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百
花

==固

~e 

マ
り
ク
ス
・
ウ

z

l
バ

1
2刀
法
論
の
問
題
は
刑
台
科
皐
に
於
付
る
自

然
主
義
ー
と
出
町
史
主
義
と
の
樹
立
の
超
克
に
あ
っ
た
。
し
か

ι彼
の
榊
決
は

そ
れ
ぞ
れ
制
有
の
雌
史
的
意
識
を
ひ
そ
品
て
ゐ
る
こ
の
二
つ
の
立
場
白
調

立
を
そ
の
根
抵
か
ら
克
胤
す
る
も
の
で
は
な
〈
し
て
、
貨
は
そ
の
折
衷
に

す
ぎ
な
か
ヲ
た
。
そ
れ
は
彼
み
づ
か
ら
が
賂
史
主
義
と
同
ピ
方
怯
意
識
、

十
九
世
和
の
謄
史
意
識
の
下
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
吾
、
-
と
私
は
考
へ
る
。

こ
の
陪
史
的
意
識
に
封
ず
る
批
判
の
限
は
最
初
=
イ
テ
エ
に
よ
っ
て
そ
そ

が
れ
た
の
で
あ
っ
た
爪
ぃ
第
一
夜
蹴
洲
大
戦
と
共
に
そ
の
限
は
と
み
に
且

敢

闘
か
れ
て
?
ロ
エ
ル
チ
ユ
に
止
る
包
括
的
な
問
題
提
出
と
な

p
、
現
在
に

於
い
て
は
、
マ
イ
ネ
y
ケ
に
よ
う
て
揺
史
主
義
は
そ
白
成
立
の
源
が
傑
〈

且
と

E
け
ら
れ
て
、
賂
史
哲
岡
学
者
の
閥
心
を
呼
ん
で
ゐ
る
。
隠
史
的
意
識

の
反
省
が
政
治
の
大
動
乱
を
棋
と
し
て
起
る
と
い
ふ
と
と
、
新
し
い
政
的

的
資
路
的
要
求
と
共
に
隆
史
の
本
質
が
考
へ
此
さ
札
る
と
い
ふ
こ
の
事
究

心
げ
だ
け
『
二
十
世
紀
の
歴
史
的
白
壁
』

出

藤

口

勇

ハ
ン
ス
・
フ
ラ
イ
ア

I
『
二
十
世
紀
白
隠
史
的
自
由
官
』

は
費
時
哲
阜
で
あ
る
掘
史
哲
阜
の
本
質
主
明
瞭
に
現
し
て
ゐ
る
と
考
へ
な

〈
で
は
な
ら
な
い
。
掛
っ
て
、
『
エ
ル
サ
イ
コ
開
制
の
破
壊
を
強
行
し
つ
ワ

あ
る
ナ
チ
ス
・

γ
イ
ツ
町
政
治
的
要
求
が
新

L
い
臆
史
意
識
た
包
懐
し
て

ゐ
る
で
あ
ら
う
こ
と
も
、
と
の
と
と
か
ら
し
て
、
想
像
に
難
〈
な
い
。
吾

再
は
究
際
、
こ
こ
に
そ
れ
の
一
つ
の
試
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ー
ー

口
E
U
]
F
4
2
出

説

明

E
5
E
E
Z
F
F込
育

活

5
5
2ロ
乱
立
国

7
z
Fロロ島内同
Z

(
昌
弘
)
私
は
既
に
こ
の
小
冊
子
に
ワ
い
て
開
評
売
加
へ

た
が
可
こ
と
に
柵
を
得
て
紹
介
走
行
ひ
、
蒋
者
の
い
は
ゆ
る
新
艇
史
意
識

の
本
質
を
見
と
ど
け
て
お
か
う
と
思
ふ
。

フ
ラ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
院
史
的
資
識
と
は
一
般
に
弐
の
も

の
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
「
照
史
的
生
起
が
一
般
に
そ
れ
に
従

