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一回~
一-=固

Iグ巳

買
ザコ

貨
幣
?ウf

金
の
み
-e 
あ
る

事
を
.，. 
誇
す

る

矯
め
に:

同
僚
貨
幣

貨

幣

と

金

中

谷

1主

ー

今
日
位
外
の
各
聞
は
、

そ
れ
が
知
仰
な
る
貨
幣
制
度
を
搾
る

に
せ
よ
、
間
内
に
は
事
賃
上
山
中
南
材
悦
備
の
な
い
貨
幣
が
流
泊
し

て
ゐ
る
に
反
し
、
凶
際
的
に
は
素
材
そ
の
も
の
即
ち
金
塊
又
は

金
一
貨
を
以
で
貨
幣
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
貨
幣
の
本

質
を
考
察
す
る
に
首
つ
で
も
、
名
目
主
義
的
な
立
場
を
探
る
者

は
囲
内
貨
幣
に
着
服
し
て
貨
幣
の
一
般
的
交
換
手
段
た
る
職
能

を
強
調
す
る
の
で
あ
る
が
、
金
属
主
義
的
な
立
揚
を
掠
る
者
は

が
金
で
一
泣
け
れ
ば
友
ら
ね
貼
を
利
則
す
る
。
私
は
貨
幣
そ
の
も

の
が
一
般
的
購
買
力
を
有
す
る
と
云
ふ
信
認
の
上
に
成
ー
す
る

も
の
で
あ
る
ん
」
言
ふ
立
場
か
ら
、
秩
序
あ
る
園
民
経
済
内
に
於

貨

幣

と

金

け
る
貨
幣
に
閲
し
で
は
素
材
と
無
闘
係
に
貨
幣
の
成
立
を
認
め

る
と
共
に
、
統
一
的
秩
序
友
き
位
界
経
済
内
の
岡
際
貨
幣
に
闘

し
で
は
、
金
の
如
き
素
材
使
値
あ
る
も
の
を
離
れ
て
は
一
般
的

購
買
力
の
信
認
が
保
設
せ
ら
れ
得
な
い
の
も
蛍
然
の
事
左
考
へ

る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
私
は
、
秩
序
あ
る
同
氏
経
済
の
如
き
全

鰐
性
に
着
眼
す
る
時
に
は
名
目
主
義
的
な
貨
幣
本
質
視
が
打
ち

樹
て
ら
れ
、
闘
際
貨
幣
の
揚
合
に
於
け
る
が
如
〈
互
に
孤
立
せ

る
個
別
経
済
問
の
闘
係
に
芳
限
す
る
時
に
は
、
金
属
主
義
的
危

貨
幣
本
質
問
が
山
内
ら
れ
る
川
以
や
一
油
ベ
た
事
が
あ
u
v
o

化
パ
の
際

私
は
、
右
の
二
つ
の
見
解
が
統
一
せ
ら
れ
得
た
い
事
中
」
漣
ペ
て
.

岡
際
貨
幣
と
し
で
の
金
の
牌
来
性
と
云
ふ
が
如
き
問
題
に
迄

相
胸
れ
友
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
最
近
側
々

関
川
戸
『
}
〈
民
主
訟
が

一l

現
時
に
於
け
る
貨
幣
と
金
と
の
問
題
」
ar
一
題
し
て
此
れ
等
諸
問

題
の
詳
細
な
る
研
究
を
後
表
し
た
か
ら
、
以
下
共
の
概
要
を
紹

介
し
て
若
干
の
批
判
を
加
へ
る
事
と
す
る
。

ーー

た
づ
最
初
に
貨
幣
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
伊
良
品
の
見
解
を

見
る
に
、
彼
は
貨
幣
を
以
て
一
種
の
財
而
も
一
般
的
購
買
刈
を

第
四
十
九
巻

七
七
九

第
五
披

主i

1m稿 信用理論と其の経済的慕礎(経済論設、終狩皐部f1lj立ニ 1-年記念競)。
K. v. Bala!:i;“ Das heutige Problem d同 Ge1desunrl de.:s GoldesぺJahrbucil-
er fur Nationalokonomie und Stati:stik， Aug. 1939 SS. 162-176. 
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貨

