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六
七
八r

雑
，：

錄
ノ
タ
牛
力
ア
ム
®
!
?
V

に
，

『
1

國
民
が
非
常
に
貧
弱
で
あ
：る
か
成
は
愚
蒙
で
あ 

る
の
で
氣
ま
ぐ
れ
以
外
の
®
機
で
：は
：働
か
：す
又
具
面
0
/

.

な
位
事
に
先
づ
手
を
着
け
：る
事
が
出
来
，な
ぃ
ぶ
云
ふ
な 

ら
ば
別
に
是
等
の
ま
ぐ
れ
氣
を
非I

隱
す
る
要
は
な
い
0
.

1

國
民
が
鐵
を
造
る
事
が
出
来
な
ぃ
で>tv

グ
チ
ン
ダ
ァ
一 

か
ら
濟
水
を
採
る
事
丈
け
が
好
き
だ
ご
云
ふ
な
ら
ぱ
其I 

の
國
民
に
出
來
る
丈
け
ラ
グ
工
ン
ダ
で
：を
與
へ
る
が
いj 

■
\
0
然
し
其
の
論
者
を
し
て
ラ
グ
ナ
ン
ダ
ァ
は
國 

民
に
t
つ
て
燕
麥
释
有
猛
な
も
の
で
あ
り
其
は
貧
紫
の\ 

生
®
の
助
け
と
な
る
も
の
で
あ
る
セ
考
へ
さ
せ
て
は
な\ 

ら
な
い』

(
I
b
i
d
o
。

バ
I
 

か
く
て
ラ
ス
ナ
ン
は
社
で
は
嫣
®
ビ
恩
惠
-と
を
混
同 

し
后
：己
を
欺
ぃ
て
吾
々
の
繊
ふ
美
衣
は
何
づ
れ
も
空
腹
バ
 

を
訴/

る
下
層
み
紫
の
口
中
に
之
れ
に
，相
當
す
る
丈
け： 

の
も
の
を
入
れ
て
や
る
の
で
あ
を
ご
考
へ
て
，は
な
ら
な 

ぃ
タ
注
意
を
與
へ
て
Iゐ

る

が(
A

 

J
o
y

 

F
o
r

 

Ever, 

,150

ム
、
ラ
ス
.キ
ン
は
取
に
奢
侈
生
f
f
iご恩
‘惠
ご
の
泥
同
M A

觀
の
た
る
中
他
經
濟
生
法
：：
 

群
E
號

九

八
 

を
非
難
す
る
丈
け
に
は
止
ま
ら
な
い
、
彼
は
進
ん
で
是 

等
の
美
衣
は
其
れ
に
相
當
す
る
丈
け
の
も
の
が
彼
等
の 

n

中
に
入
れ
ら
れ
た
事
を
示
す
の
で
は
な
く
て
K
對
に 

其
れ
丈
け
の
も
の
が
彼
等
の
口
中
か
ら
取
り
去
ら
れ
た 

，
事

を

意

味

す

る

の

で

，あ

る

」
(

同
上)

ビ
說
き
貧
困
ご
富 

裕
ビ
が
か
く
も
甚
し
く
隔
絶
す
る
の
励
會
生
活
に
於
い 

て
は
奢
侈
は
寧K

'

罪

惡

で

あ

る

と

生

て

ゐ

る

ノ
次 

に
此
め
黯
じ
關
し
て
觀
察
し
て
み
や
う
。(

未
完)

ク

并

リ

ア

ム

4

リ

ス

の

觀

，た

ろ

中

世

經

濟

生

活

(

上

}

加
田
哲
■■ .1 * - 

»— ■ ■ ■ ♦

w o e

»
術
に
對
す
る
好
愛V

>

歴
史
の
研
究
の
結
果
か
ら
励 

會
主
義
者
ど
な
ウ
た
ク
ギ
リ
.ア
ム
0
モ
ジ
ス
は
®
の
f
t

ぐj

倉

義

者

W

與
つ
た
卞
低
紀
觀
の
持
主
ホ
あ
ゥ
た
。

即

：
 

ち
：，
資
本
主
義
は
社
會
主
：義
ご
比
，敕
す
る
と
き
は
、
一
の 

害
悪
で
あ
る
。
け
れ
ご
も
小
规
模
廣
業
と
東
縛
を
蒙
つ 

て
ゐ
た
小
规
模
生
産
者
が
官
僚
の
慈
悲
に
ょ
：つ
て
存
在 

し
て
ゐ
た
中
世
主
義
に
比
較
す
れ
ぱ
幸
福
で
あ
る」

と 

す
る 

一！

コ
ラ
ィ
0
レ
I
I
!ン
ビ
立
揚
を
異
に
す
る
、(N

e

 

w
p
o
l
i
d
e
s

 

of Soviet 

Russia, 

,
H
h
e Me

a
n
i
n
g

 

of 

the 

Agricultural 

T
a
x
,

 

b
y

 

N.. Lenin.: p. 

3
7
)

然
る
，；̂ 
モ 

リ
ス
は
、
^
の
暴
行
の
行
使
せ
權
^

め
：：

否
認
を
極
力 

攻
離
し
た
無
政
府
主
義
者
の
：あ
る
も
の
ご
同
じ
立
場
に 

ゐ
た
？
ク&

ポ
ト
キ
ン
は
云
つ
て
ゐ
る
o
r中
世
都
市
を 

明
か
に
す
る
に
從
ク
て
、
吾
々
は
筵
々
、
そ
れ
が
単
純 

じ
成
る
S
の
政
治
的
目
曲
の
保
護
を
目
的
ビ
す
る
一
政 

沿
細
織
に
止
ま
ら
な
か
つ
：た
事
を
知
る
の
で
あ
る
。
即 

ち
そ
れ
は
、
共
疲
村
落
に
於
け
る
ま

も

r

ょ
ね4

<」

き 

:

な
规
模
の
上
に
相
互
找
助
ビ
相
互
持
e
の
爲
め
の
、

.滑
費
t
生
産
ご
の
®
:め
の
> 
さ
ぅ
，じ
て
又
全
脑
會
生
活 

»■

辕

十

六

餘

.

(

六
七
九
.

〕

：
雜

.錄

,

.や
牛
力
.ア
.ム
®1?

