
Title 経済発展段階説の構造 : 経済史研究序説
Sub Title
Author 高村, 象平

Publisher 慶應義塾理財学会
Publication year 1932

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.26, No.10 (1932. 10) ,p.2101(595)- 2132(626) 
JaLC DOI 10.14991/001.19321001-0595
Abstract
Notes 慶應義塾創立七十五年記念論文集
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19321001-

0595

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


景
氣
觀
侧
の
戡
礎
間
題

度
迄
是
認
せ
ら
れ
る
今
日
、
述
上
の
問
題
は
其
の
重
要
性
を
特
に
大
な
ら
し
め
る
も

の

が
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る
と
考
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「

落
力
を
以
て
そ
の
商
然
の
河
宋
か
ら
そ
ら
さ
れ
て
席
た
水
路
が
、障
码
が
失
は
れ
る
や
^
や
細
然
と
し
て
も
と
の
遒
に
か
へ
る
や
ぅ 

，に
、
い
ま
や十：！

を
懷
ふ
滿
足Q

ま

た

蒙

の

太

い
I H
1

S
、
優
し
い
愛
情
の
溫
か
な
る
鼓
動
は
す
ベ
て
の
人
の
胸
を
寬
げ
ま
た
そ
れ
に
新 

.た
な
坐
を
あ
た
へ
て
、
そ
こ
に
あ
れ
ほ
ど
長
か
っ
た
合
理
主
義
の

_
欲
の
後
、
い
ま十：：

き
宗
敎
、
古
き
尻
族
ま
た
地
方
的
風
俗
が
抱
き 

も
ど
さ
れ
た
。
：そ
し
て
彼
等
は
#
び
十
2
き
家
ま
た
械
ま
た
赤
院
に
步
み
入
り
、
そ
し
て
十
：1
き
呢
を
孙
び
ぅ
た
ひ
、
十2

き
鄉
說
を
W
び
夢 

見
た
J

O
あ
のa

マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
時
代
、
菩
々
が
そ
れ
を
邛
に
し
て
直
ち
に
ハ
ア
マ
ン
、

へ
ル
ダ
ア
、

シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヒ
工 

ル
、

シ
ユ
レ
工
ゲ
ル
、
或
は
ノ
ヴ
ァ
リ
ス
、
或
は
シ
ヱ
リ
ン
グ
等
を
思
ひ
浮
べ
石
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
時
代
を
、
か
く
も
美
し
く
ク 

ロ
オ
チ
ェ
は
形
容
し
て
ゐ
る
°
そ
し
て
こ
( 0
思
想
の
一
時
期
と
し
て
考
■へ
ら
れ
た
限
り
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
期
に
於
け
る
歷
史
叙
述
が
、 

「

粗
货
な
ニ
元
論
に
ょ
る
牌
蒙
丰
義
の
思
想
に
抵
抗
し
ょ
ぅ
と
し
て
|
あ
の
概
念
を
抑
し
た
て
た」

と
晋
々
に
敎
へ
る
。「

も
と
ょ
り
、 

こ
の
概
企
が
金
く
新
た
な
も
の
、
こ
の
.時
代
に
初
め
て
現
は
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
，い

」

け
れ
ど
0(

1〕
.

ま
さ
に
彼
の
語
る
が
如
く
、
こ
の
概
念
を
ロ
マ
ン
ー
ア
ィ
ク
期
以
前
に
、
.或
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
15
*
學
菏
達
の
汎
_
論
の
小
に
、
或
は
骨

!
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だ
けQ

ょ
う
に
な
つ
た
と
霞
れ
る
神
學
的
兑
解
の
中
に
、
こ
れ
を
追
ひ
求
め
る
こ
と
は
出
来
る
で
あ
ら
う
。
.乍
然
そ

I
等
は
い
ま
私 

の
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
o
.「

.ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
思
想
の
最
if I

た
有
機
的
な
.

1

が
ヴ
ィ
コ

の

I

目

ヒ
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粟

)
Q

中
竟
出
さ
れ
る

/f

い
ふ
'ク
ロ
オ
チ
エ
の
評
言
に
從
て
、
こ
の
期
に
先
立
ち
て
生
れ
と
の
期
の
隆
盛
I

つ
、I 

新
I

け
る
ヴ
ィ
IQ

人Q
思
索Q

 

一
 f

觸
れ
、
以
て
彼
を
し
てu

マ
ン
テ
ィ
ク
期
の
發
展
繁
の
代
表
的
I

も
の
を
語
ら
し
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Croce” Op. cit 

p. 248.

邦
譯
、
三
四
九
頁
。

.

：

伢
太
禾
の
一
只
ナ
t

の
人
、
チ
t

バ
テ
ィ
ス
タ
'
ゥ
ィ
コ
の
右
の
書
は
、
そ
の
改
訂
种
版(

一
七
三
〇
ハ
ヰ)

が

約

一
此
紀
の
後
ミ 

シ
ユ
レ
に
ょ
つ
て
钊
譯
さ
れ
て
ノ
初
め
て
人
^
の
注
意
を
集
め
た
と
ー
其
は
れ
て
ゐ
る
^
ろ
い
ま
茲
に
私
は
ゝ
ヴ
ィ
コ
に
就
ハ
て
、
又
ょ
|そ 

の
，，

tr
r
象
=
原̂
3:
|
こ
に
就
い
て
許
纽
す
る
要
は
無
い
で
あ
ら
う
0
私
は
、
私
の
意
圖
に
應
ず
る
限
り
に
於
い
て
彼
の
言
^を

：：；-

W
うo  

彼
のM

ふ
親
問
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
こ
れ
に
關
說
し
て
彼
は
云
つ
て
ゐ
る
、「

都
物
が
如
何
に
成
立
し
て
ゐ
る
か
の
仕
方
は
、
そ 

の
帘
物
Q

S
が
如
何
な
る
もQ

か
を
說
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
說
明
I

問
の
.本
來Q

麗

で

I

」

と
。
2

.
即

ち

そ

泛
 

理
論
的
歷
暴
と
も
稱
す
べ
き
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
いO

そ

し
て「

事
物
の
性
質
は
、

S

の
時
の
經
過
に
於
け
I

つ「

宛
の 

狀
態
の
下
に
お
け
る
そQ

成
立
に
外
な
ら
な
い
。
何
時
で
も
こ
れ
等
が
か
く
あ
れ
5

物
は
か
く
成
立
し
決
し
て
興
るA

J

と
が
な
ハ
の

ば
る
し
1

と
の
命
題
を
立
て
た
こ
と
は
、
ク
レ
ム
の
一
石
ふ
が
如
く
歷
史
的
學
間
に
原
る
も
f

見

こ

ょ

い

で

う

o(

6
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も
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の

歷
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性

は

、
彼
に
，ょ
っ
；
て
.か

く

の

如
く

款
か
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ゐ

る
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レ
て
承
ら
う
：
し

と
と
ろ
で
こ
の
辱
出
の
#
象
た
る「

歷
史
的
世
界
は 

> 
ま
さ
し
く
人
の
作
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
1-.
こ
の
1
歷
史
的
I
界
叩
ち
；
 ̂

3
 

.民
の
世
界
は
、
人
問
が
塑
し
た
も
の
な
る
が
故
に
、
人
叫
が
こ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る」

o
然
も
人
間
の
^
質
^
到 

る
^
に
於
い
て
间I

で
.あ
る
と
ヴ
ィn

は
云
ふ
o

c

iこ
の
命
題
に
私
は
關
心
を
持
つ
0
そ
れ
は
他
の
機
#

ハ
木
誌
本
^
-五
月
號)

に
述 

ベ
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
が
、
人
間
の
歷
史
は
人
叫
の
作
つ
た
も
の
で
あ
.る
と
い
ふ
こ
と
の
表
現
を
、
こ
れ
に
見
出
す
が
故
で
あ
るo

こ 

の
命
題
に
は
、
ヴ
ィ
コ
の
原
理
の
中
で
注
！

El

す
べ
き
も
の
の
一
つ
に
屬
す
る
と
こ
ろ
の「

同
一
性
の
原
理」

が
横
は
つ
て
^
る
。
皮
に
今
、
 

い
.て
諸
阈
段
は
そ
の
地
理
上
の
又
は
人
種
上
の
差
興
に
枸
ら
ず
、
同

r

な
歷
史
的
過
程
を
迪
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
は
社
#
發
展
の 

一
般
法
則
を
宛
立
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
一
國
民
の
歷
史
は
、
更
に
高
度
の
發
展
段
階
に
到
達
し
た
他
國
说
の
歷
史
の
繰
返
し
で
あ
る
と 

宕
ふ
。
乍
然
、
こ
の
取
越
せ
る
見
解
も
尙
半
神
學
的
の
そ
れ
で
あ
：る
こ
と
は
否
め
な
い
0
素
、
彼
に
と
つ
て
人
||
1
]が
歷
史
を
乍
る
の
は
、 

人
問
が
则
的
な
现
性
に
ょ
つ
て
豫
じ
め
設
宛
さ
れ
た
計
®
を
遂
行
す
る
限
り
.に
於
い
て
で
.あ
る
。

こ

の
限
り
に
於
い
て
ま
さ
に
私 

は
如
と
衫
を
分
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
私
が
人
|1
;
]が
恣
意
を
以
て
歷
史
を
作
る
の
で
な
い
と
云
つ
た
こ
と
は
、
ヴ
ィ
コ
の 

一
石
ふ
と
こ
ろ
の
豫
じ
め
設
宛
さ
れ
た
神
の
計
蕺
に
從
つ
て
作
る
と
の
意
味
で
は
，な
い
の
で
あ
る
か
らc

私
の
そ
.れ
は
、
い
は
V「

具
體
的 

人
出
に
ょ
つ
て
厕
會
的
に
確
立
さ
れ
た
計
黏」

に
從
ふ
の
意
味
で
あ
つ
た
の
で
あ
るo

ヴ
ィ
.

n

の
主
張
す
る
諸
國
说
の
歷
史
的
同
一
性 

は
、
こ
れ
を
採
る
べ
き
で
あ
ら
ぅ
。
然
し
そ
れ
は
神
的
理
性
に
ょ
つ
て
豫
じ
め
設
宛
さ
れ
た
訐
聲
に
ょ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
斷
ら
ね 

ば
な
ら
な
い

。
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い
ま
は
、
ミ
ダ

ュ
レ
の
金
集
中
の
一
卷
s VICO.

3

の
中
に
收
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ら
れ
て
ゐ
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i
l
e
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OEuvres cllolsl’es de.vico. Paris, p. 

2001-642.
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こ
の
ヴ
イ
コ
の
言
葉
は
勝
史
學
の
精
隨
を
宣
言
せ
る
も
の
で
あ
る
ミ
、
ア
ウ
エ
シ
バ
ツ

ハ
t
そ 

譯
爾
の
序
言
に
述
べ
、
て
ゐ
る

o (S. 

2

5
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ヴ
ィ
コ
の
歷
史
的
劉
象
の
木
質
に
關
す
る
他
の
注
！！1
1す
べ
き
命
題
は
、「

人
間
の
饨
質
は
一
職
を
以
て
變
ず
る
も
の
で
は
な
い
、
そ

れ

 

は
つ
ね
に
以〗E

Q

故
階
の
痕
跡
と
；

g

初
の
惯
們
と
を
切
め
趙
く」

と
い
ふ
も
の
こ
れ
で
あ
る
。
こQ

屮
に
W

は

發

主

 

張
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
看
取
り
得
る
で
あ
ら
ぅ
。
S

言
f

換
へ
5

.
へ
ば
、
そ
れ
は
讓
的
な
る
發
股
の
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て 

慕

の

上

か

ら

見

1
な
ら
ば
、
恶
々
が
知
つ
て
ゐ
る
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
歷
史
概
念
と
ヴ
ィ
コ
|

屢
念
と
は
結
び
つ
く
。
即
ち
臀
て
4 

か
リ
ヵ
し
た
と
こ
ろ(

本
誌
木
印
一
月
號
七
六
S

に
よ
れ
ば
、
■

，の

そ

れ

は「

先

件

が

釋

の

屮

に

繼

續さ
れ
補
充
さ
れ
擴
火
さ
し
る 

連
狩
て
あ
.る
。
そ
れ
は
後
.歸

す

る

圆

の

讓

、
反
復
す
る
周
期
の
讓
で
は
な
く
し
て
、
無
限
の
系
列」

で
あ
，つ
た
か
ら
。
8

素
よ
り
こ 

こ
に
私
は
ヴ
ィ
コ
よ
り
ド
ロ
イ
ゼ
ン
里
る
問
置
的
檢
討
を
試
み
る
心
算
は
な
いo

乍
然

ド

ロ
イ
ゼ
ン

が

へH.

ゲ
ル
か
ら
の
影
f

 

受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
ふ
ロ

オ
タ
ッ
丸
ア
の
言
葉
を
做
れ
ば
、S

こ
の
問
題
史
的
試
み
は
十
分
に
可
能
性
を
持
ク
。
と
な

何 

ミ
ば
へH

ケ
ル
そQ

人

は

ウ

ィ

コ

が

そ

れ

へ

機

的

な

豫

感

を

も

？

ゐ
た
と
宏
は
れ
る
と
こ
ろQ

、
a

マ
シ
テ
ィ
ク
s

f

称 

し
た
一
機
威
で
ぁ
つ
た
の
で
あ
.る
か
ら
。
卞
然
こ
の
I

は
、
い
ま
は
こ
れ
を
措
く
。 

.

.cco 

: op.'cii. s. 

6

.

7

.

S

.

:

^
 

o

l

 

d

B

I

-

u
a
d

 

C
e
5
c
l
f

 

C

層
！

s

 

d
c
r

 

s
s
t
o
r
?

 

H

T

 

r ) 

Hynol
 
„
 
o? 

o:r 
.f f 
m

 

I

 

H..
 

K
l
o
o
f

 s. vrcr. 

f 

切
.

1
I .

.

II

I

!
i!
1

I
{
II!i
1
囊

i 1

'II
1
iII :
謹 .