金

幣

と

持
っ
た
財
と
友
し
、
所
謂
名
目
主
義
的
た
貨
幣
視
を
斥
け
ん
と

寸
る
傾
が
見
受
け
ら
れ
る
。
印
d
h
J

彼
に
よ
れ
ば
、

4
↓
4
4
i
-
A
1
4
・ォリ

一
回
以
内
，

t
h相
川
目

U
ハ

と
が
交
換
せ
ら
れ
る
が
如
〈
に
貨
幣
と
財
と
が
交
換
せ
ら
れ
る

の
で
あ
っ
亡
、
唯
貨
幣
は
他
財
と
臭
っ
て
よ
り
大
怠
る
よ
り
蓮

や
か
友
る
交
換
力
を
持
っ
て
ゐ
る
。
而
も
彼
は
、
貨
幣
が
一
般

サ
目
〈
換

F
定
叉
土
交
州
巴
J

交
と

J

亡、

A
U
一/子
t
主

f
目てへ
J
j
u

一

s
f
-
一一
rι

一一司、、
L
I
-
-
t
、4
泊、J
-
-
-
4
F』

芽
↓
帆
作
引
m
d
」
ド
4
M
J

物
質
的
な
も
の
か
ら
次
第
に
非
物
質
的
友
支
揚
力
へ
の
生
成
殻

展
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
街
現
時
に
於
て
も
非
物
質
的
友
支

梯
力
量
が
重
要
た
財
と
し
て
職
能
す
る
事
を
明
言
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
そ
と
で
彼
は
今
日
の
信
用
取
引
に
つ
い
て
共
の
良
相

を
明
確
に
せ
ん
が
鵠
め
に
、
貨
幣
と
一
一
一
一
日
は
や
に
貨
幣
額
の
種
類

と
職
能
と
を
分
析
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
=
一
種
に
分
た
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
同
は
、
財
左
財
と
が
一
定
の
債

格
に
基
い
て
直
接
に
交
換
せ
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
此
の
際

に
於
け
る
貨
幣
額
は
交
換
の
媒
介
を
替
ん
だ
の
で
は
あ
る
が
、

賞
は
交
換
さ
れ
る
二
財
の
債
依
閥
係
を
計
数
的
に
表
示
し
た
に

止
ま
り
、
購
買
力
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
の
で
は
な
〈
名
目
的
危

役
割
を
山
営
ん
だ
に
過
ぎ
友
い
。
共
の
一
一
例
は
、

一
射
の
給
付
と

第
四
十
九
巻

七
八

O

第
五
競

~ 

ノ、

他
財
に
よ
る
反
針
給
付
と
が
計
数
的
な
貨
幣
額
に
よ
っ
て
清
算

せ
ら
れ
る
が
.
而
も
附
者
の
聞
に
差
額
の
存
す
る
場
合
で
あ
る
。

此
の
際
立
パ
の
差
額
に
首
る
貨
幣
械
は
共
の
腕
嵐
者
に
現
賓
の
直

筏
的
危
る
購
買
力
を
賦
興
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
早
比
名
目
的

記
帳
計
数
た
る
に
止
ま
ら
や
貨
幣
問
有
の
動
態
的
在
る
議
買
力

主
共
有
寸
る
。
附
し
て
最
後
叫
に
以
、
総
制
的

-K貨
幣
の
役
制

師
、
貨
幣
の
金
峨
能
を
替
む
揚
ム
口
が
奉
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

そ
れ
が
物
質
的
で
あ
れ
非
物
質
的
で
あ
れ
、
交
換
手
段

支
沸
手
段
と
し
て
動
態
的
に
作
用
し
、
北
ハ
の
額
は
絶
針
的
直
接

的
左
購
買
力
の
景
を
一
示
す
も
の
で
あ
か
。

即
ち
紋
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
買
の
貨
幣
は
主
動
的
た
又
は
設