の
た
め
の
緊
密
な
M
結
を
組
織
し
て
、
し
か
も
同
時
じ 

.人
々
の
上
に
國
家
の
.，梗

檢

を

課

す

る

事

な

し

に

> 

.藝

術 

や
、
手
工
や
、
科
學
や
"
，商
業
な
，

W

に
於
け
る
«
人
の
各 

™
圓
體
と
政
治
幽
體W

の
創
造
的
矢
禁
に
十
分
な
表
現
の
：
 

^
自
れ
を
風
ょ
へ
ぅ
.

V
J

す

る

企

て

：
か
.
あ
つ
.た」

0
.

(
ク.11..
ポ
：：
 
j ::

ト
キ
シ
著
大
杉
榮
譯
相
互
挟
助
論
ニ
六
三
I 
ニ
六
四)

1 

一
中
世
和
市
所
ぐ
の
如
ぐ
に
胸
す
る
ク？！

ポ
ト
キ
シ
の
，
 

I

態
度
は
ま
た
モ
ジ
ス
の
態
庶
で
あ
つ
た 

'

(

ク
ロ
ポ
ト
キ
：
 

ン
の「

相
互
找
助
論」

に
お
け
る
ゆ
世
紀
論
ビ
ジ
ス
の 

觀
方
ぶ
が
類
似
し
て
ゐ
る
こ
ご
は
、
以
上
の
引
用
並
に
：
 

以
下
の
モ
ジ
ス
の
所
論
に
照
し
て
明
か
で
あ
る
◊

あ
ジ 

A

の
中
世
紀
觀
は
ラ
ス
キ
ン
の
研
究
に
ょ
ウ
て
形
成
さ 

れ
た
こ
ご
は
®
々
他
の
機
會
：に
お
い
て
論
じ
た
。
中
世 

箱
觀
の
發
表
に
就
い
て
は
、
茂
ジ
ス
，の
カ
か
ク51

ポ
ト 

キ
シ
ょ
力
は
少
し
早
い
や
ぅ
で
あ
る
。
即
ち
バ
ッ
ク
ス 

:

t

の
共
著「

徹
會
主
義」

，は
千
八f

S

九
十
三
年
の
，刊
行 

で
あ
る
。.
然
る
に
ク
ポ
ト
キ
ン
の
稍
互
找
助
論
が
旧 

ス
の
觀
た
る
中
世
經
簿
オ
：、ホ 

热

五

號

.

九
九



■

:
第

十

六

翁

(

六<
0

ツ

離
：：

錄
し
ゥ
率
リ
ア
ム

々
め
論
文
ど
し
て
雜
誌「

第
十
九
世
紀」

に
發
表
さ
れ 

た
の
は
千
A
百
九
十
ギ
九
力
か
ら
千
八
百
九4

-

六
年
六
、
 

‘EI;

ま
で
の
間
で
あ
：を
。
さ
う

レ

て「

中

世

都

市

：の

相

互 

扶
助

」

は
千
八
商
九
十
八
月
、九
月
の
兩
月
雜
で
あ 

る
。

(

大
杉
‘榮
譯
"
相
互
扶
助
論1

七
頁)

を
リ
ス
は
無 

政
§
、
王

義

に

は

反

働

し

た

：が

、
，，，
，
ク
：

ポ

ト

キ

ン

の

社

會 

思
想V

は
類
似
の
點
が
多
い
。
兩
者
間
に
個
人
的
交
涉 

は
な
か
つ
た
や
う
だ
が
、
兩
者
の
思
想
の
比
較
斜
照
は 

甚
だ
面
，！1
1
^
^
1

.う
で
あ
る
。
他
日
：機
會
を
得
て
こ
の
こ
£ 

を
爲
し
得
れ
ば
、
自
分
の
幸
福W

思
ふ

。)

'

.

モ
>
 K

は

自

ら「

不
適
當
な
時
に
生
れ
た」

，>

稱
じ
. 

て
：近
代
、

H
i

義
紫
を
以
て
、
任
じ
：な
い
殺
.、j'V

れ
睡
中
世 

紀
の
好
愛
者
で
あ
ジ
た
。
け
れ
ダ
ホ
ジ
ス
は
ジ
ョ
ン
•
ラ 

ス
キ
ン
の
や
う
に
保
守
的
ゆ
世
主
義
者
を
以
て
任
じ
た 

の
で
は
な
い
。
彼
は
藝
術
の
傳
統
ざ
社
會
生
活
の
精
神 

を
を
過
去
に
求
め
た
。
こ
の
中
世
紀
に
お
け
る
藝
術
の 

偶
統
I
V
®會
注
洒
の
精
#

か
ら
，出
發
し
て
、
彼
は
新
社

ス
の
觀
た
る
中
世
悠
海
牛
得
：：
：
，，

坑

五

號

1
0
0
'

會
制
度
.の
理
想——

共
淹
主
義
の
理
想
に
到
*
し
れ
の
•

'

で
あ
る
。
故
に
ラ
ジ
ス
に
お
け
る
中
世
紀
觀
は
彼
の
社 

會
思
想
を
形
成
す
る
上
に
あ
い
て
甚
だ
®

で
あ
つ
た
，
 

V
J

云
は
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

一
モ
ジ
ス
の
中
世
紀
觀
は
、
彼
の
友
人
で
社
會
生
義
者
，

 

一
で
あ
る
パ\

ブ
ォ

I
ト
ッ
ク
ス

j
o

モ
ジ
ス
を
が
、
社 

ベ
喻
の
發
達
ど
社
會
主
義
ご
の
關
係
を
服
史
的
に
論
述
レ 

た

「

社
會
主
義
。
そ
の
發
遂
ざ
成
嚴」

(sodalism, 

its 

G
r
o
w
t
h

 

and 

outcoine. 

b
y

 

W
i
l
H
a

 

M^orHS 

and E.

一，

:

:■ 

:
: :■
 

,
 

'
 I,; 
!

Belfort Bax, 

1
8
9
3
)

に
お
い
て
最
も
机
織
的S

'

も
の 

,
を
發
見
し
得
る。：0

」

め
醫
が
*
の
意
味
に
ぉ
い
て
共
著 

な
る
こ
で」

ば
、
そ
の
序
文
に
お
い
て
雨
者
の
明
言
す
る

ぐ
 

.

, 

f
-
.
,
: 

‘ 

'

とN?
ろ
で
あ
る
。し
こ
れ
に
配
す
る
に
千
八
I
W九
十
ギ
十 

1

月「
タ
ィ
ム
し
に
表
は
れ
な
二
論「

第
十
四
世
紀
に 

け

る

® 
術

ご

産

業

 J 

A
r
t

 

a
n
d

 

Industry 

in 
I
 the 

Fourteenth 

C
e
n
t
u
r
y

 
I’n

 

Lectures 

o
n

 

A
r
t

 

w
n
d

 

Industry
、
.rolle

力te.