っ
て
捉
ヘ
ら
れ
る
と
こ
る
の
忠
惟
同
式
」

「
歴
史
把
梶
の
ア
プ

リ
オ

1
リ
」
で
あ
る
。
己
円

7
プ
リ
オ

1
リ
は
歴
史
家
自
身
の

生
所
感
情
、
歴
史
的
人
同
の
構
法
の
内
に
根
加
を
持
っ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
が
、
そ
と
に
於
い
て
「
照
史
を
見
る
特
徴
的
た
仕
方
」

るの、ゐの
と煮、弘、み
同識、。 J な
ビ内、フら
〈容、ラ宇
、'"イ
歴みア J
史を I il: 
nr.J さ が交
王見す L笹 νF

賓 h F] の k ー

ので i的二
r̂J は官:去
にな fi~ "':1-. 

例 < 1L註
( L 1再 J32
5ft、てにど
識、‘歴、 tt
主、去一史、牛
閥、々認、と
の、が識、が
存、主の、 z旦
柿コ、 5Lさ 寸て、れ
論、す腕 、 て

第
五
十
一
巻

第
四
蹴

O 

円l
ノ、
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し、。的
構
造
か
ら
瑚
解
し
て
ゐ
る
と
と
に
、
先
づ
同
意
し
て
告
き
た

ハ
ン
ス
・
フ
ラ
イ
ア
l
『
二
十
世
砲
の
庵
史
的
白
骨
』

弐
に
新
歴
史
意
識
の
後
生
の
情
況
に
就
て
著
者
は
漣
ぺ
る
。

一
一
十
世
紀
の
は
じ
め
の
ド
イ
ツ
青
年
運
動
は
最
初
か
ら
十
九
世

紀
の
逃
が
「
救
ひ
が
た
い
淡
落
に
、
無
に
導
し
」
己
と
を
感
じ
亡

ゐ
た
が
、
貨
際
そ
れ
は
大
械
の
根
本
的
左
る
破
壊
と
在
っ
て
結

果
し
た
。
し
か
し
再
生
は
、
十
九
肘
紀
の
否
定
は
、
そ
の
た
か

か
ら
起
っ
て
来
た
。
青
年
建
が
「
血
主
流
し
、
飢
え
、
背
撃
の
研

買
に
で
も
耽
け
る
べ
昔
年
頃
に
物
質
的
闘
争
を
行
び
L

「
詩
主

吟
て
へ
き
年
頃
に
政
治
闘
争
の
か
け
引
き
ず
ら
も
魔
え
ろ
に

至
っ
て
、
青
年
の
生
前
感
情
は
「
世
代
の
針
立
」
を
越
え
て
老
年

居
と
和
し
、
と
と
に
ニ
ト
肘
紀
の
精
神
が
株
・
止
し
た
。

「
隔
世
史
的
時
代
が
一
つ
の
個
有
田
臆
史
的
白
血
置
に
於
い
て
か
た
ま
与
と

い
ふ
こ
、
と
が
臆
史
的
時
代
の
本
質
に
周
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
正
に
そ

の
こ
と
が
起
っ
た
の
だ
。
我
々
は
今
日
二
十
世
相
の
賂
史
的
自
笹
に
つ

い
て
語
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
貨
存
的
性
格
を
も
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
前