つ
で
、

動
的
た
購
買
力
を
具
現
し
た
共
の
問
宥
の
動
態
性
に
求
め
ら
る

可
ぐ
、
例
へ
ぽ
前
述
削
の
揚
合
の
如
き
草
な
る
計
算
貨
幣
と
匡

別
さ
る
可
き
事
が
要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故
に
彼
は
‘

一
見
金
属
主
義
的
友
立
場
を
採
る
か
の
如
く
で
る
る
が
、
寅
は

然
ら
や
し
て
、

一
の
岡
民
経
済
内
に
於
て
は
金
属
準
備
な
き
管

理
通
貨
の
如
き
も
の
も
亦
異
の
貨
幣
帥
ち
動
態
的
危
る
貨
幣
た

り
得
る
事
を
認
め
る
の
で
あ
針
。
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叉
園
際
的
・
な
る
貨
幣
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
貫
賓
の
貨
幣
た

る
が
矯
め
に
は
、
岡
際
問
に
於
け
る
財
相
互
の
交
換
と
は
無
関

係
に
、
そ
れ
を
以
て
何
れ
の
聞
に
於
て
も
財
を
獲
得
し
得
可
き

事
邸
ち
間
有
の
動
態
性
を
有
す
可
き
事
が
要
求
せ
ら
れ
て
守
的
。

放
に
此
の
揚
合
に
も
、
三
岡
間
に
於
け
る
財
の
交
換
を
清
算
ナ

る
貨
幣
額
は
翠
に
名
目
的
な
偵
値
表
示
手
段
に
過
ぎ
宇
、
謂
は

ば
財
の
交
易
を
帯
助
す
る
の
み
び
あ
る
か
ら
、
積
同
倒
的
動
態
性

の
閲
際
貨
幣
と
は
陪
別
せ
ね
ば
友
ら
ぬ
と
一
百
ふ
の
で
あ
る
。

四 国 .圃・."... 

右
の
如
く
に
出
向
一
}
訟
は
、
貨
幣
中
山
交
換
媒
介
手
段
と
は
見
十

に
、
個
人
に
邸
し
て
積
極
的
動
態
的
危
購
買
力
そ
の
も
の
と
見

る
が
故
に
、
共
の
理
論
の
主
眼
黙
が
闘
内
貨
幣
に
闘
し
て
よ
り

も
寧
ろ
闘
際
貨
幣
に
置
か
れ
て
ゐ
る
事
は
了
解
に
難
〈
友
い
。

然
ら
ぽ
図
際
貨
幣
た
る
令
は
現
在
如
何
左
る
役
割
を
管
み
、
又

帰
来
は
如
何
-
な
る
運
命
を
辿
る
可
き
で
あ
る
か
。

今
日
国
際
間
の
貨
幣
は
金
で
友
け
れ
ば
一
な
ら
ぬ
と
言
は
れ

る
。
そ
し
て
彼
も
亦
、
園
際
貨
幣
と
し
て
の
金
が
草
左
る
交
換

媒
介
手
段
で
は
左
〈
周
有
の
動
態
的
左
る
購
買
手
段
で
あ
り
、

貨

骨宇

と

金

直
接
結
針
的
左
る
購
買
力
を
有
す
る
も
の
と
見
る
の
は
云
ふ
迄

も
な
い
。
而
も
賓
際
上
は
、
園
際
問
に
於
け
る
財
貨
狩
務
の
獲

得
に
皐
に
金
の
み
が
貨
幣
と
し
て
用
び
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
は
た

〈
、
共
庭
に
は
園
内
に
於
け
る
と
同
様
左
計
算
貨
幣
が
利
用
せ

ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
織
も
亦
一
固
と
他
の
諸
圃
と
の
園

際
牧
支
は
一
一
悠
此
の
計
算
貨
幣
に
よ
っ
て
清
算
せ
ら
れ
、
共
の

差
額
の
み
に
金
が
利
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
事
を
認
め

る
の
で
あ
る
。
邸
ち
前
漣
の
貨
幣
額
の
峨
能
に
闘
す
る
三
つ
の

介
知
中
、
川
に
該
山
川
同
ず
誌
も
の
守
あ
っ
て
同
彼
は
岡
際
貨
幣
に

於
て
も
亦
同
有
の
動
態
性
を
有
す
る
貨
幣
と
車
な
る
清
算
手
段

と
し
て
の
貨
幣
額
と
の
聞
に
明
硲
左
る
匝
別
を
設
〈
可
き
事
を

要
求
す
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
弐
に
、
岡
内
貨
幣
に
於
て
は
財