仏.
w
o
r
k
s
,

 'VOI 

2
2
. 

o
p
.

.3
7
.5
. 

-

を

以

て

す

る

な

ら

ぱ

、

そ

の

大

體

を

知

る

こ

、

>0

を

得

る 

で

ぁ

ら

ぅ

0 

,

.
1

1

.
 

\ 

,

..

.ソ

キ
リK

は

、
他

の

多

く

の

社

會

思

想

家

の

如

-
^
、

古 

代I?

蠻
時
代
の
社
會
狀
態
が
氏
族
等
の
血
族
關
係
の
®

:
一
 

暇
に
そ
の
®
礎
を
® 
く
共
廣
社
會
で
ぁCV

た
こ〜

ふ
認
ー 

め
る
。
さ
ぅ
し
て
社
會
の
進
族
ビ
社
會
圓
體
間
の
：爭
鬪
一 

の
必
然
的
結
梁
ご
し
て
、
奴
織
が
發
生
し
れ
。-
即
ち
征
一 

服
者
が
被
征
服
#
の

生

命

.
^
肋

け

る

代

償

を

し

て

被

征 

服

者
1
征̂

服

者の
.奴

織VJ

な

つ

た

，こ

ぶ

で

ぁ

る

I
:

そ
の 

t

ル
ニ
の
原
因
は
爭
鬪
に
お
け
る
捕
腐
が
刺
殺
せ
ら
れ
す
：
‘
 

し
て
"
生
.廣
的
勞
働
R
使
用
さ
れ
.た
で
あ
る
。
，こ

/ 

の一
1

つ
の
原
因
か
ら
所
謂
動
産
奴
！I Chattel 

Sla
v
e

な 

る
も
の
が
發
生
し
> 
こ
.れ
：

族
朗
®
ゆ
主
择
に
ょ
つ
一 

V>

所
有
せ
ら
れ
る
こ
ビ
s 
^

つ
，
た

"

社

會

务

資

間

じ

あ
 

け
る
權
力
の
衡
平
は
漸
く
破
ぶ
6
る
る
に
辛
¥
:
>
原

始

她
會
，の
原
則
.で
ぁ
つ
た
平
和
財
産
め
共
府
は
破
壊
せ

,

.

.

-

.
■
;
. 

.

.

.

域

1
ハ

盤

，

雜
錄
ふ
キ

.

.
，

ア

ム

e

モ

カ

ら

み

に

}つ
た
。
か
ぐ
て
律
沛
限
度
，以
上
の
赏
の
發
生 

は
"
そ
の
分
配
の
不
平
均
ビ
共
に
職
級
的
社
會
を
形
成 

す
る
ま
で
に
及
ん
だ
の
で
あ
るo

r
s
o
c
i
a
n
s
m
.

 
chap.I, 

K
e
r
r

 

ed.)

原
始
野
蠻
時
代
か
ら
古
代
文
明
時
代
へ
推
称
し
た
解 

會
の
狀
態
は
こ
の
階
厳
的
社
僻
の
發
生
し
た
き
で
あ 

f

つ
た
。
：古
代
文
明
は
都
市
生
®
の
形
態
を
以
て
表
は
れ 

,:

た

。
都

市

は

共

同

生

活

の

單

位

，で

あ

.
^
、
崇

拜

の

中

心 

^
地
で
あ
ゥ4::̂

。

都
市
を
圓
繞
ず
る
士
地
は
段
族
：

H

に
對 

I

す
る
食
糧
の
供
給
所
で
あ
つ
ね
。
彼
等
の
社
會
的
並
に
：

一
宗
敎
的
殿
堂
は
都
市
內
じ
，あ
つ
れ
。
さ
ぅ
し
て
都
市
の 

I

社
會
生
®
は
を
の
漸
次
の
發
壊
に
ょ
つ
て
"
奮
時
の
闇 

.

の
獨
立
を
破
壊
し
、
を

の
M
體
員
問
の
純
個
人
的
關 

，係
を
死
減
せ
し
め
る
.こ

ど

に

ょ

つ

て

、

政

治

的

律

、活

を 

樹
立
し
た
。

こ
の
變
化
'
共̂
R

S
に

带

鬪

し

つ

、
あ

る

諸

柯

族

r
a 

へ
に
お
け
る
平
和
の
確
立
に
從
ゥ
て
儉
々
ビ
し
て
市
場
の 

ス
.の

觀

た

；
る

中

世

雑

资

生

括

 

镇

五

號

1
P

!

,



踢

傅

十

ハ

怨(

六
八！1

)

雜

錄

ゥ

牛
，.

ア
ム
?

敬
邀
が
起
レ
來
ゥ
た
の
で
あ
る
r
か
く
て
市
場
は
都
市 

の
：市
民
ざ
の
保
諫
の
：下
に
ぼ
則
的
な
確
定
的
の
制 

度

ね

：る

に

至

ね

、

都

.市

の

權

カ

並

に

重

駆

を

墙

加

せ

し 

む

る

主

要

な

る

要

素

た

る

:：

さ
：ぅ
じ
て
，̂ J 

の
市
場
の
發
雄
か
ら
起
づ
た
諧
地
方
間
の
交
通
は
諧
那 

布
間
の
聯
®
を
作
ら
し
み
か
に
至
つ
た
。
交
通
の
發 

達
は
益
々
励
ま
奴
鎌
の
數
を
播
加
じ
、' 1

切
の
産
業 

的
勞
働
は
奴
織
の
手
に
ょ
つ
て
行
は
る
る
に
至
つ
て 

1

氏
族
の
自
ホ
.民

中

で

、
-
富

を

薪

積

し

な

も

の

か

ら

成

：

 

る
新
し
い
貴
族
を
敬
生
せ
レ
め
？
金
*
主
義
は
：漸
く
請 

社
會
制
度
を
支
配
し
、
ず
ベ
て
の
政
治
的
並
じ
社
會
的 

權
利
は
を
の
联
純
な
る
形
態
に
お
い
て
消
減
し
、
0
^
: 

斯
衝
梢
に
す
る
附
隨
物
と
し
て
.現
は
れ
.る
-こ

ざ

な
..
 