'
發

展

の

繼

續

性

は

ま

た

、
ヴ

ィ

n

の

命

題

に

見

る

如

く

、
先

行

せ

る

段

階

の

跡

を

そ

れ

卩

身

の

中

に

留

め

る

こ

と

が

樞

軸

と

な

る

。

從
 

て

こ

の

發

展

の

う

ち

^

保

#

性

を

持

つ

と

い

ふ

と

と

は

、

後

な

る

も

.の

が

先

な

る

も

の

に

附

け

加

べ

ら

れ

る

こ

と

、

換

言

す

^

ば

贸

逍
 

の

增

靳

で

あ

り

、

そ

れ

は

改

-
M

的

な

る

進

歩

を

意

味

す

る

と

さ

へ
 

一

K

ふ

こ

と

が

.出

來

よ

う

。

彼

の

保

有

し

た

發

M

概

念

の

特

微

の

一

っ
 

を

形

作

く

る

と

こ

ろ

の

、

こ

の

保

#

性

は

、

如

何

に

し

て

可

能

な

の

で

あ

る

か

。

こ

の

こ

と

は

先

づ

問

は

れ

ね

ば

な

ら

ぬ

こ

と

の

一

つ
 

で

あ

ら

う

。

ヴ

ィ

コ

は

人

間

の

現

在

の

姿

に

就

い

て

云

ふ

、「

人

間

社

會

は

、
淺

忍

、
貪

欲

、

そ

し

て

野

心

——

こ

の

三

っ

の

惡

德

が

全

人
 

類

を

紛

糾

せ

し

め

る

の

で

あ

る

——

に

よ

っ

て

戰

術

、

商

業

、

そ

し

て

治

國

術

、

從

て

ま

た

人

問

社

會

の

權

カ

、

富

、

そ

し

て

知

靆

を
 

作

り

出

す

。

こ

の

三

っ

の

大

な

る

惡

德

は

'疑

も

な

く

地

上

の

人

間

を

破

滅

せ

し

め

る

も

の

で

あ

る

が

、

然

も

尙

こ

れ

等

が

市

段

の

幸

福
 

な

狀

態

を

创

造

す

る

の

で

あ

る

。

こ

の

原

现

は

次

の

こ

と

を

示

す

、

即

ち

こ

こ

に

神

の

攝

理

が

共

働

し

て

ゐ

る

と

い

ふ

こ

と

を

。

人

間
 

の

欲

情

(

そ

れ

は

す

べ

て

人

間

の

私

利

に

依

布

し

又

そ

の

爲

め

に

野

徵

の

如

く

荒

野

の

中

に

生

活

せ

し

め

ら

れ

る

)

か

ら

、

人

間

を

し
 

て

人

5
E

I1
會

の

.1
±

*

に

坐

^

す

る

こ

と

を

可

能

と

す

る

と

こ

ろ

の

T h
^

的

秩

序

を

^

ら

す

の

は

、

刺

の

.

.叙

^

•
で

あ

る

」

と

0(

12
.

〕

明

か

に

彼
 

は

こ

の

神

の

叙

智

に

よ

づ

て

、

神

の

攝

理

に

よ

っ

て

諸

の

靡

物

は

統

一

せ

ら

れ

、

こ

の

統

一

が

ま

た

發

M

の

動

因

と

な

る

と

見

た

の

で
 

あ

づ

た

。

こ

の

統

一

あ

っ

て

、

，保

#

も

改

良

も

可

能

で

あ

る

。

_

に

見

た

如

く

人

間

の

み

が

歷

臾

を

作

る

と

ヴ

ィ

コ

は

沄

ふ

。

然

し

そ
 

の

人

問

と

は

、

彼

に

あ

っ

て

は

こ

の

神

の

攝

理

を

己

が

う

ち

に

藏

す

る

人

問

で

あ

つ

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

言

葉

を

換

へ

れ

ば

理

性

を
 

有

し

、

そ

れ

に

よ

っ

て

行

動

す

る

と

こ

ろ

の

人

間

の

謂

ひ

で

あ

る

。

理

性

に

よ

つ

て

人

間

は

各

*

統

一

さ

れ

、

こ

の

こ

と

は

諸

國

民

の
 

歷

史

的

同

一

性

を

生

ぜ

し

め

る

。

時

空

に

於

，い

て

相

異

せ

る

諸

國

民

の

世

界

は

、

神

的

理

念

.の

統

一

に

於

い

て

觀

察

せ

ら

れ

る

の

で

あ
 

っ

た

0

8
從

て

彼

の

武

ふ

人

間

の

歷

史

と

は

、

彼

自

ら

も

一

y

ふ

如

く

永

遠

的

现

念

的

歷

皮

で

さ

べ

も

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

一
其
ふ
、「

菩

 々

の

學

問

は

永

遠

的

理

念

的

歷

史

を

敍

述

す

る

。

そ

れ

は

時

'に

於

い

て

過

程

す

る

と

こ

ろ

の

、

そ

の

建

設

•

進

歩

、

狀

態

、

沒

落

及

び

終
 

.

鸫

濟

發

展

|

說

の

構

造
 

五

九

九

.
(
1
1
1
0

$I
||flI



經
濟
發
展
段
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構
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六
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(

一
二
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結
を
以
て
の
、
あ
ら
ゆ
る
諸
民
族
の
歷
史
で
あ
る」

.と
0

8
.

(

12) 

<
^
0
0
» 
op.
 

cit. S. 

77*

.

(

13) 

Klemm': o
p
.

G.
t.
 

S. 33*
(

14
.

) .vice:

〇
p.
 

cit. s. I3S-9.

彼
のI

K

ふ
發
展
の
動
因
が
銃
一
で
あ
る
こ
と
は
右
に
よ
つ
て
明
か
で
あ
る
が
、
M-
に
こ
の
こ
と
は
そ
の
統
一
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
し

て
看
取
り
得
る
や
ぅ
に
、
そ
の
發
M
が
豫
じ
め
設
觉
さ
れ
た
計
畫
に
栽
く
と
こ
ろ
の
平
穩
.な
る
そ
れ
で
あ
つ
たo

そ
れ
は
句
等
矛
质
こ

よ
つ
て
推
進
せ
し
め
ら
る
る
と
こ
ろ
な
.き
發
展
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
必
然
的
な
る
、
.
そ
し
て
た
^
そ
れ
の
み
に
よ
る
發
M
で
あ
つ
た
っ

で
あ
る
。
彼
は
歷
史
發
M
の
段
階
と
し
て
様
々
.な
る
も
の
を
、
.例
へ
ば
神
々
の
時
^
、
英
雄
め
時
代
、
人
間
の
時
代
を
、或
は
貴
族
抑
、

民
主
制
、
王
制
の
そ
れ
等
を
舉
げ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
等
は
す
べ
て
必
然
的
の
、
平
和
的
の
發
展
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
ク
口
オ
チ
ヱ
は

.こ
れ
を
評
し
て
一
；

4

ふ
*
ヴ
ィ
コ
は「

歷
史
に
於
け
る
人
問
精
神
の
發
腿
を
立
て
て
、
感
覺
、
想
像
、
.次
い
で
賴
知
と
し
€
、
ま
た
神
的

或
はg

的
時
期
、
平
神
的
英
雄
的
時
期
、
次
ぃ
で
人
問
的
時
期
と
し
て
の
歷
史
發
展
を
見
よ
ぅ
と
し
た
。
そ
し
て
、
人
1|
.の
麥
：來
っ
た

各
の
時
^
は
何
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
力
と
美
と
を
持
つ
が
故
に
.、

一
つ
と
し
て
非
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
な
く
、
そ
の
各
は
そ
の
先

行
の
時
代
の
必
然
の
結
见
で
あ
り
、
又
そ
の
後
繼
の
時
代
.の
必
然
の
準
備
で
あ
る
こ
と
.を
考
へ
、
貴
族
制
は
：g
、H-
:制
の
爲
め
に
、
ま
た

民
主
制
はHi

制
の
爲
め
に
、
各

*
は

そ

れ

ぞ

れ

當

な

る

議

に

そ

し

て

そ

の

麗

の

疆

と

し

て

現

れ

た

こ

と

集

考

と

し

た

。」 

§

(

16) 

Croce: TeoHa. p. 24s..

邦
譯
、
三
芄
0
頁
0 

'

彼
のr

ム
ふ
!■
史
發
K
が
.現
實
と
I.
離
す
る
結
艰
に
終
る
も
の
で
あ
つ
：た
こ
と
は
云
ふ
ま
.で
も
な
W
O
乍
然
'こ
札
.は
又
後
遂
す
る
如
く

ぐ'.';:.パ .::.

彼

の

思

粜

の

特

後

で

も

あ

.
o -
た

の

で

あ

る

。

と

は

云

へ

尙

彼

が

於

4

城

段

階

を

ラ

ち

立

て

て

全

體

的

に

人

抓

社

食

の

發

股

を

把

握

し

ょ

ケ
 

と

試

み

た

こ

と

に

對

し

て

は

、

菩

々

.は

十

分

關

心

を

持

つ

べ

き

で

あ

る

と

思

は

れ

る

。

實

の

と

こ

ろ

彼

の

見

解

を

っ

き

っ

め

れ

•は

、

人
 

[i
n

が

單

な

る

道

其

と

し
て
、
即

ち

發

般

す

る

爲

め

に

理

念

が

利
用
す

る

|平

な

る

道

具

と

し

て

し

か

價

し

な

い

も

の

で

あ

っ

た

と

も

云

ふ
 

こ

と

が

/
-l
*
,
來

る

で

あ

ら

ぅ

。

そ

れ

と

同

時

に

彼
の
發
M

段
階
說
は
、
ク
ロ
オ
チ
へ

も

云

っ

て

ゐ

る

や

ぅ

に

、「

束

方

的

又

7'
1
*
代

的

な

循

瑗
 

の
動
機(

往
及
び
復)

を
W

興
し
、
往
を
發
展
又
生
成
と
し

て

现

解

し

、

復
を
デ
ィ
ア
レ

ク

テ

ィ

ク

的
復
歸
と

し

て

理

解

し

た

」
C1C
Vも
 

の

と

も

做

す

こ

と

が

出

來

ょ

ぅ

。

そ
れ
は十：！

代
的
な
循
瓒
的
理
論
の
殘
滓
の
存
在
で
あ
る
。
然
も
尙
そ
れ
と

共

に

彼
は
、
發
股
の
動
因 

が
統
一
で
あ
.る
こ

と

か

ら

し
て
、
當
然
、
そ
の
發
M

の
最
高
の
段
階
が
終
局
的
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
も1 K

は
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

彼
■の
照
始
へ
の
思
慕
は
こ
れ
を
表
は
す
。 

，

(

16〕
Croce: Teoria. p. 2

6
2
.

邦
譯
三
七
三
頁

歷
史
全
體
が
必
然
的
發
M
と
し
て
理
解
さ
れ
る
に
茧
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
W
マ
ン
テ
ィ
ク
期
に
於
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
趣
機
を 

な
し
た
と
こ
ろ
の
發
城
概
念
の
中
；張
激
た
る
ヴ
ィ 

'
の
先
驅
的
意
義
は
、
十
分
こ
れ
を
買
ふ
べ
き
で
あ
る
と
#
ベ
ら
れ
る
。
勿
論
彼
自 

身
は
謂
ゆ
る
啓
蒙
生
義
期
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
主
張
は
、
い
ち
早
く
#
太
利
に
發
展
し
.っ
V
あ
っ
た
新
興
市
民
社
會
の
耍
求
に
應
ず
る 

も
の
に
外
な
ら
な
か
つ
た
と
し
て
も
。

一
-

ク
ロ
オ
チ
エ
に
ょ
っ
て
心
ゆ
く
ま
で
形
容
さ
れ
た「

ロ

マ

ン

テ

ィ
ク
期
に
於
い
て
は
、
こ
の
發
M
の
概
念
は
最
早
ひ
と
り
の
さ
び
し 

い
义
聽
衆
も
持
た
ぬ
锊
學
者
の
思
想
で
あ
る
だ
け
で
は
た
く
し
て
、
そ
れ
は
一
舣
の
：確
信
に
ま
で
ひ
ろ
が
づ
た
。
そ
れ
は
最
}'
!十
そ
っ
と 

經
.濟
發
段
M
階
說
の
構
造 

六
〇「

o

ニ 0
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0
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I
|:
1

I
I
t
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I
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■w
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V

匿

濃

階

|
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六
〇
ニ 

2
5
5

a
一
言
れV

又

芽

！̂
H
、

讓

農

て

現

は

れ

た

Q
.

P

は
な
く
、
ま
さ
し
く
そ
の
體
驅
急
の
關
聯
急
の
力
と
そ
の
優
勢
と
を

備

 

, 

へ
た
。

へ
エ
ゲ
ル
の
體
系
の
小
に
そ
の
頂
點
をI;

小
し
た
理
想
主
響
學
の
，原
理
槪
念
I

の
發
M
の
概
念
.で
あ
る
a」

J
 

.

c
i 

oroce: Op. cit p. 
243.

邦
譯
、
三
五
〇
頁
。

31
1々

力

と

こ

ろ

で

&
に
^
げ
た
ク
ロ
オ
チH

の
形
容
に
立
ち
戾
る
，な
ら
ば
、
こ
の
口
マ
ン
テ
イ
シ
ズ
ム
が
、
囘
爾
勺
、

賞
の
態
度
I
Q

奥
鹿
に
確
く
抱
き
し
め
て
ゐ
る
も
Q

2

る
こ

と

は

、

容
易
に
看
取
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
過
去
へ
の
I

、

そ
れ
は
云
ふ
ま
て
も
な
く
谬
的
と
し
て
言
ひ
現
は
さ
れ
る
。
デ
イ
ル
タ
イ
は
こ
の
ヂH

、

不
レ
.エ
シ
ョ
ン
を
_
約
し
.，I

中
の
.一
っ
、

求
め
て
ゐ
る
O
Cろ

そ

の

こ

と

は

亦

及

ん

，で
、

こ
の
時
期
の
二
.般

の

確

信

に

ま

で

擴

が

つ
た
發
展
の
概
念
も
、
倚

等

し

く

篇

的

な

鋳 

の
も
Q

2
つ
た
こ
と
を
雰
に
敎
へ
る
。
あ
の
囘
廝
的
な
、
I

懷
ふ
I

に

管

た

、
そ
し
て
又
す
ベ
て
の
人
々
が
小
さ
な
グ
レ
.'