の
交
換
の
清
算
差
額
に
設
営
す
る
貨
幣
制
が
、
仮
令
非
物
質
的

な
も
の
で
あ
っ
て
も
倫
同
布
の
動
態
性
を
布
し
直
接
絶
叫
剖
的
な

る
講
買
力
の
量
と
見
ら
れ
る
の
に
、
同
際
貨
幣
に
於
て
は
何
故

に
金
の
み
が
同
右
の
動
態
悦
を
布
す
る
畏
の
貨
幣
と
見
ら
れ
る

の
か
。
此
の
黙
を
解
明
す
る
矯
め
に
、
線
も
亦
貨
幣
の
職
能
な

り
本
質
た
り
を
、
経
済
》
一
管
む
個
人
の
翻
賭
よ
り
見
る
場
合
と

第
四
十
九
巻

七
八

第
五
披

七

a. a. O. 
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貨

幣

と

金

然
ら
や
し
て
岡
市
来
又
は
共
同
開
の
槻
賠
よ
り
見
る
場
合
と
の
匝

別
を
援
用
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
結
局
は
闘
際
聞
の
取
引
に

於
け
る
過
去
千
年
の
歴
史
が
、
決
し
て
支
挽
取
引
の
安
全
を
確

保
し
詐
欺
や
加
害
を
蒙
る
事
泣
き
」
保
読
を
~
不
さ
な
か
っ
た
事
に

比
の
現
'
闘
を
求
め
て
ゐ
る
の
を
あ
る
。
即
ち
閥
際
取
引
の
清
算

"re 

.1'i:: 
率引
に

金
古t

I11 
l).. 

ら
j1 

k 
G'.) 

一
方
に
は
金
の
物
却
的
性
質

や
苦
か
ら
の
慣
習
に
も
よ
る
で
あ
ら
う
が
、
然
し
か
か
る
慣
習

が
出
来
た
の
も
や
は
り
図
際
取
引
に
治
け
る
不
信
認
に
よ
る
の

で
あ
っ
て
、
金
は
彼
の
一
一
一
同
ふ
如
く
園
際
的
不
信
認
に
基
く
所
の

支
梯
手
段
な
り
と
一
一
一
日
び
得
る
の
で
る
る
。

四

国
際
貨
幣
と
し
て
の
金
が
、
国
際
取
引
に
た
け
る
不
信
認
に

基
く
と
す
れ
ば
、
斯
か
る
地
位
に
あ
る
金
は
今
後
如
何
た
る
運

命
を
辿
る
可
き
か
叉
余
に
代
る
に
如
何
な
る
も
の
が
考
へ
ら
れ

得
る
か
。

金
に
劃
す
る
人
類
の
感
情
は
一
種
の
信
念
と
も
一
一
一
日
ふ
可
く
、

嘗
て
は
金
を
離
れ
て
貨
幣
を
考
へ
る
事
は
夢
想
だ
も
し
得
泣
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
金
に
劃
す
る
此
の
信
念
も
弐
第
に
縫
化
を
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九
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七
丹、