つ
た
の
で
あ
る
"
か
く
の
如
き
經
過
が
、
チ
グ
ソ
ス
>

ユ
I 

,フ

ラ

’
ッ
のg

流
域
、
ナ
ィ
.
^
-河
‘畔
、
揚
子
江 

沿
岸
、M
並
に
ダ
ン
デ
ス
河
の
流
れ
に
沿
ふ
て
，發
生
し
て 

文
明
の
f
t會
：

T

巧
容
で
あ
つ
た
。(

s
o
d
a
H
s
n
v

 c
h
a
D
.

ス
の
觀
た
る
中
世
經
潜
生
活 

箱
}?:

號

1
0 
ニ

3

r

ホ
世
紀
は
こ
の
文
明
の
崩
*

し
て
か
ら
後
に
發
生
し 

セ
時
代
で
あ
る
。
然
る
R
世
の
/
一
 

部
の
史
家
は
古
代
都 

市
文
明
を
以
て
直
ち
に
近
代
生
活
の
雨
親
で
あ
るV

主 

一
，
張

し

、

さ
.ぅ

し

て

古

代

並

に

近

代

の

間

に

狭

ま

つ

た

卞 

一
：世
紀
な
る
時
代
は
單
に
®
亂
め
時
代
に
過
ぎ
な
い
ビ
云 

一
ふ
。
然
る
に
，I

の
所
謂「

泥
亂
の
時
代」

は
そ
れ
自
ら
の 

一
，秩
序
を
持
ゥ
て
ゐ
た
。
そ
は
原
始
的
；

S

會
か
ら
近
代
的 

^
社
會
へ
の
進
化
の
道
程
に
あ
け
る
：必
然
的
過
描
で
あ
る 

ビ
認
め
ら
る
る
に
つ
た
。

(socialism, 

p. 

4̂
3)

け
れ 

ご
も
中
世
船
が
如
何
に
し
て
古
代
か
ら
條
達
し
、
そ
の 

社
會
狀
態
如
何
さK

ふ
こ
：
ざ

を

説

明

す

る

前

に

パ

1

應 

中
：世
紀
に
關
す
る
糊
々
の
誤
解
：に
就
い
て
モ
ク
の
說 

を
.

5S,

く
.こ
と
は
モ
リ
.ス
の
中
此
紀
觀
を
簡
明
す
，る
.上
に 

お
い
て
極
め
て
必
要
の
こ
を
ご
信
す
る
。

:

三

'
 

.

プ

ル

ジ

ヨ 

的

服

史

家

'は

现

代

の

讚

美

に

忙

し

く

、

現
代
の
‘平
和
ご
跌
库
ど
繁
榮
さ
の
讚
美
を
カ
說
す
る
め 

餘
み
：中
世
紀
を
以
ャ
單
に
劫
惊
ご
混f

i

の
時
代
で
あ
る 

す
じ
て
ゐ
る
。
勿
論
中
世
紀
；
於
い
て
は
>
:
他
め
諧
時 

か
に
：お
け
る
や
う
に
組
微
荒
凉
た
：る
：i

面
が
存
在
し
：

I 

た
、
け
れ
ご
も
中
世
紀
に
は
眞
の
生
命V

J

進
步
が
ぞ

1

 

の

間

に

蒋

し

た

の

で

あ

る

。

吾

*
^
は

♦
と

、
に
中
世
紀 

の
美
し
い
一
面
を
觀
過
し
、
さ
う
し
て
を
の
組
野
荒
涼 

な
る
：
一
面
に
ウビ
て
、
そ
の
性
質
を
研
梵
レ
て
見
ね
い 

ビ
思
ふ
。 

.

.

中
世
紀
に
於
る
生
活
の
‘不
如
意
に
關
し
て
ば
：r:

主

ご

\ 

し
て
ニ1

◊
の
原
因
が
あ
るV
J

思
は
れ
る
。
そ
の
第
一
が 

生
活
の
飢
野
ビ
物
質
的
‘享
樂
の
缺
乏
で
あ
る"

を

の

館

\

 

ニ
‘は
：生
括
に
お
け
る
强
職
を
暴
行
ど
で
み
る
6
;
:
そ

の

第

ン
 

S
は
無
智
ぶ
迷
信
ご
ぐ
あ
る
。
：s

n

の

生

活

の

組

野

I
 

云
ふ
事
に
關
し
て
は
吾
々
は
次
の
ゃ
う
に
考
ー
へ
る
事
が
，
 

出
来
.る

。
吾

々

は

吾

々

：が
.

以
前
に
持
ウ
て
ゐ
な5

:

享
樂
"

'
 

も

し

は

者

へ

る

こ

£

ら
出
來
，な

い

や

う

な

享

樂

の

缺

'

レ 

'第
十K

夢
.：

(

六o
u

r
.

離

-
/
:ま
；：

々
キ
リ
ア
ム
i

:リ
；

<；

乏
に
困
難
す
る
こ
と
が
な
い
。
例
へ
ぱ
现
代
に
お
い
て 

吾
々
は
飛
行
す
る
こ
*
^
が

翁

行

が

車

に

乘

る

ょ

/
^
は

儉 

.快
の
こ
^
だ̂
ら
う
ビ
考
へ
る
こ
る
が
出
來
る
。
け
れ
ご 

も
吾
々
が
飛
行
I
得
な
い
ざ
云
ふ
事
賞
は
吾
々
を
不
幸 

:

た

ら

じ

め

な

い

。
，
人

間

の

感

覺

は

容

易

に

.そ

の

環

境

に 

應
化
し
て
、
沙
し
位
の
不
便
は
£

れ
を
不
可
避
を
考
/ 

る
人
♦
に
ど
つ
て
は
威
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の 

S
の
譲
論
は
、
そ
の
不
：如
意
が
、
こ
れ
を
負
擔
す
る
人

 々

:

の
墮
落
ご
な
ら
な
い
場<

n

に
お
い
て
云
ひ
得
る
"
然
る 

に
域
な
る
生
活
の
外
形
的
粗
野
は
墮
格
ご
は
な
り
得
な 

い
の
で
あ
る
。
ま
た
次
の
や
ぅ
な
こ

ビ

も

云

ひ
得
る
。即

 

，

ち

現
代
人
が
何
等
の
维
傲
な
く
し
て
、
、

中

世

的
狀
態
に 

.置
か
る
る
こ
ざ
は
、
甚
だ
し
い
脅
威
で
あ
ら
う
。
と
れ 

I
k同
樣
に
ゅ
世
紀
の
人
々
が
、
現
代J

1

ン
ド
ン
人
のr

享 

樂」

を
樂
レ
む
こ
ざ
は
、
ょ
く
爲
し
得
な
い
で
あ
ら
う
。
 

ま
た
例
べ
中
世
紀
に
.比
較
し
て
> 
現
代
文
明
が
優
秀
な 

も
の
だ
ビ
假
定
し
て
も
、
そ
の
優
秀
な
文
明
は
現
代
人 

の
ろ
中
世
雜
，t
庄
⑧

第
玉
號
.