ゥ
ブ
に
分
ぞ
て
ゐ
た
こ
の
時
期
、
.そQ

時
I

?

か
か
る
狀
I

如
何
に
感
じ
ら
れ
意
識
的
に
如
何
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
か
は
、

發
展
の
概
念
の
薪
に
よ
っ
て
菩
々
に
十
分
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る9

、
 

5

迄
も
な
く
麗
的
な
る
簾
は
觀
想
的
な
る
そ
れ
で
あ
る
と
い
は
れ
よ
う
。
從
て
囘
願
的
な
る
こ
の
時
期
に
於
い
て
、
す
べ
て 

.

の
も
の
湯
す
る
と
同
じ
く
、
人
々
が
そ
の
？

I

展
概
念
さ
へ
も
觀
想
的
な
f

の
を
出
で
な
か
つ
た
こ
と
I

ふ
る
に
難
i

 

い
。
こ
の
觀
想
的
な
るー

そ
れ
は
靜
觀
的
4

つ
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
I

發
展
概
念
、
そ
の
特
微
に
つ
い
て
は
、
吾
々
は
多
く
の 

道
し
る
べ
を
持
つ
。
然
し
と
こ
で
は
旣
|

り
來
っ
た
ヴ
イ„ 

aそ
れ
が
、
諸
特
徵
の
一
部
分
I

す
と
5

て

繁

う

o
勿

l

i

f

u

u

“
 

y 

f

:

l

i

l

r

l

.

,

―

.
l 

-
r
_
f 

_
i

_

1

1

1

-

J

l

• 

.

A
2
 ̂

i

s

B
 

W
H
?
&
 

I
 

u
l§
w
«
 

>
5
- 

w
.

•
ii
r

r

.
ロマンティ

.ク
は
举
直
に
坐
命
を
把
握
す
る
世
界
觀
で
あ
る
と
做
さ
れ
て
ゐ
る
o
c
s
>
そ
れ
は「

金
體
の
有
,1
^
生
令」

を
、
合 

迎
扩
に
で
は
な
く
生
命
そ
れ
自
ら
に
於
い
て
把
握
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
行
は
れ
.た
の
は
、「

純
释
に
抽
象
的
な
生
命
把
渥 

で
は
な
く
し
て
形
上
學
的
な
る
も
の
。機
械
的
そ
し
て
原
子
論
的
な
思
f

は
な
く
し
て
統
一
と
孤
獨
と
へ
の
努
力」

で
あ
.つ
た
0
2礫 

械
A 

.
原
子
が
が
に
^
版
を
見
ず
し
て
全
體

：£ ：

荷
機
^
の
發
M
の
小
に
、
坐
命
を
把
え
ん
と
す
.る
の
努
力
で
あ
つ
.た
。
.
：
^

て

そ

の

 

發
股
は
終
り
無
き
過
程
で
は
な
い
と
.い
ふ
性
格
を
有
す
る
。
そ
れ
は
全
體
的
完
結
へ
の
過
程
で
あ
る
。
い
は
ぐ
現
在
が
全
體
的
荷
機
的 

完
結
で
あ
る
。
素
よ
り
そ
れ
は
思
念
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
；̂
統
一
の
概
念
か
ら
し
て
も
生
じ
來
る
傾
向
で
あ
ら
ぅ0

そ
1
玫 

に
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
過
去
の
記
憶
に
結
び
つ
く
。十：！

f
 Q

へ
の
.
m心
慕
に
蕾
る
の
で
あ
るo

そ
れ
は
觀
想
的
態
度
.よ
り
し
て
の 

當
然
の
歸
結
と1K

は
ね
ば
な
ら
な
い
で
.あ
ら
ぅ
.0
觀
昶
的
な
る
態
度
か
ら
し
て
出
で
た
消
極
性
、
そ
れ
に
對
應
し
て
、美
的
觀
賞
の
態
度 

力
ら
^
々
は
何
を
览
ひ
す
か
0
そ
れ
は
直
ち
に
知
ら
る
る
が
如
く
、個
性
.の
尊
现
'で
あ
る
0
言
葉
を
換
へ
て
|石
へ
ば
、美
的
探
賞
は
阳
！ 

の
尊
筑
に
纽
な
る
。
こQ

こ
と
は
：告
々
が
、
贾
の
周
闹
に
於
い
て
旧
常
に
容
易
に
览
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
ぅ
。
こ
‘の
立
場
か
ら
歷
上
に 

就
い
て
云
へ
ば
過
去
の
個
W
が
と
o
/i
i
さ
れ
る
。
或
は
、
過
去
か
ら
の
過
程
に
於
け
る
個
性
の
摘
出
が
、前
者
と
相
矣
つ
て
そ
の
中
、ぃ 

と
.な
る
。

(

3) 

vgl.. Jakob waxa: El.nfiihrung: fn die romantfsche Staatswissenschaft. 
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か
く
の
安
き
^
盤
の
上
に
約
^
-ll
l
IL
の
後
、
獨
逸
に
於
い
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
も
の
と
し
て
菩
々
は
歷
史
學
派
を
持
つ
。
素
よ
り
こ 

^
S
M
I
f
s
. 

.
 

S
H 

0
1
1
.
0

九〕



m
濟
.發m
段
階
說
の

構技

o
四

c
n

 

I 

10-)

の
後
翁
は
、
前
f

マ
ン
テ
ィ
ク
に
廳
す
る
フ
ィ

ヒ
テ
の「

商
業
國J

か
ら
ア
ダ
ム
•
ミ
ュ
ウ
ラ
ア
を
經
て
.の
フ
リ
イ：

ド
リ
ッ
ヒ

•
リ

ス

r 

.に

.

f
影
響
の
.推
續
に
よ
つ
て
作
り
あ
げ
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
階
梯
を
騎
つ
と
、
疆
史
的
に
見
る
こ
と
も
出
來
よ
う
C

S
し
か
の
み 

な
ら
ず
、
リ
ス
ト
は
、
過
去
の
陶
_
に
f

る
と
こ
ろ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
地
盤
に
立
つ
と
は1

K

へ
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
と
は
異
り
、
冷 

や
力
な
徵
證
主
義
を
た
づ
さ
へ
て
で
あ
つ
た
と
も
云
は
れ
よ
う
。
又
モ
ム
ベ
ル
ト
美
ふ
が
如
く
、
獨
逸
に
於
け
る
歷
史
學
派
の
木
來 

的
_

素
は
口
ッ
シ
ャ
ア
と
す
べ
き
で
あ
つ
て
5

、
リ
ス
ト
は
こ
れ
に
至
る
一
の
先
驅
諸
た
る
地
位
を
與
へ
ら
..る
べ
き
で
あ
ら
う
。

M 

に
こ
の
歷
史
學
派
が
前
人Q

 

m心
想
的
遺
産
の
上
に
、
尙
そ
れ
等
と
は
異
る
と
こ
ろ
あ
る
思
想
的
武
器
を
帶
び
て
立
ち
上
つ
た
も
の
で
あ 

る
と
の
み
f

こ
と
は
、
勿
論
出
來
な
い
。-fa
典
學
派
の「

世
界
主
義」

と

「

永

證

義

」

と
にg;

す
る
反
f

し
て
、
又
獨
逛
が
後 

^

九̂
る
1?
め
の
こ
の
_
の
伤
說
^
札
運
節
が
播
藍
と
な
つ
て
、
歷
史
學
派
が
坐
れ
た
と
は
，吾

々
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
0(

7〕

然
も
bnj
、 

こ
の
學
派
は
"そ
の
成
立
の
地
盤
を
、獨
逸
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
に
於
い
て
持
つ
。

1
K

ふ
ま
で
も
な
く
こ
の
歷
康
派
は
、
杣
象
的
理
論
に
對
す
る
霞
的
態
度
、
法
則
の
概
念
に
對
す
る
篇
的
達
度
、
S

化
を 

纪
古
す
る
狹
S
な
辭
驗
-H-
_

11
1
に

は

-fi
體
的*

歷
史
的
な
材
料
の
1:
集
.の
耍
求
等
を
そ
の
特
微
と
す
る
0
0
0謂

ゆ

る

舊

賊

；
：
史
學
ー
氏
と 

新
歷
史
學
派
と
を
問
は
ず
、
そ
れ
等
に
共
通
す
.る
と
こ
ろ
は
、

一
般
的
法
則
を
绰
き
出
す
こ
と
を
輕
ん
じ
て
個
牲
記
述
的
の
純
よ
述
を
、 

蔣
が
#
の

否

歷

史

的

社

會

的

雞

問

の

！̂
的
と
し
た
こ
と
で
あ
る
？
こ
の
個
牲
尊
軍
の
立
場
は
、
こ
の
學
派
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム 

の
地
盤
.の
上
に
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
點
か
ら
の
み
見
て
4

々
に
承
服
せ
し
め
る
。
そ
し
て
シ
ュ
モ
ラ
ア
自
ら
云
ふ
如
く
-
靡
實
の
廣 

机
I

集
t

、
f

Q
時
代
、
I

、
及
H

I

特
殊
硏
究
I

f

し
、
且
こ
れ
I

ん
？

と
は
、
こ

の

濃

が

I

 

の
歷
史
i

f

布
し
、
屋

的

I

賞
的
i

度
を
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
か
ら
受
け
つ
い
？

と
集
す
も
の
に
外
な
ら
，̂

。
で 

は
そ
の
發
展Q

概
念
は
如
何
で
あ
つ
た
か
°
等
し
く
苦
々
が
i
に
ヴ
イ
コ
に
於
い
て
見
た
如
き
性
格
の
も
の
で
あ
つ
た
か
？
私
は
と
こ

—
i
f
i
i
—

i—
g
l
i
i
i
—

に
こ
の
學
派
の
發
展
の
思
想
を
明
瞭
'に
敎
へ
る
も
の
と
し
て
、
人
々
が
こ
の
學
派
の
名
前
と
共
に
菹
ち
に
聯
想
す
る
と
こ
ろ
の
經
濟
發 

展
段
階
說
を
採
り
上
げ
ょ
う
と
思
ふ
。

(

5) 
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素
ょ
り
發
展
說
と
發
展
段
階
說
と
は
同
一
視
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
前
渚
は
い
は
V
無
段
階
的
發
展
說
、
即
ち
軍 

な
る
發
展
說
で
あ
る
。
こ
れ
に
あ
っ
て
は
發
展
は
、
推
移
と
も
呼
ば
る
べ
き
も
の
に
等
し
い
。
謂
ゆ
る
直
線
的
發
展
は
こ
の
前
#
の
一 

面
で
あ
る
。
平
而
的
發
展
は
こ
れ
の
他
の
半
面
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
後
者
の
段
階
的
發
展
說
は
、
そ
の
發
展
す
る
段
階
の
各
*
が
い 

づ
れ
も
、
少
く
と
も
そ
の
段
階
に
關
す
る
限
り
は
、
全
體
.的
に
捕
捉
せ
ら
れ
觀
察
さ
れ
る
こ
と
を
性
格
に
持
っ
。
そ
の
各
段
階
は
統
一 

せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
眾
な
る
直
線
的
の
發
展
で
は
な
く
し
て
、
い
は
\:
'
靥
を
な
し
て
發
展
す
る
。
勿
論
こ
の
.後
客
自
體
に
於
い
て 

は
"
一
の
段
階
か
ら
他
の
段
階
べ
の
轉
化
が
平
穏
裡
に
遂
行
せ
ら
れ
る
か
.否
か
が
問
題
と
な
る
で
あ
ら
う
。
然
し
こ
の
問
題
は
、
段
階 

說
と
單
な
る
發
展
說
と
を
區
別
す
る
限
り
に
於
い
て
は
必
要
で
は
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
。：

と
こ
ろ
で
ヴ
イ
コ
の
發
展
說
は
取
な
る
發
展 

說
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
。

こ
の
問
に
對
し
て
菩
々
は
否
宛
を
以
て
昝
へ
る
。

そ
の
發
展
說
は
段
階
的
發
展
說
で
あ
り
、

そ
れ
は
ま
た 

a

マ
ン
テ
ィ
ク
期
を
特
徽
づ
け
る
有
機
的
全
體
觀
の
先
驅
的
な
現
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
私
が
こ
の
稿
で
取
扱
は
ん 

と
す
る
問
题
は1.' 
っ
の
■服
定
を
得
た
。
即
ち
犁
な
る
歷
史
發
展
說
で
は
な
く
し
て
、
■歷
史
發
展
段
階
說
を
中
心
と
し
て
載
を
進
む
ベ
き 

こ
と
こ
れ
で
あ
る
。 

.

•
 

.

經
濟
發
厕
段
階
說
の
構
造

六0

五

a

二 

1
1
〕

福

-

識

 

_

^!
?

^

_

_
義

«|
|

f A 〕

'J.
;
' ミ

：
-好

，1
,
-
n
.
T
O

4 ャISX?
III 
衣

I.)