世
胞
の
暦
史
の
ア
T

P
オ

1

リ
と
決
定
的
に
棋
を
分
っ
て
ゐ
る
。
勝
識

に
於
け
る
歴
史
的
世
加
は
そ
れ
の
最
も
同
有
の
分
野
に
於
い
で
克
服
さ

れ
て
ゐ
る
の
で
あ

hr」

策
五
十
一
巻

四
人
旧

第
四
披

O 

か
〈
謂
は
れ
る
時
、

4
n
々
は
復
し
て
も
歴
史
的
意
識
と
政
治

的
責
践
的
要
求
と
の
結
ぴ
つ
雪
に
つ
い
て
考
へ
を
ひ
そ
め
た
〈

て
は
な
ら
な
い
。
新
歴
史
意
識
抽
出
生
の
情
況
を
著
者
は
巴
し
〈

捉
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

次
忙
し
か
ら
ば
著
者
は
十
九
批
紀
の
歴
史
意
識
の
本
質
を
い

か
に
捉
へ
て
ゐ
る
の
か
。
彼
は
前
ム
、
十
九
防
組
は
あ
ら
ゆ
る

知
に
於
い
て
統
一
的
時
代
と
い
ム
己
と
は
で
き
友
い
。
け
れ
ど

も
そ
の
世
紀
の
偉
大
な
る
歴
史
家
建
か
ら
共
泊
に
窺
は
れ
る
ア

プ
リ
オ
1
リ
、
「
歴
史
ヨ
義
!
は
次
の
や
う
に
云
は
れ
る
、
と
。

る m 言語て「
JV1に 、 歴

於自且
け分主
る か 義
過 ら は
去引過
とき去
し離を
て す ば、、、

而Iそ，[ミ

れ と 起
はごの
+ 哲 三 充
び柑
過竺と
去L-
をう、て

目収眺

分一一品。コる
rJsJZ と

に?と
引とに
入¥よ
れ知ぅ

と
の
歴
史
主
義
の
忠
悦
刷
式
・
ア
プ
リ
オ

1
り
の
特
色

E
曲
事

げ
る
な
ら
ば
、
攻
の
や
う
忙
な
る
で
あ
ら
う
。
第
一
。
若
干
の

慣
侃
が
同
定
し
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
軍
船
山
同
友
功
献
と
勤
勉
の

憤
怖
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
。
専
門
家
・
物
識
め
が
唯
一
円
構
成
と

F. Meinecke: Die Entstehung des Historismusおよび De凶 elbe:Vorn Ges-
('.hichtlichen Sinn und vom Sinn der Geschichte 
本誌本年七月班 p.胞の註参問。
H.F目 yer:ibid. SS. 1 ト '3
ibid. S. 6. 8) fuid. S. 9 
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し
て
迎
へ
ら
れ
る
。
第
一
一
。
そ
己
で
、
歴
史
的
生
越
は
そ
れ
ら

の
使
値
に
従
っ
て
一
つ
の
「
事
物
の
聯
関
」
と
化
す
。
歴
史
は
分

化
し
て
、
或
慣
値
(
例
へ
ば
維
持
的
生
産
欄
係
、
例
へ
ば
形
而
上
回
中
的

理
念
)
白
論
峨
的
必
然
的
進
行
が
退
求
せ
ら
れ
る
。

か
か
る
進

行
D
維
列
が
い
は
ば
『
本
来
的
な
る
歴
史
』
な
の
で
あ
っ
て
、
歴

史
現
象
は
と

D
歴
史
が
現
象
す
る
外
被
で
あ
る
に
す
ぎ
泣
い
。

第
三
。
ゆ
ゑ
に
己
の
歴
史
の
分
化
か
ら
世
界
観
の
闘
争
が
結
川
ー

す
る
d
l
iか
〈
フ
ラ
イ

7

1
は
、
此
歴
史
意
識
を
特
色
づ
け

る
。
私
は
と
の
も
の
の
本
質
を
三
つ
の
契
機
か
ら
捉
へ
よ
う
と

し
た
。
(
印
ち
一
、
そ
の
政
治
的
責
践
的
意
慾
H

困
民
的
・
ヨ
1

ロ
ヅ
ハ

的
苦
慾
、
二
、
歴
史
認
識
白
立
場
↓
暦
史
白
存
在
論
的
構
造
白
否
定
、
一
一
一

丈
化
町
八
百
化
↓
相
封
主
義
)
著
者
白
上
掲
の
主
張
は
、
私
の
後
の
二

つ
の
賄
と
合
致
し
て
ゐ
る
と
考
へ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
と
己
ろ

で
、
第
一
の
契
機
に
つ
い
て
フ
ラ
イ
ア

1
は
遁
ペ
ょ
う
と
し
友

い
。
尤
も
波
は
歴
史
主
義
の
根
祇
に
宿
る
ド
イ
ツ
岡
民
的
統
一

の
賓
践
的
意
向
に
つ
い
て
一
言
鯛
れ
で
は
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
そ