1
0
3



' 

へ

餘

〈

六
八s

o

維

-
0

サ
キ
"
ァ
ム

の
す
ベ
て
に
ょ
っ
て
享
樂
さ
れ
て
は
ゐ
な
，い
。
現
代
の 

不
熟
練
勞
働
き
の
全
部
は
そ
の
衣
服
に
お
い
て
、

の 

往
宅
に
お
い
て
、
を
の
食
物
に
お
い
て
、
遙
か
に
中
世 

紀

の

同

樣

な

階

級

の

享

樂

レ

て

ゐ

た

も

の

，に

劣

っ

て

ゐ 

る
。.
こ
の
こ
ど
は
現
代
文
明
の
讚
美
者
に
.對
す
るj

大 

，

抓
力
ら
さ
る
を
得
な
，.い
.：。

,

次
に
中
W
紀
じ
お
け
る
無
翻
乂
迷
信
ビ
を
觀
察
す 

,
る「

0
冲

世

紀

に

お

け

る

，無

智

は

主

ご

し

て

彼

等

の

：宇

审
 

觀

の

素

.僕

な 

>」

ご

を

，意

，味

す

る

。

彼

等

の

無

智

は

自

ら 

撰

撑

し

た

無

知

3

で

は

な

い

。
.
，ホ

世

紀

に

お

い

て

は

熟

心 

な
智
識
の
追
が
あ
っ
タ
0,
 

i
た
吾
に
對
し
て
は
迷 

，信
で
あ
る

.も

の
も
、彼
等
に
對
し
て
は
科
學
で
あ
っ
た
0 

‘そ
れ
は
恰
度
物
質
の
性
®
に
開
す
る
現
代
の
科
學
的
說 

明
が
、，
科
學
の
進
步
に
従
ク
て
不
充
分
な
も
の
ご
な
ゥ 

て
：來

る

の

同

じ

過

将

に

過

ざ

な

い

。

ア
レ
；キ
サ
ン
ド 

リ
‘ァ
め
天
文
學
者Claudius 

P
t
o
l
e
m
y

の
天
動
學
説
は 

當
時
の
人
心
に
滿
足
を
與
ペU

ゐ
た
。
然
る
に
コ
タ

ケ
、).

ネ
の
‘觀
た
る
中
世
i

生
，漆 

德
冗
..號

.モ
ク
ス
の
地
動
說
は
こ
れ
を
打
破
し
た
で
あ
る
。

こ 

れ
を
以
て
直
ち
に
、
，n

ぺ
ダ

チ
カ
ス
の
地
動
説
を
完
全 

無
缺
だ
ビ
云
ひ
得
る
だ
ら
ぅ
か
。
筋
三
に
暴
行
と
K
船 

.
ご
の
問
®
が
あ
る
、中
世
紀
に
み
け
る
貧
窮
の
問
題
は
、

,
半
ぱ
當
時
に
お
け
る
暴
行
の
存
狂
の
結
嚴
で
あ
り
半
ば 

自
然
の
資
源
の
利
用
の
充
分
セ
な
い
こ
ビ
に
ょ
つ
て
ゐ
ー 

:

る
：

け
れ
ど
も
當
時
の
.貧

網

は1

時
的
の
も
の
で
あ
ウ 

て
"
現
在
の
貧
腐
の
や
ぅ
に
、
資
本
主
義
制
度
に
必
然
的 

に
附
随
し
て
ゐ
る
も
の
，で
は
な
い
。
館
十
九
世
紀
の
プ 

:

ル：

ジ

g
ヮ

階

級

は

中

世

，紀

の

貧

窮

ビ

惊

缴

昔

痛

ど

に
 

.驚

く

。

け

れ

ご

も

彼

等

は

现

存

の

貧

廣

^
^
^
掠

瓶

ど

苹

师 

:
ぶ
を
親
ら
經
驗
し
な
い
許
6

で
あ
る
。
プ
口
レ
タ
ジ
ア 

階
激
の
み
こ
れ
ら
め
資
擔
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
。
ぼ
が
も 

有
淹
階
級
の
富
桃
な
る
生
照
を
の
服
前
に
見
な
が
ら
，，
 

,i:

ホ
ん
で
ゐ
る
。
然
る
に
中
世
紀
に
あ
つ
て
は
貧
船
ざ
苦 

痛
を
を
受
く
ろ
もの

！： d

、
，一
貴
賤
上
卞
の
席
別
が
存
じ
な
一 

か

つ

た(

寄

觀

戰

.争

の

中

に

叫

ぱ

れ

た

こ

と

は

「

^

生

を

打

て

、
.
ホ
、民

を

救

<
1̂
を

}
ふ̂

轉

で

：あ

：<
た̂

。

中
世
紀
の
人
々
は
現
ぜ
の
人
々
に
比
較
し
て
、
尙

1, 

つ
の
精
#
的
安
心
が
あ
つ
た
"
彼
等
は
現
代
人
殺
W
經 

質
で
は
な
か
つ
た
。
從
つ
て
彼
等
は
現
代
人
糖
の
苦
痛 

を
威
'じ
な
く
て
濟
ん
だ
.の
で
；

Q

る
’、
そ
れ
の
み
で
は
な
/一
 

い
？
中
世
紀
の
人
々
は
深
い
信
仰
が
あ
づ
た
。
k

は
彼
.
 

等

：に
對
し
て

、

彼
等
の
生
命
の
，

一
時
的
中
斷
に
逾
ぎ
な 

か
つ
た
め
で
あ
る
。
，か
ぐ
彼
は
生
命
の
永
遠
性
を
信
す
，
 

る
；

M

ビ
に
ょ

つ

て
安
心
ビ
慰

.安
ざ

を

得

れ

の

で

あ
つ 

た
。
，，；

：，：.
 .，

：
，.f

一：

.