1
1
i

f 
1
^
S5
 

一
 

、

r
i
-
w
l
w
e
i
a
-
w
-
I
u
i
-
-
^
J
=
-

t:
J 

=1J 
n
-
l
n
-
l
E
i
M
I1
之
\
|



奮

崖

i

s

 

六
0
六

(
1
1

ニ
ニy

三

發
展
段
階
說
は
、
斷
る
專
も
な
く
蕾
學
派
S

占
.す
る
と
こ
ろ
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
そS

I
I

创
S

づ
t

こ
ろ
で
も
，̂
い

.十：

2

代
に
於
い
て
は
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
、
ブ
ー
フ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
下
っ
て
は
ボ
オ
ダ
ン
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ウ
、
ケ
ネ
イ
、
ス
ミ
ス

等
等
が
、
い
づ
れ
も
各
自
の
立
場
か
ら
し
て
說
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
管
學
派
を
經
て
そ
の
沒
落
後
に
於

い
て

も

數
多
く
の
段
階
說
が 

立
て
ら
れ
て
ゐ
る
。(

1〕

私
は
こ
れ
等
の
各
を
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
心
算
も
な
い
し
、
又
、歷
史
學
派
に
屬

す

る

諸

學

容

の

多

く

の

段

階

說 

を
い
ち
い
ち
I

す
る
；

J 
I

し
な
い
。
た
V
私
が
憲
す
る
と
こ
ろ
は
、AJ Q

歷
史
學
派
の
段
階
說Q

本
質
を
把
捉
す
る
こ
と
で
あ

る
。
ロ
ッ
シ
ャ
ア
、
ク
ニ
イ
ス
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
、
、ビ
？
ソ
ヒ
ャ
.ア
、
.シ
ュ
モ
ー
フ
ア
、
こ
れ
等
歷
史
學
派
の
代
表
的
學
背
の
說
く
經

濟

發
儀
階

I

、そ
の
各
*；Q

外
形
は
す
べ
て
異
？

ゐ
る
け
れ
ど
、
尙
そ
れ
等
が
蓮
に
持
っ
き
ろQ

性
f

捕
ふ
る
こ
と
を
、
 

私
は
こ
こ
に
企
て
る
。
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s
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S
-
C
5
.

，
既
に
一
言
せ
る
如
く
、
リ
ス
ト
そ
の
人
を
歷
史
學
派
中
に
包
容
せ
し
む
る
可
否
は
問
題
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
通

例

、
經
濟
發 

展
段
階
說
の
說
明
に
あ
た
っ
て
最
初
.に
擧
げ
ら
れ
る
の
は
、
彼
の
名
前
で
I

。
彼
の
段
階
說
は
生
產
形
態
を
檩
準
と
し
、
諸
國
只
は 

野
蠻
遊
牧
、
農
業
、
農
工
業
、
農H

讓
狀
態
の
塞
五
露
を
と
る
と
な
す
も
の
で
あ
り
.、
そ
し
て
彼
が
讓
家
た
ら
ず
し
て
經 

濟
政
策
家
た
る
こ
と
、
こ
の
說
が
各
-
の
國
と
時
代
と
の
經
_

達
狀
態
に
應
じ
て
響
な
る
塵
政

f

立

っ

べ

き

こ

と

美

は
ん 

と
し
て
の
、讓
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
亦
：吾
々
の
知
る
と
こ
ろ
で
I

O
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
一
部
_
測
し
得
る
や
ぅ
に
、
こ
n
K
:
 ̂

释
說
は
堪
に
實
證
的
に
經
濟
生
活
發
達
の
動
向
を
指
示
す
f

の
に
止
ま
ら
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
そ
の
内
容
と
し
C

こ
化
と
異
る
的】 

彩
の
も
の
を
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
つ
たo

即
ち
彼
れ
.の
說
に
は
、
彼
の
見
解
よ
.り
し
て
の
理
想

|

|

渐
次
に
近
づ
く
段
險
が
說
か
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る6

例
へ
，ば

T單
&.
る

農
業
國
は

1-
H
1:
國

に

Jt
-し
て
完
金
な
ら
.ざ
る
狀
態
で
あ
る
と

 

一

K

へ
る
こ
と
は
t
そ
.の
譴 

左
で
あ

る
と
さ
れ
る

0
後
の
段
階
は
前
段
階
に
比
し
て
一
層
完
全
な
も
の
で
あ
る
。

そ

れ

は

理
想
狀

態

へ
、
完
成
へ
の
發
M
段
®
說
と 

.もIK

は
る
べ
き
も
の
、

理
想
主
義
的
赉
氣
高
き
も

の

と

云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
從
て
彼
の
段
階
說
は
形
式
と
內
容
と
に
於
い
て
相
反
す 

る

二
っ
の
も
の
を
持
っ
の
で
あ
る
。

彼
が
實
證
主
義
盏
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
彼
の
段
階
說
の
形
式
の
.上
か
ら
、
即
ち
經
濟
生
活
.
 

の
發
展
過
程
の
推
移
を
指
示
す
る
と
こ
ろ
か
ら
見
た
彼
の
半
而
的
性
格
で
あ
っ
た
。
然
し
そ
の
說
の
內
容
か
ら
沄
ふ
な
ら
ば
、
理
想
狀 

態
の
主
張
を
見
る
。
そ
し
て
こ
の
觀
念
的
な
木
質
が
實
證
的
な
裝
ひ
を
以
て
飾
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
、
そ
れ
が
、
彼
の
段
階
說
で
あ
っ
た 

の
で
あ
る
。 

,

.

實
證
的
，と
い
ふ
こ
と
が
歷
史
學
派
全
體
を
通
じ
て
の
特
色
で
あ
っ
た
と
い
ふ
通
說
に
從
ふ
な
ら
ば
、
か
く
し
て
、
そ
れ
は
彼
の
段
階 

說
の
表
而
の
み
に
觅
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
耷
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
象
は
木
質
を
顯
に
し
て
ゐ
る
も
の
で
‘な

ぐ
、
寧
ろ
そ
の
反
對
で
あ 

る
と
い
ふ
こ
と
を
吾
々
は
聞
か
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
リ
ス
ト
の
段
階
說
は
擧
げ
ら
る
べ
き
性
格
を
帶
び
て
ゐ
る
。
こ
の
こ 

.と
か
ら
し
て
彼
は
倚
過
去
の
地
盤
の
影
響
か
ら
脫
し
て
居
ら
ず
、
從
て
謂
，ゆ
る
歷
史
學
派
の
う
ち
に
數
へ
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と 

を
示
す
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
で
は
、
通
念
に
從
つ
て
の
歷
史
學
派
代
表
.者
の
段
階
說
か
ら
共
通
に
ひ
き
出
さ
れ
る
も
の 

は
、
リ
ス
ト
の
段
階
說
の
外
衣
に
吾
々
が
い
ま
見
た
も
の
の
み
で
あ
っ
た
ら
う
か
。

(

2〕

s
o
w
&
O
M
r
t

..
 op. cit S. 459.

.

.
謂
ゆ
る
生
產
の
三
要
素
の
共
働
の
程
度
を
檩
準
と
し
て
自
然
、
.勞
働
、
資
本
の
各
*
が
優
勢
な
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
三
段
階
を 

立
て
た
ロ
ッ
シ
ャ
ア
、
交
換
手
段
の
推
移
を
以
て
自
然
經
濟
、
貨
幣
經
濟
、信
用
經
濟
の
順
序
を
持
っ
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
段
階
說
、財 

が
坐
產
衮
か
ら
消
費
者
に
至
る
徑
路
の
長
さ
を
標
準
と
し
た
封
鎖
的
家
內
經
濟
、
都
市
經
濟
、
國
贤
經
濟
の
ビ
ユ
ッ
ヒ
ャ
ア
の
段
階
說
、
 

經
濟
發
展
段
階
說
の
構
造 

六
。
七

o
ニ
ー 

g
.



襄

發

I

親

の

證

■
 

s

,

或
は
l

i

の
發
達
が
政
霧
領
域
簡
の
擴
火

L
J密
接
な
る
關
係
あ
り
と
し
て
対
落
經
濟
、
都
市
經
済
、
領
域
經
濟
、
國
以
經
濟
、
 

世
界
鑛
の
發
股
段
階
說
I

I

シ
ユ
モ
ラ
ア
等
は
、、：

い
ま
改
め
て
述
ぶ
る
ま
で
も
な
い
周
知
の
こ
と
に
屬
す
る
。
そ
し
て
^
れ
等 

に
對
し
て
從
來
行
は
れ
I

難
の
數
々
を
腹
み
て
も
、
こ
.
l

l

l

fへ
て
s

l

f
れ
得
ぬ
為
で

t

と
ず
る
も
d

 

或
は
段
階Q

各
ハ
に
於
け
る
特
s

f

t
し
I

現
t

れ
て
ゐ
な
い
と
す
る
も
の
、
或
I

階
の
立
て
方
産
史
的
I

I

 

t

て
ゐ
な
い
と
い
t

の
等
は
、
：す
ベ
て
こ
れ
亦
#
々
の
,

耳
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
.る
。
例
へ
ば
ベ
ロ
才
が
響
的
て
学
i

s
 

H

般
S

し
て
次q

如
I

f

加
へ
て
.ゐ
f

Q
は
I

代
表
的
I

も
？

あ
ら
ぅ
。

n

z

l

i

n

 

,
り

€

て
に
逆
し」

ヒ
ノ
ー
フ
フ
ラ
ン
ト
ヵ
リ
ス
ト
に
藝
し
て
如
へ
た
と
こ
ろ
の
、
即
ち
そ
れ
等
の
理
論
は
單
に
一
又
は
一
ニ
ニ
の
段
族
の

歷
史
.

i
誉

質

辱

の

部

<

1
抽
象
さ
れ
f

の
に
過
I

い
と
い
ふ
、
S

が
一
様
に
加
へ
ら
れ
る
。
例
へ
f
ノ
ユ 

モ
ラ
ア
の
讓
の
I

は
、
火
翳
に
獨
逸
民
族
の
運
命
か
ら
構
成
さ
ル
た
に
過
ぎ
な
い
。
ビ

,
ッ
ヒ
ャ
ア
は
？

皮

の

少

く
 

と
1

i

 

J

ッ

パ

養

I

し
て』
擊

t

い
っ
て
I

し
て
ゐ
る
。
然
し
ひ
|

か
る
|

^

^

く 

さ
ホ
る
な
ら
ば
；
そ
れ
に
ょ
つ
て
こ
の
理
論
I

遍
I

性
を
斷
念
す
f

の
で

あ
る」

と
。S

I

こ
こ
に
こ
I

派
の
惱
I

孪

る

。
即
ち
i

永
遠
的
I

s

則
を
霊
し
去

.つ
£

ち

上

っ

た

こ

警

と

f

等 

學
が
f

し
て
I

ベ
I

た
I

、
I

I

の
f

 

i

i

f
、
I

そ
れ
^

;

的
r

u

 

U
究
の
助
け
を
f

て
I

し
た
經
驗
法
則
に
f

ら
し
め
、
以
I

I

繼
自
の
篇
晶
拓
せ
ん
と
心
掛
け
な
が
ら
も

、
M

o f 

l<
1J
:f
t

l!
f
ば

鍵

遍

的

性

格

を

賦

興.

I
と
を
口
走

.
の

し

M

 

れ
.『

つ

で

あ

る

と

、

ひ

と

は

こ

れ
I

し

5

ふ

。

こ

れ
S

し

て

、
段

雪

が

杣

象

的

で

あ
t

 

の
S

あ
I

I

へ
I

れ

は
.
1

:
1

f

失

つ

て

の

法

則

化
I

で

は
I

と

い

ふ

辯

明

が

、
ー
こ

I

派

に

？

|

ょ
|

せ

ら

れ

て
^:

る

々

^ -
紙

こ

と

过

む

の

辯

明

^

ク
て
灰
解
せ
ら
シ
る
も
の
で
あ
.

つ
.
た

ら

う

•か

0'
否

、

辯

解
は
結

局

辯

解

た
る

|€
*

過

^

^ ;
' 

如

分

た

の

で

杈

る
0

'.
'

そ
の
理
由
と
し
て
は
種
々
の
.

も
の
が
擧
げ
ら
れ
#

る
で
あ
ら
う
。
法
則
概
念
の
究
明
よ
り

し
て

、
實
說

主
義

の
解

•

剖

よ

り

し
て
、
或
は
經
濟
學
の

•構
造
の

吟

味

よ

り

し

て

等

o

然

し

私

は

そ

の

迦

F.
1

.
1#

け

を

發

展

の

問

題

か

ら

し

て

瑋

き

出

し

た

い

と

思

.
.

.
.

.
.

.

 

.

、

.

-

■

*
 

.

^
Q
_
. 

' 

’

.ベ M
.

 

ノ 

G
s
r
p

•‘ v
o
n

 

B
e
l
o
w
:

 

.
t
l
b
e
r
.

 

T
h
e
o
r
i
e
n

 

d
e
x

 

W
J
.
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
n
,

rtn
t
w
i
c
k
l
u
n
g
.

 

d
e
r

 

v
a
k
e
r
,
.
.

 m
i
t

 

.
b
e
s
o
n
d
e
r
e
r

 

R
i
i
c
k
s
i
c
h
t

 
n
u
f

el
。
 

S
t
a
d
t
v
v
h
r
t
s
c
h
a
f
t

 

d
e
s

.
 d

e
u
t
s
c
h
e
n

 

M
i
u
e
l
a
l
t
e
r
s
.
-

 

i
n

 

p
r
o
b
l
c
m
e
.

 

d
e
r

 

.
w
i
r
t
s
c
l
l
a
f
t
s
g
e
s
c
H
c
h
t
e
.
.

 

2
. 

A
u
f
L

 

1
9
2
6
. 

S
.

 

1
6
4
1
5
.

.
リ
ス
ト
に
於
け
る
段
階
說
の
形
式
的
性
格
、
そ
し
て
ロ
，
ッ
.シ
ャ
ア
以
後
の
|#
1:
の
性
格
；の
全
輻
に
就
い
て
は
、
様
々
の
曾
葉
を
以
て 

言
ひ
現
は
さ
れ
.る
で
あ
ら
う
‘が
、
そ
.れ
等
は
羅
竟
歷
史
學
派
自
體
の
性
格
た
る
、
經
濟
現
象
の
荷
機
的
統1

の
中
：張
か
ら
派
坐
し
來
る
も 

の
に
外
な
^>
'
-
な
.い
。
從
て
そ
の
‘採
る
と
ど
ろ
の
.發
展
概
念
は
、
荷
.機
的
'の
そ
れ
で
あ
.つ
.た
と
.一ム
ふ
こ
と
が
川
來
よ
う
^
然
も
-そ
れ
は
機
. 