来
す
事
と
な
っ
て
、
閣
内
貨
幣
に
於
て
は
一
五
ふ
迄
も
無
く
、
園

際
取
引
に
於
て
さ
へ
金
か
ら
の
離
脱
の
可
能
性
が
考
へ
ら
れ
る

や
う
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
今
日
の
欣
態
に
於
て
は
岡
際

取
引
に
於
て
金
の
必
要
た
る
事
は
云
ふ
迄
も
た
く
、
ま
し
て
や

金
が
同
際
的
資
幣
と
し
て
不
通
常
な
り
と
は
毛
印
刷
云
円
以
得
な
い

の
で
あ
る
が
、
八
五

K
代
同
る
可
舎
一
手
段
が
若
し
あ
り
と
す
れ
ば

さそ
i'1 7，1 
7ζ 』亡

るは
長女口
f麦 f可
のた
問る
l題]iiii
で提
あ依
る，，)1午
。を

必
要
と
す
る
か

此
れ
が
残

さ
て
、
岡
際
貨
幣
と
し
て
の
金
が
岡
際
聞
の
不
信
認
に
基
く

も
の
と
す
れ
ば
、
党
づ
第
一
に
考
ふ
可
き
は
如
何
に
し
て
此
の

不
信
認
を
除
き
得
る
か
と
云
ふ
事
で
あ
る
が
、

F
r
u
は
此
れ

に
針
し
て
閥
際
聞
の
勢
力
均
衡
を
提
閉
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち

彼
は
、
少
く
共
肘
界
の
主
要
諸
闘
の
聞
に
勢
力
の
均
衡
欣
態
が

出
現
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
岡
際
的
不
信
訟
は
容
易
に
除
去
せ
ら

れ
得
可
く
‘
そ
れ
に
は
無
数
の
解
決
方
法
が
考
へ
ら
れ
や
う
が
.

要
す
る
に
各
閥
民
各
氏
族
の
量
の
割
合
及
び
そ
の
割
合
の
礎
化

が
決
定
的
在
る
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば
問
題
は
人

口
問
題
に
腕
趨
す
る
の
で
あ
っ
て
、
此
の
問
題
が
解
決
せ
ら
る
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れ
ば
金
の
代
問
手
段
而
払
閥
際
貸
幣
と
し
て
の
一
代
用
手
段
が
容