.
:

要
す
；̂

中

世

紀

に

お

け

：る

貧

窮

の

：

存
狂
は
事
.
®で
あ
，
 

る
が
、
を
の
本
®
は
現
代
の
そ
れ
を
異
つ
て
ゐ
な
。
換 

言

ず

：れ

ぱ

中

世

S

は
.民
衆
®
術
の
'時
代
で
あ
つ
た
。
時 

，代
の
生
®

は

如

何

や

ぅ

：
も

あ

れ

"
，
彼

等

は

多

く

の

美 

そ
の
も
の
を
作
つ
た
。
然
ら
ぱ
民
衆
*
術
の
時
代
で
あ 

る
中
世
紀
は
如
何
に
發
達
し
"

^
vの
社
營
的
生
活
は
ご 

ぅ
で
あ

，ウ

だ
.か
。(

本
項
は
前
0 

S
o
d
a
H
s
m
;

 

c
h
a
p
,

 V
,

势

十

六

卷

(

六r：-；

五)

0

錄

.

.や
ネ
リ
ア
ム
®

The 

Rdugh. side, of .^Middle. 

.
,
A
^
e
の 

63 
I 6q

め
大
要 X
、

,

‘

四

：
：;

:

古
代
の
®
會
生
®
か
ら
中
世
の
社
會
生S

5
に
推
称
す
，
 

る
力
め
に
は
、
ニ
つ
め
要
素
が
必
要
で
あ
‘ウ
た
。
そ
の
筋 

ベ1

の
要
素
は
*
時
の
組
織
の
內
部
的
崩
*
で
あ
る
リ
そ 

:のI
I

は
純
料
な
原
始
的
野
蠻
的
制
度
の
發
達
で
あ
る
。 

こ
れ
ビ
共
に
倫
理
的
並
に
宗
敎
的
狀
態
も
變
化
し
、
新 

じ

い

偷

理

ビ

宗

敎

ご

が

中

世

躯

の

精

跡

を

形

成

-
-
、

更 

ら
に
新
し
い
藝
術
を
生
む
に
至
つ
た
の
で
あ
り
た
。

;

經
濟
的
方
面
か
ら
觀
察
す
るV

、
.

先
づ
生
氣
に
お
け 

る
勞
働
狀
態
の
變
化
で
あ
ろ
。
即
ち
動
衆
奴
織
を
基
礎 

ご
し
て
ゐ
た
古
代
.の

生

産

は

：中

世

に

至

.
ウ

て

雜

農

を

基 

礎
ご
す
る
生
產
組
織
に
称
つ
た
.。
古
代
に
お
け
る
農
業 

は
そ
の
産
業
中
の
生
要
な
も
の
で
あ
る
が
"
そ
れ
は
全 

然
動
産
奴
鎌
の
勞
働
に
ょ
つ
て
行
は
れ
て
ゐ
た
。&

1 

，
マ

帝

國

の

®時
に
お
い
て
は
、
t

の
細
織
で
何
等
の
障

ス
‘の
觀
た
る
中
世
踏
濟
生
括
ふ

.

.

/

:免

五

跋

1
0
五



曙

.

第
十
六
‘盤

G

ハ
八4

0

雑

0 

*
キ
"
ア
ム
4 

ス

察
な
ズ
進
ん
で
行
く
こ
*
が̂
出
.來
た
‘。
，
け

れ

.
ど

も

帝

國

,

の
國
®
が
次
筋
に
縮
小
せ
ら
れ
、
戰
亂
が
を
の
中
*
部 

に
知
い
て
行
は
れ
，
さ
う
し
て
殘
忍
酣
薄
な
お
僚
式
徵 

税
法
は
：ざ

の

資

源

を

，枯

洞

せ
U
め

、そ

の

市

場

を

衰

微

，
 

.せ
し
；め
、
人

口

を

減

少

し

た

。
か

く

し

て

動

産

奴

鎌

の

基

™ 

礎
は
破
壤
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
繁
榮
も
衰
微： 

も
ァ
戰
银
も
平
和
も
善
良
な
®
王
-
暴̂
虐
な
國
王
も
こ：\ 

の
ロ 

I

マ
の
衰
亡
を
救
.ふ
i
ざ
は
出
取
な
か
ウ
た
。

た\ 

黄
の
貧
者
の
生
活
に
對
ず
る
贵
任
威
の
み
よ
く
，ブI 

の

こ

を
を
爲
し
得
め
で
あ
ら
う
。
然
ら
ぱ
當
時
の
貴
®
 

階
級
は
何
事
を
爲
し
た
か
：。

ロ 
I

マ
人
の
大
商
業
的
資 

産
で
あ
るr

ラ
チ
ス

ン

、デ；

7

ャ」
H
a
t
i
e
u
d
i
a

は

、
嘗

て

|

 

血
族
旧
體
若
し
く
は
家
長
的
家
族
め
掌
中
に
あ
：ウ
だ農

：：i

 

業
，

V

併
存
し
れ
。
然
る
に
今
や
？
古
代
の
世
界
的
市
場 

の
崩
壊
に
よ
り
て
、
組
織
的
奴
鎌
の
使
用
じ
よ
る
i
地

：
'

,
の

耕

作

：は
.

何
等
の
利
潤
を
：激
さ
ざ
る
：じ
至
つ
た
。
奴
織 

所
有
者
の
爲
す
ベ
き，>」

.ぶ
は
r

奴
謙
の
生
存
に
關
す
る

の
觀
た
る
中
世
經
满
化
.活

‘
 

‘

，
第

五

號

1
0

六 

貴

か

ら

解

除

せ

ら

る

る

-〕

ご

で

あ

つ

た

。

さ

，フ

し

て

.
 

奴
鎌
を
し
て
、
半
ぱ
獨
立
の
農
民V

し
て
土
地
所
有
ボ 

に
實
物
並
に
勢
働
に
ょ
っ
て
地
代
を
納
入
せ
し
め
，
0 

放
的
な
非
組
織
的
な
方
法
じ
ょ
っ
て
土
地
を
耕
作
す
る 

こ
タ
を
許
す
こ
^
0で
あ
ウ
た
"
こ
れ
が
古
代
の
奴
綠
か 

ら
中
世
め
雜
農
へ
の
道
程
で
あ
る
"
こ
れ
^
0同
じ
や
ラ 

な
道
稀
を
収
っ
て
進
ん
だ
も
の
は 

> 

.家

庭

用

の

奴

諫

ビ 

手
工
に
從
事
す
る
も
の
ざ
で
あ
つ
れ
。

中
世
紀
の
新
社
會
制
度
じ
對
す
る
密
一
の
要
素
は
、：
 

^
^
.
|
,
マ
：帝

國

の

末

期

1
^
帘

國 

<：

侵

人

し

来

っ

た

野

蠻

民 

-
族
で
ぁ
も
。
彼
等
は
古
代
の
思
想
ご
ま
惯
を
異
るS
：

容 

の
を
れ
ら
を
持
ウ
て
ゐ
れ
許
ヶ
で
に
な
ぐ
"
彼
等
の
暂 

慣
を
思
想
ぶ
は
、
グC
の
本
質
に
あ
い
て
異
ウ
て
ゐ
た
。 

彼
等
を
雖
も
、
動
産
奴
織
を
所
海
し
て
ゐ
な
。
け
れ
ど 

，も

そ

の

狀

態

は

初

期

の

，
ね
I

,

マ
の
農
場
主
の
家
庭
的
奴 

綠

よ
.
.