械
論
的
.十|-
1
典
學
派
ぺ
の
反
動
、
_页
に
は
歷
炎
學
派
本
來
の
地
盤
の
强
き
影
響
の
然
.ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
の
で
办
る
ヴ
ゆ
胄
に
就 

い
て
‘繰
^ ,

返
へ
し
て
. 一

K

へ
ば
、
’口
マv

テ
ィ
ク
の
性
格
は
歷
史
學
派
の
脫
十
る
能
：は
ざ
る
も
の
で
あ
.つ
た
の
で
お
る
。
そ
こ
に
ば
、哿
 々

，が
_
忆
ヴ
ィ
?.
に
就
い
.て
览
だ
如
き
、神
擧
的
笆
彩
は
無
い
。
' 又
ヴ
.ィ
4
に
殘
#
せ
る
布
代
的
循
環
理
論
の
名
賤
り
も
#
し
な
い
0
即
ち 

ヴ
ィ
コ
の
藏
せ
る
お
代
的
中
世
的
殘
滓
は
見
出
し
雛
い
が
、
そ
の
他
の
點
に
就
い
で
は
等
し
く
荷
機
的
發
M
と
し
て
性
格
づ
け
ら
る
べ 

き
も
の
が
、
歷
史
學
派
.の
.段
階
說
の
眞
髓
で
.あ
つ
た
と
考
ベ
ら
れ
る
。
即
ち
同
一
地
盤
に
あ
つ
て
結
局
歷
史
擧
派
は
ヴ
ィ
コ
.的
性
格
を
、 

葙
.の
跟
宛
を
持
つ
て
、
保
布
す
る
と
風
て
.よ
.い
で
あ
ら
う
。

一
言
に
し
て
去
へ
ば
そ
れ
は
觀
想
的
性
格
.を
持
し
、
過
去
か
ら
の
過
程
.の 

み
が
採
り
.上
.げ
ら
れ
、
然
も
そ
れ
は
現
在
に
於
.い
て
{元
結
せ
ら
れ
る
.と
见
る
の
で
あ
つ
た
々
即
ち
ロ
ッ
シ
ャ
ア
の
資
本
要
素
.の
優
勢
な 

る
時
代
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
シ
ト
の
信
用
經
濟
時
代
、、ビ
，
ッ.
ヒ
.

'ャ
T

の
®
.民
經
濟
峙
代
、
シ
ユ
モ
ラ
ア
の
佌
界
經
濟
の
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、 

棘
濟
發
展
段
附
說
の
桃
避 

六

〇

九

0

1一
一
五)



絕
濟
發
M -
段
階
說
の
櫛
造

:

ノ 

.

六

1
0 

(

ニ」
1

六)

最
後
の
、最
高
の
發
農
階
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
'そし

て

同
一
な
る
有
機
體
が
こ
れ

等
の
鋳
に
I

す
る
成
長
證
を
說
く
の
が
、
 

そ
の
發
腿
段
階
說
な
の
で
あ
つ
たo

過
去
の
諸
段
階
.は

、

i

の
段
階
に
對
す
る
段
階
と
看
做
す
も
の
で
あ

つ

た

o
_
ょ

く

比

锻

さ

し

る 

と

こ

ろ

で
あ
る
力 
'過
f

歷
史
を
以
て
子
供
が
次
第
に
大
人
に
成
長
す
る

如
き
過
程
と
見

る

と

こ

ろ

に
、
と
の
歷
史
學
派
の
霞
說
の 

論
的
性
格
が
あ

1

:

1
も
ょ
い
で
.あ
ら
ぅ
。
現

空

で

の

歷

史

は

た

赢

在

.を
作
り

|

|

|

|

故

さ

れ

る

° ;

^

“

階
、
こ
の
I

の

馨

が

雪

の

愛

的

墨

の

目

的

で

あ
る
4

察
さ
れ
る
。
か
か
る
觀
黏
を
、
藤
I

n

规
に
揭
.つ

て

ゐ

た

の

で
あ

る

。 

——

.
分
へ
？

ッ
ヒ
ャ
ア
が
そ
の
國
民
經
濟
な
る
段
階
に
就
て
次
の
如
く
語
る
を
聞
け
。
日
く
、r

一
 
民
族
全
體
の
I

充
足
が
惹
起
す 

る
と
こ
ろ
の
、施
設
、霄

所

爲

の

襲

が

國

_

濟
|

成
す
る
。
國

猶

濟

は
f

多
數
の
個
別
經
濟
に
分
た
れ
る
が
、I

は
咬 

換

I

て
相
趸
結
合
さ
れ
•そ

し
て
そ
6

S

“
他
の
す
べ
て
i

s

し
て
或
I

f
負
2

他
の
す
べ
て
か
ら
か 

力

#

r
を
負
は
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
ょ
つ
て
、
I

に
對
し
て
多
I

様
に
侬
布
し
合
ふ
の
で
I

。
あ
ら
ゆ
る
方
时
こ
歡 

G

U

I
係
|

狀
態
か
ら
I

、國
I

濟
は
、
f

#

後
に
横
は
れ
る
讓

の

文
化
篇

の

繁

で

I

」「

歷
^

 

び

無

に

®
解
す
る
に
は
、そ
れ
が
如
何
に
し
て
坐
成
し
て
在
る

f

o

f
 

i
の
か
S

ぶ

营

時

、2
初
め
て 

.
V
.
.
，ら

f

て
あ
る
力

そ
の
や
ぅ
に
^

M

は
ま
た
、
次Q

如
き
課
響
閑
却
す
る
を
許
さ
れ
な
いQ

で
あ
る
。
即
ち
u

n

Q
 

f

が
今S

Q
.

駕
經
濟
の
形
姿
を
と
る
前
に
、
如
何
な
る
發
展
龄
@

經
て
.來
た
か
、
そ
し 

見
丨
^

^

U
謹

を

麗

し

I

I

る
暴

I

」

#

雪

藤

■

る 

一.

I
襲

を

；

^

^

;

M

の

國

^

經

濟

は

最

後

の

そ

し

て

最

高

の

，發

M -
段

階

で

あ

る
と
、

ビ

ユ.

ッ
ヒ
.ャ
ア
は

云

ふ

の

で

あ

る

①

過

去

の

歷

®

は

一

切

八

-7
>

^

か

あ

ル
 

經

濟

を

作
0
/1
*
,
す
手

段

に

外

な

ら

.な

か

つ

た

。

今
：=
の

國

^
經

濟

は

過

去

の

歷

史

的

發

股

の

究

極

坑

的

.で

あ

る

。

現

在

を

以

て

か

く

の

如

く
 

g
e

w
o

r
d

s

 

s
e
i
n

 

W

見

る

こ

ミ

に

就

い

て

は

似

他

に

諭

ず

る

機

辭

を

持

ち

た

い

ミ

思

ふ

。

(

6〕
K

a
r

l

 

B
i
i
c
h
e
r
:

 

D
i

e

 

E
l

e
h

u
n

ffQ

p 4
o
M

Y

0
2n
H

t

s

c

h

a

f

t

.
 

1
7

. 

A
u

f
L

 

1
9
2
6

. 

J
.

 

s
.

00
5. 

u
.

00
5,
,

か
、
る
見
解
は
、
ひ
と
り
ビ
ユ
ッ
ヒ
.
.ャ
ア

に

-|
|
:
-
ま
ら
な
か
つ
た
0
そ
れ
は
歷
史
學
派
に
屬
す
る
と
せ
ら
る
る
他
の
諸
學
者
の
段
跸
說 

が
、
等
し
く
共
通
に
帶
び
る
と
こ
.ろ
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
し
て
見
れ
ば
、
.
こ
と
に
そ
れ
等
謂
ゆ
る
歷
史
雞
派
木
來
の
諸
段
階
說
も
、
 

鍵
に
见
た
リ
ス
ト
の
說
と
は
さ
し
て
背
馳
し
な
い
も
の
を
持
つ
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
リ
ス
ト
と
云
ひ
、
ビ
ユ
ッ
七
ャ
ア
と
云
ひ
、
ヒ 

ル
デ
ブ
ラ
ン
卜
と
云
ひ
®

等
い
、
そ
れ
等
は
共
通
に
歷
史
學
派
段
階
說
と
し
て
性
格
#
け
ら
る
ベ
き
同
質
の
も
の
を
也
藏
す
る
の
で
あ 

る
。
そ
れ
は
驼
.に
私
が
リ
ス
ト
忙
於
い
て
區
別
し
た
と
こ
ろ
.の
'、
形
式
上
に
於
い
て
も
、
ま
た
内
落
に
於
い
，て
も
0
た

V
內
容
に
於
い
て
、
 

リ
ス
ト
に
於
け
る
が
如
き
濃
厚
な
る
觀
念
的
理
想
主
義
的
也
彩
は
、
歷
史
學
派
本
來
の
諸
說
に
於
い
て
は
こ
れ
を
见
る
こ
と
が
出
來
な 

い
で
あ
ら
ぅ
。
然
し
そ
の
歸
す
る
と
こ
ろ
は
同
一
で
あ
つ
た
と
云
つ
て
も
暴
言
で
は
な
い
と
m心
は
れ
.る
。
そ
れ
は
結
局
裎
度
の
冏
题
で 

あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
.こ
の
性
格
は
ま
た
W
三
述
べ
た
如
く
、
彼
等
の
地
盤
た
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
.シ
ズ
ム
に
絡
は
る
と
こ
ろ
の
も
の 

で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
有
機
的
發
股
說
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
.の
意
味
に
於
い
て
、
ヴ
ィ
コ
は
歷
史
學
派
と
' 

間
題
史
的
掛
聯
を
^
つ
。
.

.

■

四

.

か
く
の
如
く
性
格
付
け
ら
れ
た
歷
夾
學
派
の
發
股
段
階
說
は
、
如
何
.に
し
て
權
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
私
は
こ
こ
に
そ
の
構
造 

.

經
浒
發
展
段
階
說
の
檇
造 

六
ニ 

： 

S
 

M

七
：}



l

i

段
階
說
の
構
造 

.

.

:
 

六
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ノ
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を
揀
ね
^
、
.种
び
^
れ
を
-ビ
ユ
.
.ッ
ヒ
.ャ
ア
に
聞
く
0 

V 

• 

•

、

.

f

l
、「

經
濟
段
階
の
達
は
缺
く
ベ
か
ら
ざ
る
研
究
方
法
的
補
助
手
段
に
屬
す
る
。
そ
れ
は
經
濟
理
論
が
經
濟
史
の
硏
究
繁 

I

用
し
I

唯I

の
方
途
で
あ
る
。
然
し
そ
の
發
展
段
階
は
、
歷
史
家
が
そ
の
素
材
I

類
し
て
ゐ
る
時
代
別
と
混
同
す
べ
き
f
 

•ぃ
。

歷

史

家

は
1
「

時
代」

に
起
つ
た
重
要
な
事
を
物
語
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が

、

こ
れ
に
'反
し
て
理
論
家
の
段
牌
f
 

K

• 

常
的
な
i

l

す
る
i

あ
つ
て
、
1

的
な
こ
と
.は
こ
れ
を
I

に
無
視
し
て
ょ
い
の
で
あ
る
。

一
n

 

■

到
"

現
象
と
諸
設
備
と
を
I

に
持
つ
と
こ
ろ
の
、

緩
漫
な
幾
百
年
以
上
に
も
苴
る
謹
に
際
し
て
、
一

の

場
所
.で
は
發
I

迅
速
こ

T r 

c-
t
tれ
、他
Q

I
で
は
後
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
決
し
て
稀
で
f

の
I

て
、.か
I

I
常
的
諸
l

l

l

h

ici〗

 

‘
_
fも
の
と
な
り
f

。
.然
し
理
論
家
に
と
つ
て
は
、
魏
體
の
發
展
I

の
主
要
フ
%
_
.に
於
い
て
捕
捉
す
る
こ
と
の
み
が

『

ょ
•
れ
る
の
 

ニ
あ
り
，これに反̂

一

 
切
の
證
樂
そ
の
流
れ
の
中
に
在
る
き
ろQ

I
I

ゆ

る

過

渡

期

は

こ

れ

を

二

の

で

あ
 

る

>k
は
た
V
發
阪
狀
態
の
み
を
取
扱
ふ
。
或
は
、
彼
は
麗
の
法
則
を
見
出
す
の
で
あ

る

o」

c
i 

.

c
l)

 

K
i
c
h
e
r
:

 

o
p
.

 

c
i
t

 

s
.

 

8
7
.
s
.

•
こ
の
ヒ
ユ
ソ
ヒ

-̂ア
の
言
葉
は
歎
歷
史
家
べ
.ロ
オ
の
反
駿
す
る
と
こ
ろ
と
な
.つ
て
居
る
。
即
ち
べ

P
オ
は
右
の
ビ
ユ
.
ッ
ヒ
ャ
ア
の 

裔

に

應

答

し

て

、「

多
く
の
經
濟
學
翁
が
歷
史
的
零
に
對
し
て
か
か
る
自
山
な
關
係
I

ら
許
し—

現
在
が
佻
給
す
る
村
料
I

 

n

l

n

没
で
處
现
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
こ
と
を
、
私
は
係
む
。
ひ
と
が
純
粋
論
理
的
聽
を
構
戎
し
f

こ
と 

然
し
縱
令
確
1

ら
ず
と
も
、
ひ
と
が
或
る
年
代
的
關
係
に
於
い
S

へ
.