れ
を
批
判
D
針
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
の
は

E
う
い
ふ
謬
で

あ
ら
う
か
。
と
の
疑
問
は
、
し
か
し
、
小
稿
白
最
後
ま
で
腎
保

A

ン
λ

・7
ラ
イ
ナ
ー
『
二
十
世
和
田
歴
史
的
自
嘩
』

し
て
骨
か
う
。阻

さ
て
玉
口
々
は
著
者
の
新
歴
史
意
識
の
内
容
を
最
後
に
知
ら
な

彼
は
書
い
て
ゐ
る
、
「
そ
れ
は
活
け
る
怖
統

で
あ
り
、
現
在
の
生
が
そ
れ
み
づ
か
ら
の
根
源
の
中
へ
賓
存
的

に
鈎
着
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
。
で
は
之
は
い
か
在
る
己
と
で

あ
る
か
。
簡
明
に
云
へ
ば
「
隆
史
は
行
動
の
世
界
で
あ
る
」
と
い

け
れ
ば
友
ら
ぬ
。

ふ
と
と
が
今
や
白
売
さ
れ
た
と
云
ふ
と
と
で
あ
る
。
こ
の
思
想

は
大
戦
前
後
よ
り
歴
史
を
取
扱
ム
科
皐
D
中
に
生
じ
た
一
群
の

新
概
念
の
中
に
現
れ
て
ゐ
る
と
謂
は
れ
る
。
例
へ
ば
現
在
・
瞬

間
・
決
断
・
賓
存
・
責
任
・
現
賓
の

f
一
と
き
。

政
治
に
於
け
る
フ
ァ

シ
ズ
ム
の
術
認
も
亦
さ
う
で
あ
る
。
青
年
・
行
動
・
意
士
山
・
力
・
勃

務
・
部
署
・
戦
線
等
主
見
ら
れ
る
が
よ
い
。
準
歩
・
砧
日
展
・
嬬
詮
法

た
E
は
前
世
紀
の
も
の
と
在
っ
た
。
運
動
(
枇
骨
運
動
)
忙
し
で

も
今
や
新
し
く
概
念
さ
れ
て
ゐ
る
。
以
前
に
は
そ
れ
は
長
期
白
.

沈
黙
し
た
、
自
然
必
然
的
た
る
も
の
を
意
味
し
た
。
だ
が
今
や

運
動
の
説
明
は
行
矯
的
に
行
は
れ
、
燃
え
上
が
る
婚
と
し
て
日

売
し
の
叫
び
と
し
て
.
そ
れ
は
感
得
せ
ら
れ
る
。
以
前
忙
は
運
動

第
五
十
一
審

四
人
五

O 

第
四
擁
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ハ
ン
ス
・
ア
ラ
イ
ア

1
『
二
十
世
和
町
一
時
史
的
白
血
歪

の
捨
常
者
は
諌
め
知
ら
れ
て
ゐ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ

る
と
か
農
民
で
あ
る
と
か
、
小
市
民
だ
と
か
失
業
者
だ
と
か
。

し
か
し
今
や
運
動
の
捨
道
者
は
白
山
に
突
進
し
、
自
由
に
遁
随

者
を
募
り
、
人
々
は
指
導
者
の
ま
は
り
に
集
っ
て
ゆ
く
。
運
動

に
は
左
翼
と
右
翼
と
の
針
立
が
あ
り
ま
た
そ
の
中
聞
が
あ
っ
た

が
、
今
や
破
壊
と
保
持
と
は
二
つ
の
桜
で
あ
り
、
そ
の
聞
に
緊

張
が
あ
っ
て
逗
動
の
内
に
共
等
は
生
昔
て
ゐ
る
。
雨
極
は
蜘
立

で
は
な
い
。
寧
ろ
「
精
神
的
た
る
力
」
で
あ
り
、
緊
張
に
よ
っ
て

共
に
ほ
る
ぴ
、
合
一
に
よ
っ
て
「
不
滅
の
政
治
的
突
進
力
」
主
た

る。
ふ在、し、る
こし、由、、ここ
と v亡、し、との
でゐ、一、は新
あて、っ、「歴
るそ、の、撃、史
。れ、心、問、意
E ら、の、的、識
のを、:命、友、の
テ活、明、意、原
1 気、['味、却
ゼ「ぁ、者に、 E
は る 、 r 於、示
意、統、宮け、す
志、一、阿る、テ
が機、吉正日、 1