易
に
求
め
得
ら
れ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
代
別
手
段

が
何
で
あ
る
が
叉
如
何
な
る
具
韓
的
の
方
策
に
よ
っ
て
閲
際
問

の
取
引
が
信
認
の
保
詮
を
興
へ
ら
れ
る
か
と
云
ふ
事
は
、
噛
胤
め

云
ひ
得
可
き
事
柄
で
は
な
い
が
、
少
〈
共
闘
際
的
な
交
換
取
引

に
相
互
互
惑
主
義
が
打
立
て
ら
れ
る
と
同
時
に
間
際
的
左
る
人

口
の
珂
惣
的
均
衡
問
溜
が
解
決
せ
ら
れ
る
な
九
ば
、
技
に
強
大

に
し
て
且
?
収
印
刷
的
な
る
換
言
せ
ば
健
全
な
る
閥
際
的
努
力
均

併
以
態
が
山
刊
現
す
可
〈
、
此
の
均
衡
欣
態
は
自
ら
モ
れ
に
逝
際

し
た
る
支
出
抑
制
度
を
創
治
す
る
で
あ
ら
う
。

叉
此
れ
を
現
賓
の

事
責
に
印
し
て
蓮
ぶ
れ
ば
、
各
国
民
が
共
の
人
口
を
維
持
し
て

行
〈
上
に
必
要
友
る
主
要
生
理
物
の
生
産
の
矯
め
に
要
求
せ
ら

れ
る
原
料
や
資
源
は
、
此
れ
を
出
来
得
る
限
り
蓮
や
か
に
目
つ

公
正
に
配
分
し
、
従
っ
て
オ
プ
ヂ
マ
ル
友
関
際
聞
の
均
衡
朕
態

を
創
造
し
得
る
左
ら
ば
、
恐
ら
く
は
支
梯
制
度
に
閲
し
で
も
、

圏
内
的
に
も
岡
際
的
に
も
、
新
ら
し
き
よ
り
高
き
務
展
を
期
待

し
得
る
と
云
ふ
の
で
あ
炉
。

五
貨

幣

と

金

以
上
が
即
ち
、
貨
幣
と
金
と
に
闘
す
る
出
包
含
の
説
の
概
要

で
あ
る
。
惟
ふ
に
宏
づ
彼
の
現
ι酬
の
根
底
に
於
て
は
、
貨
幣
が

共
の
所
有
者
た
る
個
人
の
立
場
に
つ
い
て
考
察
せ
ら
れ
で
ゐ
る

か
ら
、
非
物
質
的
友
貨
幣
の
存
在
宇
一
認
め
友
が
ら
、
倫
相
殺
決

済
せ
ら
れ
た
部
分
に
相
首
す
る
貨
幣
額
と
決
済
の
差
額
に
相
営

ず
る
貨
幣
額
と
の
聞
に
性
質
上
の
秀
一
異
を
高
調
し
、
後
者
の
み

が
購
買
力
を
ね
す
る
買
の
貨
幣
な
り
と
云
ふ
の
で
あ
ら
う
。
然

し
乍
ら
智
際
収
於
4

-

は

桐
税
決
済
せ
ら
れ
た
額
に
つ
い
て
も

そ
れ
は
物
士
父
娘
が
行
は
れ
た
の
台
は
な
く
し
て
貨
幣
と
し
て

の
購
買
力
が
行
使
せ
ら
れ
た
結
果
で
あ
り
、
叉
決
済
後
に
於
て

は
そ
れ
は
単
に
取
引
額
の
記
録
で
あ
っ
て
、
此
の
貨
幣
額
に
つ

い
て
購
買
力
の
有
無
を
論
議
す
る
事
は
全
〈
意
義
友
き
も
の
と

も
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
此
の
椛
忽
は
、
岡
際
貨
幣

と
し
て
の
全
の
性
格
を
類
推
せ
し
め
る
矯
め
に
考
へ
山
附
さ
れ
た

も
の
と
言
ふ
可
〈
、
此
れ
に
よ
っ
て
一
定
の
時
間
的
経
過
そ
合

む
所
の
闇
際
取
引
に
於
け
る
不
信
認
性
が
導
き
出
さ
れ
、
更
に

此
の
不
信
認
性
を
除
く
手
段
と
し
て
の
関
際
的
均
衡
状
態
の
概

念
が
導
き
出
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
る
る
。
然
し
乍
ら
彼
の
言
ふ
が

第
四
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九
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貸

幣

と

金

如
き
闘
際
的
均
衡
欣
態
が
貸
現
せ
ら
れ
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ

に
よ
っ
て
閣
際
牧
支
が
常
に
均
衡
す
る
も
の
と
は
言
引
い
難
〈
、

決
済
の
差
額
に
相
賞
す
る
貨
幣
額
が
物
的
保
設
を
離
れ
て
圏
内

貨
幣
に
於
け
る
と
等
し
き
信
認
を
得
る
事
は
、
徐
程
強
力
た
る

間
際
的
拘
束
力
が
存
せ
ざ
る
限
り
は
考
へ
難
き
事
で
あ
ら
う
。

成
相
似
は
、
闘
内
粧
品
川
K
於
て
自
由
主
誌
と
統
制
主
義
文
は

拘
束
主
義
と
を
比
較
せ
る
揚
ム
口
紅
.
自
由
主
義
に
も
多
大
の
長

所
を
認
め
乍
ら
、
向
猫
占
資
本
主
義
の
個
別
経
済
へ
の
慶
迫
に

比
ぶ
れ
ぽ
寧
ろ
官
僚
的
干
渉
統
制
の
勝
れ
る
所
以
を
論
じ
、
そ

し
て
此
の
理
論
を
基
の
ま
ま
園
際
経
済
に
移
し
て
ゐ
る
や
う
で

あ
る
。
然
し
乍
ら
闘
際
的
貨
幣
と
し
て
の
金
の
勝
来
性
を
斯
か

る
観
新
よ
り
強
測
す
る
事
は
全
〈
許
さ
れ
ざ
る
事
柄
で
あ
っ

て
、
共
の
結
論
は
ナ
チ
ス
政
策
の
賠
護
論
以
外
の
何
物
で
も
友

ν、。
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