1
ろ
の
段
階
は
、
本
S

だ

f

う

匿

霞

彼

ミ

ゥ

ヒ

ベ
ロ
オ
そ
の
人
も
發
屁
段
階
說
の
定
立
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
但
し
そ
れ
が
普
遍
安
常
的
發
展
法
則
で
な
い
こ
と
に
注
意
を 

拂
ふ
べ
き
こ
と
を
要
求
し
た
こ
と
は
、
旣
に
菩
々
が
见
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
彼
が
ビ
ユ
ッ
ヒ
ャ
ア
に
對
し
て
反
對
す
る
と
こ
ろ
は
、
 

ビ
ユ
ッ
ヒ
，ャ
T
が
一
の
直
線
的
發
展
を
信
じ
そ
し
て
個
々
の
歷
史
的
現
象
を
可
能
な
る
限
り
彼
の
發
展
圖
式
に
押
し
入
れ
た
こ
と
.を
以 

て
敍
述
上
の
缺
點
な
り
と
す
.る
こ
と
へ
i
、
更
に
ビ
ユ
ッ
ヒ
ャ
ア
が「

正
常
的
な
る
も
.の』

の
み
を
そ
の
對
象
と
す
ゐ
こ
と
を
排
斥
し
、
彼 

が
尙
现
論
と
歷
史
と
を
混
同
し
て
ゐ
る
七
い
ふ
こ
と
等
で
あ
る
。
素
.よ
り
べ
.ロ
オ
の
反
駁
は
、
幾
多
の
史
實
を
擧
げ
て
迫
る
も
の
で
あ 

る
が
、
そ
れ
等
に
立
ち
入
つ
て
い
ち
^
ち
こ
れ
を
見
る
こ
+と
は
ノ
^
ま
は
必
要
-̂
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
-る
。
.

,

(

■2) 

Bel9w.:op.cft .S. .172,

.'
•(

3')

w
e'o
w 

:
.
o
p
. 

dt, 

s... IS5.. 

-

.
段
阶
說
の
構
成
に
就
，い
て
、
經
濟
學
漭
ビ
ユ
ッ

ヒ

ャ
ア
と

歷
史
豸
ベ
ロ
オ
と
は
そ
の
晃
解
を
異
に
す
る
。
ビ
ユ
ッ
ヒ
ャ
ア
の
そ
れ
は 

云
ふ
迄
も
な
く
、
歷
史
學
派
ー
，
般
の
包
藏
す
.る
自
己
矛
厨
を
そ
の
ぅ
ち
に
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
の
'ベ
ロ
オ
ひ
批
刺
は 

.大
體
に
於
い
て
正
し
い
と
考
へ
ら
れ
よ
ぅ
。
乍
然
そ
の
こ
と
の
深
き
迦
解
の
@
め
に
は
、「

ベ
.ロ
オ
自
#
が
荷
し
て
ゐ
た
發
股
段
階
說
一 

，般
f
c對
す
る
見
解
が
明
か
に
さ
.れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
素
よ
り
で
あ
る
o
.こ
こ
.に
於
い
て
、
私
は
彼

*[
|
|康
，の
言
葉
を
以
て
こ 

れ
を
知
る
べ
く
努
め
た
い
と
思
ふ
。「

歷
史
的
に
茁
耍
な
も
の
、
本
質
的
な
も
の
.は
、共
通
的
な
も
の
、
合
橄
的
な
も
.の
、
正
.常
的
な
も
の 

と
し
て
.、.
.種

^
な
る
歷
史
的
规
象
か
ら
現
は
れ
る
と
.

こ
ろ
P
も
の
と
決
し
て
同
一
で
は
な
い
o
単
に
後
容
に
對
す
る
關
心
の
み
を
以
て 

.

.，は

.、

.ひ
と
：が
歷
史
の
生
命
力
を
認
識
せ
ん
’と
欲
し
て 

'も
C
れ
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
變
則
も
规
則
と
同
様
に
興
味
あ
り
.或
は
少
く
と
も 

31
要
，で
あ
る
。
お
常
的
な
る
も
.の
.と
.し
て
：引
き
出
さ
れ
た
察
實
を
一
面
的
に
細
み
る
こ
.>
に
よ
つ
.て
得
ら
れ
た
發
股
系
列
.は
、
却
つ
て 

./
■*
.論

#'
を
坐
デ
る
‘於
、
.歷
史
的
生
命
の
極
意
.に
は
始
ど
■
く
こ
と
が
な
い
^
の
：で
.あ
る
。
.
.歷
史
家
於
、
彼

が『

到
る
處
にC

あ
ら
ゆ
る
諸
民 

鈿
濟
發
M
段
階
說
の
.構
造 

六

一

三

，
p
 ニ1

九〕

.



讀

.霞

I

造
： 

.

六
i

 

2

1

)

r
に
方
い
て)

同
樹
に
乾
過
す
る
發
展
波
^
の』

假
定
、
到
る
處
_に
經
濟
坐
沿
、に
於
い
て
來
縛
か
ら
自
山
へ
の
繼
續
的
發
展
が
行
ば
れ
'

ら
ず
、
却
っ
て
公
平
な
歷
史
的
硏
究
'に
ょ
っ
て
否
認
せ
ら
.る
が
故
に
、
.こ
れ
を
否
李
る
の
で
あ
るo

史
料
は
、

一
切
の
雷
的
叙
述 

の
ぎ
礎
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
歷
史
的
槪
念
に
と
つ
て
も
.、
亦
無
味
乾
燥
な
る
個
々
の
事
實
に
と

つ

，て
も

。」(

4〕

史
料
が
ベ=

ォ
に
於
い
て
は
最
高
の
霸
官
で
あ
る
o
.こ
の
I

を
.以
'て
し
て
、
麗

段

階

說

.と
如
何
に
結
び
付
く
か
を
見
な
ナ
I 

ば
な
ら
な
い
。
云
ふ
、「

眞
の
學g
の
最
高
.の

讓

が

、
總
括
的
判
斷
の
、.、■

的
に
適
贱
す
る
且
っ
精
密
な
る
表
明
な
る
場
合
に
は
、

歷
史
家
は
、
.讓

實

裏

意

深

A

っ

能

完

含

S

し
、
產

關

係

に

I

っ
け
、
嚣

別

的

觀

念Q

下
i

f

 

J

、

, 

象

の

價

管

？

I

に
、
彼C

職
f

 

f

 

Q:

で
I

。
彼
I

妻

の

觀

か

ら

作

I

げ
る
。
然
し
作
り
k

l
と
い
ふ 

I

I

 く
彼
の
S

な
の
で
あ
る
。
こ
の
仕
辦
に
と
っ
て
は
亦
、
鋳
概
念
の
利
州
が
彼
に
好
都
合
な
補
助
平
段
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ 

に
就
い
で
は
、
そ

れ

集

し

く

措

す

含

と

、
そ
れ
I

際
何
で
貧
何
を
與
へ
得
る
か

I

か
に
す
る
こ
|

肝
要
で
あ
る
0 1」

2 ,

そ
れ
は
如
何
に
し
て
使
州
：さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
ベ
ロ
ォ
は
こ
れ
.に
答
へ
て
、「

ひ
と
が
棰
々
の
段
階
を
、
そ
れ
に
一
等
に
令
ナ
る 

一
段
族
の
狀
態
•を
適
合
せ
し
め
得
る
如
き
现
念
型
と
し
て
觀
る
な
ら
ば
、
使
用
す
る
こ
と
が
出
來
る」

と
云
ふ
。
S

次
い
で
マ
ク
ス
• 

ゥ
エ
ノ
ァ
I

念
i

概
念
の
特
質
を
述
べ
た
る
後
、「

常
然
こ
の
戰
念
型
は
確
實
に
獲
得
さ
れ
た
歷
史
的
觀
察
材
料
の
卜
-
C 丁
ち
立
て 

ら
れ
な
け
れ
1

1

5
。
鑒

上

雪

Q

狀
態
が
如
何
に
あ
っ
た
か
と
い
ふ
こ
と
に
無
關
心
な
職
式
S

成
ほ
ど
强
く
排
斥
さ
る
べ 

き
も
の
は
無
い」

9

1 

みふ
。
简

祺

篇

へ

ば

、
素
材
の
み
取
扱
ふ
べ
か
ら
ず
•
ま
た
槪
念
の
，み
取
扱
ふ
べ
か
ら
ず
、
と
の
、
i

h

.に
使

学

る

f

.
ば
、
段
I

n
は
硏
究
上
多
火
I

效
f

f

す
と

I

の
平
段
で
あ
る
と
い
ふ

の

が
、ベ
ロ
 

f

っ
ヒ
。 

.0
=0

. 

Below 

o
p
. 

cit. 

w
. 

Is.g-IQQ. 

f 

V
-

こ
の
最
後
の
*J
I刖
文
に
見
る
如
く
、
歷
史
家
ベ
ロ
オ
は
歷
史
家
た
る
に
Jl
：.ま
る
限
り
、
な
ほ
ラ
ン
ケ
的
色
彩
を
持
つ
。
あ
の
ラ
ン
ケ 

0
布
名
た
言
葉wie 

es eigentlich gewesen i
s
t
v
s

を
想
起
せ
よ
。
馊
證
虫
莪
的
歷
史
叙
述
の
使
徒
ラ
ン
ケ
S

の
影
響
は
、
歷
史 

家
べ 

>
オ
の
身
邊
に
絡
は
る
。素
よ
り
ベ
ロ
オ
は
ラ
ン
ケ
の
下
位
に
甘
ん
ず
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
け
れ
ど
。

へH.

ゲ

ル折：：

學

に

對

し

、 

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
對
し
て
放
然
戰
を
寬
し
た
ラ
ン
ケ
の
態
度
は
、ベ

！！

オ
が
口
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
地
盤
を
布
す
る
歷
史
學
派
に 

鋳
し
て
批
判
を
加
へ
た
態
度
と
、

ー
贳
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
見
ら
れ
よ
ぅ
。
そ
し
て
口
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
國
设
的
倾
向
を
持 

つ
こ
と
に
靴
し
て
實
證
生
義
は
こ
れ
を
排
斥
し
た
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
歷
史
學
派
に
對
す
る
べ
口
オ
の
態
度
も
、
前
^
の
國
以
的
ま
た
實 

踐
的
傾
昀
性
は
禁
ぜ
ら
れ
事
實
の
記
載
を
變
へ
る
こ
と
は
全
く
許
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
と
し
た
の
で
あ
る
。
言
葉
/?
>
換
へ
て
そ
し
て
極
端 

に
云
へ
ば
、
ロ
マ
シ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
實
證
生
義
と
の
鹅
的
な
歷
史
學
派
の
段
階
說
は
、實
證
主
義
を
振
り
腸
し
て
の
ベa

オ
の
排
擊
す
る 

と
こ
ろ
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
乍
然
、
近
代
の
實
證
生
義
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
艰
敢
に
戰
つ
た
に
も
拘
ら
ず
、
尙
荷
機
體
說
を
全 

く
克
服
し
#-
な
力
つ
た
こ
と
は
.
ひ
と
の
^
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
‘こ
の
戰
の
結
^
は
そ
の
ま
\
、へ
P
オ
に
當
て
嵌
め
る
こ
と
が
/-
1'
來
よ 

ぅ
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
ベ
ロ
オ
は
尙
、
理
念
型
と
し
て
、
十
分
史
貴
を
と
り
入
れ
た
.理
念
型
と
し
て
、
段
階
說
を
採
用
す
.べ
き
こ
と
、
 

然
も
そ
れ
が
決
し
て
無
用
の
空
論
な
ら
ざ
る
こ
と
を
說
い
た
。
そ
れ
は
結
局
べ
ロ
オ
.に
あ
つ
て
.は
ヴ
エ
バ
ア
に
於
け
る
と
等
し
く
、H

 

的
で
は
な
い
が
手
段
、「

歷
史
叙
述
に
一
義
的
表
現
手
段
を
與
へ
，ん
と
す
る
も
の」

C10〕

で
あ
づ
た
。
然
も
蒂
々
が
グ
エ
バ
>
に
於
い
て 

見
る
如
く
、「：

理
念
！一

は
一
或
は
、
一
.一
三
の
觀
點
の
.一
.面
的
高
#
に
よ
つ
て
、
そ
の
觀
點
に
.關
係
す
る
と
こ
ろ
の
散
在
せ
る
、
此
處
に
は 

k
濟
發
M
段
階
說Q

構
造 

山ハ」

近

パ

ー

！
 

一
一
二)



/ 

l

l

g

i

 

六
ニ
ク
 

2
:

 

二

三

〕

多
X
彼
變
は
少
ぐ
時
に
は
全
然
|

.

|る
個
別
的
現
f

、
そ
れ
蠢
一
'り
I

一
 

せ
：1

惟
形
像
.に
ま
で
、
ま
と
め
あ
げ
る
こ
.と 

に
ょ
つ
‘て
得
ら
れ
f

の
で
あ
り
、
そ
の
槪
1

純
梓
I

於
い
.て
、
か
か
る
思
惟
形
像
は
何
處
に
も
義
に
於
ぃ
て
經
驗
的
に
見
出

ベ
の
'

I
ゥ

ェ

ハ

了

木

來

，
の

.そ
れ
と
は
異
な
，る
。
然
も
尙
か
か
る
觀
念
的
產
物
を
、
縱
令
.そ
.
れ

が

純

然

た

る

も

の

で

な

< <
て
も
、
 

:a
と
.し
■て
杯
.用
す
る
と
と
を
云
つ
た
が
爲
め
、
.と
の
.「

假
借
I

批
評
家」

ベ
ロ
ォ
も
、：

徹

厕

繁

實

證

的

I

雷

家

ァ

ル

.フ
ォ
. 

ン
ス
•
ド
ブ
.シ
ュ
の
論
雛
す
る
と
こ
ろ
と
な
つ
たQ

で
あ
る
O
CI2〕

.
.

.

.

^
1
.
* 

0

1

0

?
 

^
0
 ̂

I

I
 

K

l

o

l

?

-
 

I

.
 

?

.

,

8

ン
ョ
ォ
ク
は
»
|フ
ン
.ヶ
を
街
し
5

_

で
あ
|

5

て
.ゐ
る
。
そ
れ
は
？V

ヶ
の
霧
的
表
現
か
ら
公
つ
た
の
で
あ
る
が
、」

の
解it.  

.

.

.

.は

.
歷

史

纩

晋

S

的
の
需
で
|

ズ
い
歳
か
ら
しH

事

る

_

的
見
.解
の
問
鬯
述
I

も
？

あ
る
。
そ
し
て
こ
こ 

•

.

に
物
麗
蟹
の
狻
を
帶
び
る
_

が
あ
る
。
然
も
こ
れ
は
麓
、
有
機
的
置
の
思
想
を
把
持
す
る
I

め
で
あ

る

呈

ら

れ

る

。 
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き

？

" 

o
p
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d
t

 s. 