盟、、 to、B 論、ゼ
惟、ら、とと、に
上 L、が、は、つ
りめ、そ、I':f.、い
も呂、れ、色、て
「 L17)ら、在、謂
ーとに、ぃ、び
唐云内、、う

深
く
一
居
弛
く
一
居
叡
知
に
宵
ん
で
ゐ
る
-
E
と
を
詩
る
。
だ

が
意
志
、
行
動
す
る
力
は
「
血
・
民
族
・
信
念
か
ら
生
や
る
。
L

こ
の
信
念
は
、
宗
教
に
於
け
る
や
う
に
詮
明
ナ
る
己
正
が
出
来

中

ま
た
そ
σ〉
必
要
も
友
ν、

そ
の

主:雪
し、忌

t;t -一
犠、一
牲、 G
に回

よ
っ
て

:f'r 

弾
五
十
一
巻

四
八
六

は
れ
る
の
み
で
あ
る
。
き
う
し
て
と
れ
は
「
野
棚
田
へ
の
逆
行
で

は
左
〈
し
干
一
、
歴
史
の
永
遠
の
法
則
へ
の
遺
跡
」
な
の
で
あ
る
。

「
問
題
は
人
々
を
模
様
に
由
っ
て
説
得
す
る
己
と
で
は
な
〈
人

人
の
限
を
亮
士
し
動
か
し
集
め
、
さ
う
し
て
指
導
す
る
乙
と
に

あ
る
。
」
ゆ
主
に
「
多
数
者
が
決
定
す
る
の
で
は
た
く
、
心
情
に

?
イ

V

ザ
ザ
ヴ
ヅ

同
〈
結
び
つ
き

E
ん
な
部
署
に
も
底
ず
る
肘
志
の
あ
る
少
数

者
が
歴
史
的
事
物
を
動
か
す
の
で
あ
る
。
L
そ
己
に
は
こ
つ
の
根

本
要
求
が
あ
る
ロ
最
高
の
要
求
は
「
闇
民

J
セ
の
存
立
の
維
持
・

そ
の
特
性
の
保
護
・
そ
の
名
春
の
た
め
の
闘
争
L

で
あ
り
、
第

二
の
そ
れ
は
「
階
級
闘
争
の
克
服
・
岡
氏
秩
序
の
枇
合
主
義
的

結
成
L

で
あ
る
。
武
久
に
安
討
す
る
買
現
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
。

恒
に
前
提
を
も
ち
行
動
を
日
昔
起
す
根
源
と
し
て
の
貫
浬
は
、

「
指
導
的
人
格
」
の
中
に
肉
開
化
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

L
o

五

上
に
あ
ら
ま
し
を
停
へ
た
新
歴
史
京
識
か
ら
五
口
々
は
何
を
皐

が
う
る
か
。
ま
た
も
h

k

の
求
め
よ
う
と
す
る
新
歴
史
意
識
と
そ

れ
は
い
か
友
る
判
決
を
呼
ぶ
で
あ
ら
う
か
。
た
し
か
に
フ
ラ
イ

iuid. S. 25. 
ibid. S. 19 
ibid. SS. 19-21 
ibid. S. 22拍車占は出口。
以上 ibid. S5. 22-23 
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T