よ
い
：狀

態

に

あ

つ

ね

。

彼

等

は

®

 々

主
人
の
勞
役
に
服
し
て
は
ゐ
た
が
解
放
さ
れ
ね
人
で
あ

ウ
た
。
こ
の
保
護
の
代
償
ご
レ
て
勞
役
を
提
供
す
る
こ
，
 

V
:

は
.，嘗
て{! 

I
マ
み
思
.想
：で

は

あ

.

ジ
れ
が
、
.今

尙

は

野

.
： 

蠻
的
種
族
の
生
活
の
主
要
な
部
分
で
、
彼
等
は
こ
れ
を 

古
め
社
會
の
廢
虛
上
じ
徐
々
し
て
起
ら
ぅ
と
し
て
ゐ 

る
社
會
に
輸
入
し
れ
の
で
あ
つ
た
。
：

こ
れ
ら
め
經
濟
的
變
化
.と
共
に
> 
倫
理
的
並
に
宗
敎 

的

狀

態

が

變

化

し

て

来

，な
。

都

市

組

織

の

®

解

は 

> 

都 

市
崇
拜
の
社
會
的
宗
敎
を
亡
ぱ
し
た
。
.さ
ぅ
し
て
古
代 

民
族
の
：I組
先
崇
拜
を
自
然
物
崇
拜
め
宗
敎
は
あ
る
形
態 

に
お
い
て
殘
存
し
て
ゐ
た
が
、
，そ
の
宗
敎
的
特
®
が
、
-
 

失
は
れ
れ
の
で
あ
つ
れ
。
こ
の
人
心
め
空
虛
を
充
た
す 

た
め
じ
"I

つ
の
新
し
い
宗
敎
が
起
：

0

た
。
こ
の
人
心
の 

空
虛

を

，
充
た
す
必
要
0
:ね
め
に

起

，
つ
た
宗
敎
は
個
人
的 

S
彩
の
強
い
も
の
で
あ
9
た
。：
そ
は
個
性
を
以
て
、
あ 

.
る

起

自

然

的

の

も

の

で

、
：，宇

®

最

高

の

超

自

然

力

ぶ

科
 

秘
的
■
係
を
有
す
る
，」

タ
を
>
說̂
レ
た
."：か
く
て
そ
は 

心
靈
純
の
宗
敎
を
樹
立
し
た
？
こ
の
個
人
的
祭
敎
は

第
十
ム
®
 

U

ハ
八七

〉：：

雄

ぺ

錄

タ

キ

.

.ア
ム
•
で

神
秘
的
の
形
態
を
採
つ
て
表
は
れ
力
。
そ
は
®
先
崇
拜
，
 

ま
は
自
然
的
崇
拜
か
ら

®
つ
た
も
の
も
あ
る
が
、
今 

や
全
く
新
し
ぐ
應
用
せ
ら
れ
、
死
後
の
靈
の
狀
態
に
關 

一
す
る
說
を
靈
が
窮
極
に
お
い
'てS

,’

じ
一
政
す
る
云
ふ 

ー
說V

J

に
あ
い
て
表
徵
さ
れ
て
，ゐ
る
。
，
.J

の
宗
敎
的
精
神 

一
が
基
營
敎
じ
進
展
も
來
る
ご
、：

を
の
異
敎
的
部
分
で
あ 

一

V

る
排
他
的
精
®
を
除
去
し
"
さ
ラ
し
て
廣
く
そ
の
精
神
，
 

，
を

民

衆

の

間

k廣
め
力
。
げ
れ
ど
も
基
督
敎
も
ま
た
後 

に
至
ウ
て
藥
な
ろ
生
活
に
そ
の
身
を
献
げ
る
者
ど
こ
の 

::

世
k

あ
つ
て
、
世
俗
的
生
活
.
送̂
る
も
のW

の
間
に
差 

別
を
立
て
る.i

ど
に
ょ
つ
て
> 

一
廣
退
け
た
徘
他
的
精 

一
：鯽
を
復
興
せ
し
め
た
の
で
あ
る
か
く
て
排
他
的
宗
敎
で 

な
か
つ
れ
基
督
敎
はJ

般
的
の
信
認
を
博
し
た
こ
れ
に 

"は
經
濟
的
原
因
の
な
か
ゥ
れ
譯
で
は
な
い
。
奢
侈
を
攻 

擊
す
る

)
J V

J

を
職
業
ヒ
し
れ
人
々
の
手
に
菩
積
せ
ら

れ 

た
富
は
、
多
く
演
者
め
生
活
維
持
に
投
也
ら
れ
て
多
大 

:

のi

耳
傳
的
效
果
を
收
め
.た
の
で
あ
ク
れ
原
始
的
基
督
敎

-メ

の

湖

；
^
る

中

世

輕

濟

生

活

レ

 

筑

五

纖

1
0
七



m

第
十
六
卷
、

(

六
べt

o
:

維

：錄

牛

"
ァ
ム
5

リ 

の
勝
.利
は
か
く
て
確
保
さ
れ
来
つ
力
の
で
あ
る
。

.
講

觀

の

厥

愈

的

發

化

..は

敷

抓

は

お

.け

る

變

化

を

生

ん 

だ
。
希
臉
諸
民
族
の
古
代
藝
術
は
表
現
的
、自
然
的
、裝
.