IVO
I
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•

A
l
w 

7
シ
ュ
に
就
て
は
'
s」

私
は
^:
#
,
^
-
印
五
月
號〕

に
於
い
.て
紹
介
し
た
と
ざ
が
あ
る
の
セ
、
£

Jに
彼
の
.立
論
に
.深
く
允
入
る
こ
：

,

，ミ
I

控
へ
た
い
i

ふ
。
彼
の
爾
に
對
す
る
批
判
ざ
し
で
、

ヘ
ッ
ク
シ
ェ
ル
の

N
I
I
.
I

 C
e
l
l
a
f
t

 

.0 der 

.

G

i

l

s
o

f

 

w

i

i

f

l

r

 

g
. 

-
 

C
X
9
3
0
)

及
び
 

I

!

 

I

!

 

^

J

f
 a

l

 

o
f

 

E
c

o
l

c

 

I

 

B
I

S
S

 

S

I

.
 

V
O
L

 

日

.c
i

o

 

i

目
す
べ
き
論

i

f

 

で
ゐ
る
。

.
ベ
.ロ
ォ
.の
峻
厳
さ
.を
.以
.て
.し
て
も
、
..尙
段
階
說
自
腊
，に
對
す
る
解
剖
が
な
さ
れ
た
と
..は
蔚
做
し
.歡
い
で
あ
.ら
ぅ
。

如

修

に

も

段

附

說 

.を
现
念
型
と
し
.て
認
む
べ
き
こ
'と
を
說
い
て
、
ベ
“

.ォ
は
一
先
づ
歷
史
學
M
の
主
張
を
論
駁
し
き
つ
た
も
の
の
如
く
^.
あ
る

。

然

し

-
少 

.く
と

も

现.念
型
と
し
て
.段
階
說
を
認
む
る
と
な
ら
ば
、
彼
の
最
も
非
灘
の
-的
と
な
つ
た
ビ
ふ
ッ
ヒ
ャ
ァ
の
段
階
說
さ
ぺ
も
.「

理
念
型
と 

.し
て
解
せ
ら
る
ベ
く
又
辯
_
せ
ら
る
：ベ
き
.も
の
し

C13〕

と
な
つ
■.て
終
る
の
で
は
な
い
で
.あ
ら
ぅ
か
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
彼
の
批
判
は
眞 

，に
突
き
進
ん
.だ
も
の
と
な
し
難
い
や
ぅ
に
思
は
れ
る
。
乍
然
私
が
斯
く
云
ふ
の
は
、
ド
プ
シ
ュ
の
意
味
に
め
け
る
段
階
說
否
宛
論
を
奉 

,じ
て
の
上
の
こ
と
で
は
な
ゾ
の
セ
あ
る
0
K-
プ
い
シ
の
否
宛
論
は
、
，自
然
經
濟
と
貨
幣
經
濟
と
が
世
界
史
上
並
存
す
る
こ
と
を
擧
證
し 

.

.

.
て
そ
の
結
艰
、「

'經
濟
段
階
說
は
.史
實
と
.一
致
す
る
も
の
で
な
べ
、
ま
た
そ
の
進
化
的
構
造
に
あ
つ
て
は
全
く
支
持
す
ベ
か
ら
ざ
る
も
の 

.

.で
あ
り
、
そ
れ
せ
個
々
'の
谰
及
‘び
_
れ
に
め
け
る
、
^
だ
#
#
に
し
て
且
つ
#4
め
て
相
異
れ
る
發
展
を
、何
等
极
據
な
く
取
純
化
す
る
も 

の
：に
外
.な
ら

，な

い

」

:<
?
::b
て(

y
、
こ
れ
を
■一
般
に
杏
認
し
去
る
も
の
で
.お
る
。
■ 2

こ
.の
.
.ド
プ
シ
ュ
.の
言
葉
自
身
の
中
に
は
其
を
傾
く 

べ
き
分
子
を
含
む
の
で
あ
る
が
、
然
も
尙
彼
に
於
い
て
も
そ
の
批
判
は
、
ベ
口
ォ
の
そ
れ
と
同
じ
く
致
命
的
缺
陷
を
荷
す
る
も
の
と
考 

へ
ら
れ
る
0
理
念
型
と
し
て
採
る
べ
き
修
：
.I
k
說
を
揭
げ
た
べ
ロ
ォ
も
、
理
念
型
と
し
て
さ
へ
採
る
ベ
か
ら
ざ
る
否
宛
論
を
唱
へ
る
ド
ブ 

シ

ユ
も
、

い

づ

れ

も

等

，し

i
JR
.
-の
批
判
を
加
へ
た
と
は
な
し
雛
い
の
.で
あ
る
0
ビ
ユ
ッ
ヒ
ャ
了
が
、
彼
に
先
行
す
る
リ
ス
ト
、
ヒ
ル
デ 

ブ
ラ
ン
ト
の
段
階
說
をnn_

し
て
、「

，そ
れ
等
は
事
物
の
本
質
に
透
徹
す
る
こ
と
な
く
、
寧
ろ
皮
相
に
固
執
す
る
の
不
都
合
を
犯
し
て
ゐ
る 

も
の
で
あ
る
/
15
>
と
耷
つ
た
こ
.と
せ
、
そ
：

Q

ま
、
彼
.に
返
上
：せ
ら
れ
る
の
み
，な
，ら
ず
、：

彼
の
批
判
者
べ
ロ
ォ
に
も
、
そ
の
亦
批
刺
者
ド 

.
•フシ
ュ
に
も
常
て

.嵌

.る
言
葉
の
如
く
考
ベ
ら
れ
る
。

:

例
故
で
あ
る
か
。
私
は
こ
れ
を
求
め
て
、
從
來
の
段
階
說
の
.骨

子

た

る

有

機

的

發

肢

觀

：に

.言
及
す
ろ
■と
こ
ろ
.無
き
こ
：と

に

AJ.

れ
を
得 

:

る
。
.ベ
ロ
ォ
は
こ
れ
を
着
過
し
た
。
ド
プ
シ
ュ
も
史
實
に：

沒
頭
す
る
の
熱
心
な
み
あ
ま
り
、
こ
の
點
に
ま
で
立
ち
歸
つ
て
以
て
、
彼
の
.否 

，細
済
發
M
段
階
說
の
構
造 

. 

-

,
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f
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o
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ビ
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ク
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S

C
 

”

4ふ
が
如
く
、
麗

馨

は

時

代

區
分
と
異
る
。
そ
の
.言
葉
高

い

I

f

の

f

が

雷
す
る
と 

M

 

捷

I

 

f

代

.

f
 

i

そ
れ
I

と
、
麓

f

 

I

祖
せ
K

M

'

G
。

「

人

期

の

概

念

I

、
そ
れ
が
一
つ
の
全

f

&
し
て
、
十
f

新

.
古
代
と
ょ

o
成
る

I

 

h

i

這

、
.

I二

つ

の

磐

產

I

含

i

s

誉

と

意

す

か

の

ょ

L ,
,
vへ
,」

も
の
の
遺
物
で
あ
る
と
は
、
ク"

A

チ

i

a

s

¥へ
る
と
こ
ろ
で
I

C

A「

贤
も
あ

か

る

く

；ホ

い

I

月

、

f

れ
へ
の
f

f

 

t

。
.

そ
し

て「

ふ
か
ぃ
®

」
、
そ
れ
l

i

中
如
h

“

w

u
4l

!'
1

ほ

"
ぼ

分

は

い

そ

の

他

機

々

の

I

f

て
の
：時
代
I

f

歷
史
を
、藝

的

成

長

f

る

o
の

腐

的

1

1

1

1
な

性

格

I

び

る

。

f

 
f

 

“

ヌ

卜

X

つ

ク

C

匕

；
P】 

ン

仔
f

F

Z

ノ
と

-

^

'只

し

た

從

对

の

說

も

、

そ

：
の

各

段

赀

ネ

つ

戠

人

"
殳
 

f

ィ
i

現
在
の
文
化
I

H
至
I

展

の

裏

的I

I

い

て
I

濟

的

篇

序f

し

て

把

捉

し

？

り

す

る

^

^

'こ
こ
.に
そ
の
-致
命
的
缺
陷
が
■潜
む
，の
で
あ
.る
.o
c
3
>
;
'

旣
に
見
た
と

こ

ろ

で
あ
る

が
、

從
來
の
段
階
說
の
特
微
と
-し

て
そ
れ
等
が
最
後
に
描
ぐ
る
A>

,
r:
l'

の
段
龄
は
最
高
&
っ
完

結

的

の
そ
れ 

と
做
す
。
過
去
の
諸
段
階
は
今=

：Q

段
階
に
到
達
す
る
爲
め
の
も
の
と
の
み
见
る
の
で
あ
っ
た
。
然
し
發
展
が
對
立
物
の
統
一
、
内
在 

的
矛
质
を
通
じ
て
の
遝
励
の
現
は
れ
で
あ
る
以
上
、今

：！：

の
段
階
は
過
渡
で
あ
り
終
結
的
で
は
な
い
。
，そ
れ
は
從
來
の
段
隈
說
が
そ
の 

過
去
の
段
階
に
兄
た
と
こ
ろ
と
等
し
く
、
發
展
の
過
程
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
從
て
こ
の
點
か
ら
し
て
從
來
の
段
階
說
は
-
發
展
を
見 

な
い
發
M
段
附
說
に
外
な
ら
ぬ
と
沄
ふ
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
ぅ
。
そ
れ
は
ま
さ
に
致
命
的
.缺
陷
の
一
つ

で

あ
_

る
。

al
に
從
來
の
段
階
說
は
い
は
V
平
和
的
發
展
に
於
け
る
段
階
的
變
化
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
を
採
り
上
げ
る
に
過
.ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ 

た

。

そ

，
こ

に
;^
#
速
な
變
化
に
非
ず
し
て
緩
漫
な
變
化
が
、
飛
躍
に
非
ず
し
て
成
長
が
、
段
階
の
中
絕
に
非
ず
し
て
連
續
的
段
階
が
含 

ま
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
す
ベ
て
の
も
の
が
旣
に
眼
に
見
え
ぬ
，微
細
な
形
で
#
在
し
て
居
り
、
そ
れ
，が
徐
々
に
成
長
す
る
と
見
る
平
祖
な
過 

程
を
、
^
に
表
而
的
に
段
階
忖
け
る
も
の
に
外
な
ら
な
か
っ
た
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
ょ
ぅ
。
そ
れ
は
極
端H

•云
へ
'ば

「

進
化」

の
表
象 

に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
池
化
の
¥
な
る
段
階
付
け
に
ょ
つ
て
*複
雜
な
逍
を
と
つ
て
行
は
れ
.る
と
こ
ろ
の
歷
史
的
發
酸
は
、明
か
に
さ
れ 

得
た
か
？
そ
の
成
；公
は
既
に
從
來
の
段
階
說
■に
ょ

つ

て

自

ら

物

語

ら

れ

て

ゐ

る

と

こ

ろ

で

あ

る

°

|̂
:

#
(/
>
發

展

過

程

は

平

祖

な

る

逍

を 

行
く
そ
れ
で
は
な
い
.0
そ
.れ
は
i
mな
る
連
續
で
は
な
い
。
勿
論
發
M
で
あ
る
か
ら
に
は
連
續
性
は
，見
ら
れ
る
で
あ
ら
ぅ
。
然
し
そ
れ
は 

連
續
に
^
け
る
非
連
續
並
び
に
非
連
續
に
於
け
る
連
續
の
過
程
で
あ
る
と
沄
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
簡
取
に
沄
へ
ば
飛
蹓
を
通
じ
て
發
城
は 

行
は
れ
る
，0
綏
漫
な
段
階
的
變
化
の
成
長
が
す
べ
て
な
の
で
は
，な
い
。
先
行
す
る
も
の
が
後
な
る
も
の
に
含
ま
れ
保
布
さ
れ
て
行
バ
許 

り
で
な
く
、
段
階
の
中
絕
が
、
飛
雜
が
行
は
れ
る
の
で
あ
る

？

乍
然
こ
の
fi
l
l
:
#
の
發
M
過
程
は
、
#
來
の
段
階
說
を
以
て
一
し
て
は
现
解 

さ
れ
得
ぬ
と
と
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
所
以
は
、
結
凋
社
俞
的
發
股
の
戡
礎
に
就
い
て
.の
無

理

解

、
：
歷

史

の

推

進

力

の

.無

猶

察

に

求

め

る 

■

霞

殺

階

說

の

聯

造
.： 

六
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(
1
1
111

五)



謹

画

^

麗

疆

響

唐

麗

^

^

醫

隱

靈

I
I
丨

!

I

I

I

構
造 

空

0
. 

i
一
六

) 

,

1
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出
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は
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產
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社I

活

の

達

で
f

、
前

奪

の

發S

社

會

的

發

展

の.I

で

あ

るこ
と
に
就
い
て
、

.5.