ー
が
結
諾
す
る
や
ろ
忙
、

の
深
さ
は
聞
か
れ
弘
。
」
肢
史
の
本
質
は
歴
史
を
掛
象
用
品
に
於
い

寸
行
動
的
精
神
に
向
つ
て
の
み
時

て
眺
め
る
認
識
の
主
搬
に
向
つ
て
は
開
明
せ
ら
れ
や
、
唯
々
歴

史
の
現
在
に
於
い
て
行
動
す
る
主
慌
に
謝
し
て
の
み
、
費
時
国
的

H

客
観
的
に
自
ら
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
著
者
が
官
践

的
主
慌
に
則
す
る
も
の
と
し
て
歴
史
を
捉
へ
よ
ろ
と
す
る
の
は

何
庭
ま
で
も
正
常
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
同
時

に
客
相
倒
的
で
も
た
け
れ
ば
友
ら
な
い
の
で
あ
る
。
若
し
歴
史
の

本
質
が
、
先
に
述
べ
ら
れ
た
や
ろ
に
、
則
論
左
は
在
ら
た
い
も
の

在
ら
ぽ
、
前
前
紀
の
艇
史
烹
識
が
努
力
し
て
来
た
正
し
い
方
向

を
忘
却
す
る
も
の
、
そ
れ
と
は
反
面
の
抽
象
に
陥
っ
て
ゐ
る
も

の
と
云
は
ね
ば
友
ら
ね
。
し
か
ら
ば
こ
の
認
識
の
あ
や
士
り
は

何
に
基
い
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
著
者
の
菅
践
的
立
場
が
民

に
歴
史
軒
口
事
的
認
識
の
主
般
に
ム
さ
は
し
ぐ
世
界
史
的
地
平
に

ま
で
高
ま
っ
て
ゐ
友
い
こ
と
に
基
く
、
と
現
は
考
へ
る
も
の
で

あ
る
。
先
に
一
t
=

ロ
し
て
沿
い
た
や
う
に
、
著
者
は
十
九
世
紀
の

歴
史
青
識
に
於
け
る
閣
民
的
(
本
照
的
に
は
ド
イ
ソ
的
)
リ
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
的
在
る
管
践
的
契
機
聖
深
ぐ
突
き
と
め
左
か
う
た
。
そ
れ

ハ
ン

λ

・
フ
ラ
イ
ア
?
『
二
十
世
胞
の
臨
時
史
的
自
慢
』

は
波
み
づ
か
ら
が
此
立
場
を
越
え
る
一
居
高
い
官
践
的
志
向
を

ぽ
持
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
在
彼

み
づ
か
ら
が
依
然
と
し
て
園
民
的

l
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
立
揚
の
延

長
線
の
上
に
立
っ
て
ゐ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
若
し
人
が
現
在

の
ド
イ
ツ
が
膏
秩
序
H

ヴ
ェ
ル
リ
イ
二
慌
制
の
破
壊
を
意
闘
し

ヨ
1
n
ッ
パ
内
部
の
闘
家
椿
力
の
比
重
の
置
昔
換
へ
ー
と
従
っ
て

植
民
地
の
再
分
割
と
に
狂
奔
し
つ

L
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
育
践

的
刈
念
と
し
て
新
し
い
世
界
秩
序
を
崎
げ
て
ゐ
る
の
で
は
た
い

と
い
ふ
目
下
の
情
勢
と
と
己
に
い
は
ゆ
予
新
瞬
間
史
責
識
と
を
針

附
し
て
見
る
在
ら
ぽ
、
雨
者
の
符
合
は
た
ち

E
己
ろ
に
明
か
で

た
け
れ
ぽ
左
ち
な
い
。

ヘイ可
た庭し
し、 カ通 2白通

五ら

喜具ぽ
ムっこ
斗λ マ士 σコ

善雪空
2よo と
貝 ザ 不 正

{[土?

吉 2λ
?う考
ぷカミへ

j主 よ
近之う
も t亡と

一一封すノ、しみ
とて也万
£私向
ーヂはと
¥答こは

現
に
生
成
し
つ
つ
あ
呂
新
し
い
照
史
折
口
車
に
於
け
る
「
永
遠
白

今
」
「
場
所
」
の
考
へ
に
ま
で
徹
底
さ
れ
て
ゐ
泣
い
か
ら
で
あ

る
、
と
。
歴
史
の
客
観
性
の
買
の
根
抽
出
は
究
極
的
に
は
管
践
を

意
闘
す
る
現
代
円
、
殊
に
ヨ

1
ロ
ツ
バ
に
於
け
る
個
人
が
自
畏

第
五
十
一
巻

。
五

問

八

七

樺
凹
競

ibid. S. 27 19) 