飾
的
で
あ
つ
れ
。
希
K
民
族
の
加
き
多
能
多
®
の
民
族V

 

の
問
に
あ
つ
て
は
、
燕
術
は
行
さ
得
る
稀
懷
迄
完
全
にI 

達
し
た
；；
彼
等
の
®
烈
な
論M

的
の
感
覺
は
必
然
的
に 

完
全
性
に
お
け
る一

定
の
限5

^

を

發

見

し

、

こ

の

，限

界

,
 

以

上

に

進

む

こ

V

を

敢

え

て

し

な

か

；つ

た

。

け
れ
ダ
し
も 

民
族
の
廢
類
ご
共
に
、
強
烈
な
精
神
的
勢
力
は
消
磨
し
.j

 

«
術
は
形
式
に
捕
は
れ
て
、
そ
の
精
W
を
沒
却
し
、
か 

く
て
進
督
激
典
腊
以
前
に
お
い
て
滅
亡
す
る
に
至
つ 

れ
こ
の
廢
虛
の
上
に
新
®
術
は
與
さ
れ
た
。
そ
れ
は 

疑
ひ
も
な
ぐ
東
方
ど
の
交
通
の
影
®
を
受
け
ャ
ゐ
る
。\

 

^
れ̂
は
ユ
ス
チ
こ
ャ
ン
皇
帝
に
ょ
ウ
て
コ
ン
ス
ク
シ
チ

‘

ノ

グ
ル
に
建

立

さ

れ

た

謝

ッ

U
ィ

ャ

の

寺

院

に

そ

の

代
，
 

表
的
の
も
の
を
見
出
す
こ

と

が

出
來
る

。

さ

ラ

し

て

こ 

、の
：®

の
®
術
は
新
社
會
の
必
要
€
理
想
ビ
共
に
發
達
し
，: ;

の
觀
た
る
ぐ
世
經
滴
生
话 

m

s
 

!
o

八 

た
の
で
あ
り
-?

T

 

こ
の
®
要
な
新
時
代
の
生
活
に
劉
す
る
要
素
卯
P 

I

マ
文
明
の
崩
壞
ざ
進
步
：的
®
.蠻
主
義
の
透
徹
は1

1
瓦

 

六

年

に

お

け

る

.ゴ
I

ト

民
族
の
併
太
利
侵
人

k
始
ま 

ぐ
り
、
數
世
紀
の
戦
亂
を
經
て
？
諧
異
要
紫
の
融
合 

，然

た

る

新

社

會

の

漸
ぐ
形
式
さ
る
る
k

至
っ
た
の
は
紀 

元

八

百

年

t

に
：お
い
て
栽
®
式
を
行
っ
た
シ
ャ

1 

.ル
大
王
の
時
代
で
あ
，っ
た
。
か
ぐ
て
古
代
社
愈
は
卞
世 

社
會
へ
進
展
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。(

本

は

、
前
揭 

Socialism； 

c
h
a
p
.

 

III. 

T
h
e

 

Transition 

f
r
o
m

 

the 

.classical

け
 o

 

the 

s
e
d
i
e
a
v
a
l

.

p
c
r
r
o
d
,
: p

p
,

た
-い I..

の
.- 

大
要

)

：
；
；
.
；

.
 

-
ロみ
，，
,

,(

次
號
完
結

)
：

:

健

康

保

臉

連

動

の

基

調
0
5

園

乾

洽

五

想
在
行
は
れ
て
ゐ
る
健
版
保
臉
の
た
：め
，
の
諧
制
度 

は

，

：：

菅

，に#

療
上
幷
び
に
財
政
上
の
救
濟
の
要
求
，に
適 

德
し
な
い
も
の
で
あ

る

の
み
な
ら
す"

Z
れ
等
：の
諸

制 

度
に
は
元
來
圓
有
の
短
所
が
あ
ろ
。
そ
の
た
め
に
到
底 

上
述
の
要
求
に
適
應
ず
る
や
ぅ
に
發
達
す
る> J

じ
も
不 

可

能

で

あ

る

こ

は

、
，
從
來
.の
經
驗
か
示
ずW

こ
ろ
で 

あ

る

。
以

下

少

し

く

立

入

つ

，て

：

「

親
狂
行
は
れ
て
ゐ
る 

講
制
度
は
要
求
に
適i

す
る
こ

か

5

ビ
，もk

か 

あ
る
。し
ご
い
ふ
保
險
述
動
：の
館
五
.の
根
本
思
想
に
就
い
，
 

て
；述
べ
：や

ぅ

。

! 

>
慈
善
的
施
設
及
び
：圓
體
が
適
當
な
る
解
決
策
を 

講
b

得

る

確

證

が

な

い

チ
；
：，

：

慈
善
的
醫
療
幷
び
に
救
濟
の
施
設
ま
は
組
織
は
、

假
♦
 nV

の
擴
眼
は
大
ひ
に
希
望
す
べ
き
で
あ
る
ざ
し
て 

\

勞
働
者
の
疾
病
ょ
々
生
す
る
各
種
の
問
®
に
對
し 

.

.て

.、
，，
-
適

當

な

る

卿

策

を

！
！
^
す
...
る
も
.の
で
あ
る
，こ
ご
を
，
.' 

期
待
す
る
こ
ご
は
出
來
な
い
。n

V

ぅ
し
て
そ
の
障
帰
の 

一
重
要
な
る
も
め>

1

ウ
に
は
、
彼
等
が
斷
え
^
-鬪
は
な
：
 

く
て
，は
な
ら
ぬ
財
政
上
の
闹
難
ご
い
ふ
こV

J

が
あ
る
。

ニ
九

0 
ニ
年
に
於
い
て
二
十
個
のN

e
w

 

Y
o
r
k

市
の 

大

病

院

は

"

年

々

四

十

三

腐

ニ

千

照

の

缺

損

を

生

や

る 

こ
：

W

が
指
摘
せ
ら
れ
た
。
：市
め
支
給
額
は
こ
れ
等
の
施 

設
に
ょ
づ
て
な
さ
れ
ぬ
S
用
の
举
額
に
も
達
し
な
い
。
 

さ
ぅ
し
て
市
の
財
政
狀
態
は
、
そ
れ
以
上
の
增
額
を
希 

望
す
る
こ
ご
が
出
來
な
い
趣
、貧
弱
な
も
の
で
あ
つ
た
Q 

(
F
r
a
p
k

 

T
u
o
k
e
r
,

へ
n
 T

h
e

 

Finantlal 

B
u
r
d
e
n

 

o
f Ne

w

 

Y
o
r
k

レHospitals/

じ
一
九
一
五
年
に
は
財
政
狀
態
は
、

1

層

不

滿

足

な

も

の

で

あ

つ

た

"

五

つ

の

般

大

の

病

院 

中
の
四
つ
ま
で
が
、

一
九1

五

ギ

九

三

十

日

に

，終
る

货

十

六

港

(

ホ
八
九)

雜

錄

他

瞧

保

臉

運

動

.の
基
調

第
五
挑

一
0
九
'