ハ
シ
ス
・
フ
ラ
イ
ア

1
『
二
十
世
紀
前
蝿
史
的
自
管
』

に
よ
っ
て
先
づ
到
達
す
る
左
己
ろ
の
自
ら
の
民
族
性
の
母
胎
に

の
み
あ
る
の
で
は
左

c、
そ
の
母
胎
そ
れ
白
鵠
が
摩
史
的
世
界

の
或
段
階
の
、
印
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
H
近
世
的
世
界
の
産
物
で

あ
る
と
と
に
忠
ひ
至
る
な
ら
ば

そ
の
根
憐
は
、

更
に
遡
ワ

て
、
そ
の
民
族
が
そ
れ
自
身
そ
こ
に
於
い
て
生
成
し
た
と
と
ろ

の
i

揚
所
」
歴
史
的
附
界
(
そ
れ
は
世
界
史
的
接
礎
地
躍
で
の
み
あ
る
)

の
内
に
と
そ
求
め
ら
れ
ね
ば
左

ι友
い
で
あ
ら
う
。
而
し
て
自

ら
の
内
部
か
ら
近
世
を
自
動
的
に
産
ま
左
か
っ
た
東
洋
的
世
界

の
中
に
、
却
っ
て
と
の
究
似
の
根
源
一
を
見
る
脱
力
が
素
質
と
し

て
興
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
は
れ
る
の
で
は
た
い
か
と
思
ふ
。
し

か
し
と
れ
は
東
洋
が
現
在
の
情
況
の
ま
ま
で
直
接
的
忙
可
能
と

な
る
と
い
ふ
の
で
は
決
し
て
左
い
。
さ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
る
十
九
世
紀
に
謝
す
る
暦
史
意
識
の
車
た
る

地
域
的
な
る
反
措
定
で
る
っ
て
、
賓
は
そ
の
色
視
せ
売
る
模
倣

で
あ
る
。

そ
れ
は
闘
民
的
H
東
洋
的
立
揚
で
あ
る
に
す
ぎ
友

い
。
菩
々
の
求
め
る
立
揚
は
、
岡
氏
的
日
ヨ

1
ロ
ッ
バ
的
J
A
揚

と
こ
の
園
民
的
日
東
洋
的
と
を
包
嬬
し
て
買
に
歴
史
が
そ
と
か

ち
生
起
す
る
地
盤
を
貰
践
的
に
見
つ
め
る
と
と
る
の
同
氏
的

l

構
五
十
一
巻

四
八
八

帯
四
競

O 
ノ、

世
界
的
立
揚
で
な
け
れ
ば
た
ち
疋
い
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
賞

際
、
五
口
々
は
日
々
我
図
の
墜
聞
に
つ
き
政
治
に
つ
い
て
、
こ
の

図
民
的
U
東
洋
的
傾
向
を
目
撃
さ
せ
ら
れ
る
。
市
し
て
歴
史
と

政
治
と
の
交
渉
に
つ
い
て
三
度
び
深
刻
在
る
反
省
を
強
び
ら
れ

る
と
共
に
、
愈
々
ま
す
ま
す
新
歴
史
怠
識
の
確
立
の
必
喪
を
ぽ

痛
感
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
要
之
、
フ
ラ
イ
ア
ー
の
立

揚
は
一
面
で
は
前
世
紀
の
歴
史
意
識
を
越
え
よ
う
と
し
左
が
ら

賓
は
西
欧
的
在
十
八
世
紀
の
歴
史
的
意
識
に
代
は
ら
う
と
す
る

に
す
ぎ
や
、
貨
は
歴
史
主
義
の
再
生
産
あ
る
ひ
は
横
政
再
生
産

友
の
で
あ
る
。
歴
史
主
義
斉
ロ
ー
グ
ッ
ヵ
ー
も
最
近
之
と
殆

E

却

同
じ
結
論
に
建
し
て
ゐ
る
事
寅
は
、
耳
目
人
の
主
張
の
悦
読
と
し

て
役
立
つ
で
あ
ち
う
。
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