ま
さ
ら
說
く
要
は
な
い
で
I

ぅ
。
然

し

，
；
の

根

本

妻

は

、
從

來

の

l

m

に
於
い
て 

> 
何
等
顧
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
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っ
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で
あ
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S
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9

V
勿
論
か
く
云
っ
.た
I

ろ
で
、
こ
れ
等
の(

諸
説
が
、
嘗
て
は
.そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
そ
れ
ぞ
努
社
俞
に
於
い
て
、
唱
へ
ら
る
べ
き
理

f

 

:
•具
備
し
て
存
拒
し
た
も
の
で
I

こ
I

無
視
.す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
等
は
い
づ
れ
も
各
々
の
社
會
の
一
定
の
靈
こ
f

f

 

.
の
で
あ
っ
た
こw

は
勿
输
で
あ
る
0
： 

•
-

-

以
上
の
如
き
無
反
省
は
、
從
來
の
.段
階
說
に
於
い
て
、各
段
階
を
區
別
す
る
檩
準
に
、
い
づ
れ
も
根
源
的
な
ら
ざ
る
様
々
の
も
の
喜 

ち
來
ら
し
め
た
。
如
何
な
f

の
が
擧
げ
ち
れ
た
':
^
は
.飯
串j

言
し
た
士
こ
.ろ
で
あ
.る
O
C
Aそ
の
結
來
は
、
そ
れ
等
が
生
ひ
立
っ
た 

地
盤
I

に
內
在
す
I

徽
と
混
交
し
た
と
こ
ろ
の
明
由
な
る
不
備
を
、
f

に
示
す
。
そ
し
て
そ
れ
等
I

す
る
f

の
批
切
？
 

ち
、
上
述
せ
る
ベ
ロ
ォ
の
そ
れ
、即
ち
段
階
說
を
现
念
_

性
質
の
も
の
.と
す
る
修
花
は
、倾
聽
す
べ
き
と
こ
ろ
あ
る
も
の
と
思
は
れ
る
o 

然
し
4
の
場
合
、现
念
型
に
於
い
て
一
而
的
高
舁
を
な
す
べ
き
觀y

は
、
歷
I

派
0
諸
家
の
蛾
用
せ
る
段
I

權
成
s

f
し
i
 

一

げ

ら

れ

た

如

き

讓

の

も

の

で

は

な

い

の

で

0

る
。
：
こ
こ
に
何
等
I

し
な
か
っ
た
ベ
口
ォ
の
批
判
は
そ
の
：不
徹

f
 

I
に
す
る「

 

.ば

,̂
の
批
刺
は
、
同
時
I

た
一
っ
の
問
.題
を
そ
の
ぅ
ち
に
含
む
。
そ
れ
は
理
念
型
，H
®
i
す
る
I

I
る
o
即
ち
现
I

の 

•

でS
P

"

■

さ
れ
老

と

で

|

"
邊

、
ヴ

气

ハ
ァ
の
■

型
は
理
論
と
歷
史

;
.し

ヤ

茂

.て
冗
る
:0
く
の
意
味
に
瓚
い
て
そ
れ
は
、
あ
の
理
論
}
歷
史
と
の
踪
介
を
企
て
?»
1
も
の
と
し
て
提
3
さ
れ
た
ン
_
ク
の
^

て

提
切
さ
れ
た
シ
Vv
ク
n
桂

濟

形

態

學

と

似

る

と

こ
.
'ろ

あ
.

^
も

の

で

あ

ら

ぅ

。

シ
t

ッ

ク

自

ら
(/
)

言

葉

に

よ

れ

ば

「

經

濟

形

態

學

の

課

題

は
-

歷

史

的

•殺

濟

形

態

の

多
 

様
性
を
'終
極
的
极
源
的
形
式
に
還
元
す
る
こ
と
に
あ
る

L

e

i

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
經
濟
の
极
本
形
式
は「
主
觀
的
か
咨
觀
的
、
靜
態 

的
か
動
態
的
、
#
合
理
別
か
合
理
的
1
で
あ
石
が
、
こ
の
種
々
な
る
經
濟
形
式
は
經
濟
に
對
す
る
人
|1
1

1

の
特
別
な
態
度
か
ら
引
き
出
さ 

れ
る
。

然

も

「

根
本
的
に
は
だ
三
一
つ
の
經
脾
形
式
が
#
す
る
の
み
。

一
は
主
観
的
•
靜
態
的

•
非
合
理
的
、

他
は
客
觀
的
，
勑
態 

的
•

合
现
的
で
あ
.る
。

こ
の
顸
極
的
對
立
の
上
に
ー
切
の
歷
史
的
及
び一

切
の
可
能
的
經
濟
形
式
は
秧
序
づ
け
ら
れ
る
。」

？)

'
そ
し 

て

「

經
濟
的
迆
步
ば
、
形
態
學
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
根
源
的
對
立
の
絕
ぇ
ざ
る
出
現
と
そ
の
相
對
的
苋
服
と
の
ぅ
ち
に
#
す
る
。
對
立
自 

體
は
殘
.亦
す

る

.0
そ
れ
が
形
態
學
の
她
宛
し
得
る
終
極
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
吾
々
は
人
問
的
本
質
の
最
.も
深
い
特
性
に
觸 

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
本
赞
性
は
人
間
の
運
命
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
肫
の
文
化
形
姿
の
運
命
で
あ
り
、
人
問
の
經
濟
の
運
命
で
あ
る」
C7〕 

と
い
ふ
。
.然
し
こ
.の
シ
ャ
ッ
ク
の
試
办
尼
、
爭g

吾
々
に
、そ
の
內
奥
に
潜
む
一
つ
の
极
木
問
題
、
即
ち
理
論
と
歷
史
の
銃
一
の
要
求
を
、 

苔
々
に
强
く
關
心
せ
し
め
る
契
機
を
な
す
も
の
の
み
に
外
な
ら
な
か
つ
た
や
ぅ
に
思
は
れ
る
。
敎
へ
る
と
こ
ろ
は
火
き
い
の
で
あ
る
が 

經
濟
形
態
學
そ
の
も
の
は
ヴ
ァ
ゲ
ン
ヒ
ュ
ゥ
ル
.の
評
す
る
如
く
、「

シ
？

ク
.が
經
濟
に
對
す
る
人
[{
|
1の
心
现
學
的
態
度
を
茈
礎
と
し
て
觀 

察
す
る
場
合
、
彼
は
經
濟
形
態
學
の
理
念
を
歷
史
的
に
硏
究
す
る
經
濟
心
遡
學
に
變
ぇ
る
の
で
あ
る
し(

8〕

と
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
。 

然
し
こ
、
で
は
こ
の
經
濟
形
態
學
を
詳
し
く
吟
味
す
る
要
は
な
い
。
か
如
る
.試
み
'
,が
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
*
理
論
と
歷
史
の
統
一 

の
耍
求
へ
の
遒
が
開
か
れ
て
ゐ
る
.こ
.と
を
擧
示
す
れ
ば
よ
い
の
.で
お
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
要
求
の
成
否
は
當
然
、學
問
の
、或
は
社
會 

科
學
の
、
限
局
し
て
.は
經
濟
學
の
稱
造
.の
吟
味
が
先
行
し
て
初
め
て
：決
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
一
其
は
奴
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
謂
ゆ
る
理
論• 

歷
史

•
政
笕
の
統1 

一
、
或
は
經
濟
理
論
#
經
濟
史

•
經
濟
政
策
.の
統
'一
の
I/
.
U題
が
、
理
念
型
或
は
形
態
學
等
を
顧
み
つ
、
明
か
：に
さ
れ
て 

初
め
て
v>
:
ま

吾

々

が

考

资

し

て

ゐ
る
發
展
段
階
說
が
殘
り
な
く
論
じ
；得
る
±
と
忙
な
る
の
で
あ
る
。：
然
し
問
題
を
こ

こ

ま

で

溯

ら

し

め
 

鸫
濟
發
M
段
階
說
.の
構
造
' 

.

•
 

六
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-
a
i
T
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經
濟
發
M
段
階
說
の
構
造 

六
ニ
ニ 

(

1ニ
ニ

5 

る
こ
と
ば
、
こQ
稿
に
於
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
私
は
.こ
れ
を
他
の
場
所H

於
い
て
採
I

げ

る

す

る

で

あ

ら

ぅ

。

(

4)

私
は
歷
ai
學
派
の
段
階
說
の
中
で
.は
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
も
の
が
す
ぐ
れ
て
ゐ
るV.

思
ふ
0
然
し
そ
れ
は
、
故
大
西
敎
悛
の
云
尤
る
. 

る
如
キ
/

ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
段
階
說
の
著
想
が
へ
エ
'ゲ
ル
锊
學
の
精
.
に

出

づ

る

も

の

、
正
反
合
の
.統

ー

^
^
做
さ
る
る
が
故
に
、
 

で
は
な
い
。
歷
史
學
派
の
時
徴
爲
階
說
の
性
質
か
ら
し
で
、
こ
れ
を
他
の
諸
説
に
比
較
.し
て
優
っ
て
ゐ
る
ミ
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
.
 

點
か
ら
一K

っ
て
、
直
'接
に
は
こ
の
段
階
說
に
向
け
ら
れ
た
^
も
見
ら
れ
る
ド
.ブ
シ
ュ
の
否
萣
論
は
興
味
を
抱
か
し
め
る
も
の
で
あ
るo 

——

大
西
猪
之
介
經
濟
學
金
集
第
ニ
卷
，
經

濟
-;
5
(論
上
卷
；(

昭
和
ニ
年
：
>
三

ニ
1丁

四
頁
參
照。
’

^
5 
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.

.

旣
述
の
如
く
こ
の
說
の
批
刺
者
、、へ
ロ
オ
、
ド
プ
シ
ュ
は
い
づ
れ
も
理
論
と
雷
と
を
峻
別
し
て
ゐ
る
。
私
f

以
て
す
れ
ば
、
こ
の 

こ
と
が
、
彼
等
の
批
判
を
し
て
金
き
も
の
た
ら
し
め
な
か
っ
た
の
で
あ
るCC9 〕

歷
史
と
现
論
の
，親

.一
を
容
認
し
て
初
め
て
眞
の
批
刺
は 

加
へ
得
る
と
私
は
思
ふ
0

.

- ?)

こ
こ
に
ぁ
の
大
著
、
ゾ
ム
バ
ァ
ト
の
フ
近
代
資
本
主
義」

は
顔
み
ら
.る
べ
き
場
所
を
見
出
す
9

| $

題

を

經
r f

史

の

領

域

に

限

ク

て

段

階

說
.
を

考

察

し
.
よ

う

。

元

來

、

經

濟

夂

は
f t

，會

の

|1
濟

過

段

の

發

展

と

變

单

と

を

渔

求

す

る

の
 

が
：：：：

的
で
あ

る

。

即
ち《

九
極
に
於

い

て

は

物
的
^

產
過
程
そ
の
も
の
が
銃
一
的
全
體
と

し

て

取
扱
は
れ

る

。

從

て

こ

の

點

か

ら

し

て

肚
 

#
炎
、
政
铪5

T

法
制
史
等
と
は
區
別
さ
れ
、

更
に
そ
れ
は
謂
ゅ
る
下
部
襁
造
の
各
部
門
の
歷
史
た
る
農
業
史
、

工
業
史
、

商
業
史 

等
の
堪
な
る
總
和
で
も
な
い
。
乍
然
、
下
部
構
造
は
上
部
柳
造
と
相
Ji
：
作
/!
]
し
て
社
會
を
形
づ
く
る
故
に
、

-M
濟
史
の
爵
象
は
常
然
こ 

の
雨
#
を
含
め
て
の
銃
一
的
全
體
の
發
展
と
變
軍
と
を
追
及
す
る
こ
と
に
な
る
。
.從
て
こ
の
硏
究
に
と
つ
て
は
、
社
#

の
經
濟
過
程
の 

諸
形
態
を
、
歷
史
的
發
股
系
列
に
應
じ

て

、

段
階
づ

け

、
以
て
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
特
殊
な
發
展
法
則
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な 

る
。
か
く
し
て
初
め
て
諸
段
階
の
特
微
は
解
明
さ
れ
、
そ
れ
等
の
相
五
關
聯
と
轉
化
と
は
示
さ
れ
得
る
で
あ
ち
う
。1

K

ふ
ま
で
も
な
く 

こ
の
相
7/
:
關
聯

>
轉
化
と
は
内
的
必
.然
性
を
以
て
明
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
良
い
。
こ
こ
に
經
濟
史
の
理
論
的
性
質
が
邗
す
る
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
ま
た
こ
こ
に
發
展
段
階
の
现
論
が
要
求
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
種
々
な
る
歷
史
的
時
代
の
特
性
と
そ
の
連
^
と 

發
股
と
が
明
か
に
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
で
：は
そ
れ
は
如
何
に
し
て
段
階
#
け
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
簡
單
に
一
：ム
へ
ば
次
の
如
く
で 

あ
る
。
社
俞
糨
成
の
茈
礎
た
る
坐
產
過
程
に
於
い
て
は
、『

坐
產
諸
條
他
の
所
有
赛
の
、值
溝
坐
產
者
に
對
す
る
蓝
接
的
な
關
係』

、
即
ち 

勞
蚴
力
と
坐
產
手
段
と
の
，結
合
の
關
係
が
決
究
的
契
機
で
あ
り
、
こ
の
關
係
を
追
及
す
：る
こ
ど
、
即
ち
如
何
に
し
て
生
席
さ
れ
る
か
を
知 

る
こ
と
に
よ
.つ
て
、
菩
々
は
諸
時
代
の
區
別
を
爲
し
得
る
の
で
あ
る
。

一

K

ふ
ま
で
も
な
く

こ
の
結
合
の

一
定
の
形
態
た
る
生
淹
綠
式 

——

即
ち
坐
產
諸
關
係
の
逃
礎
を
な
す
も
の——

は
固
定
的
で
は
な
い
。「

そ
.の
變
化
に
伴
ひ
、
坐
産
の
全
性
質
が
變
化し、

虫
産
物
の 

分
配
、
分
業
ぬ
形
姿
、
交
換
の
方
向
と
範
圍
、
最
後
に
社
會
の
物
質
的
及
び
精
神
的
生
活
命
體
が
そ
の
度
铄
に
變
化」

す
る
。
2

勿
論 

こ
れ
等
の
問
に
は
間
斷
な
き
相
7/
:
作
用
が
.行
は
れ
、
ひとり

㈣
胄の變化のみが

後
諧
を
變
化せ

し
め
る
も
の
で
は
ない。右に

云
ふ 

の
は
究
極
的
に
於
け
る
も
の
で
あ
る

。

そ
.してまた

こ
.の

相

五

依

存

性

が

矛

/|
?
?
的

で

あ

る

と
い
ふ
特
性
を
帶
び
る
こ
と
も
斷
る
ま
で
も 

經
濟
發
展
段
階
說
の
構
.造 

六
ニ

三
，

C

ニ
ー
 

ニ九〕



'

I

賃

段

.階
說
の
I

 

.当

四

：

(

ー
三
§

.な
い
'
1
4?
.あ
ち
，ヲ
。
Iか

か

る

矛

盾

的

な

相

瓦

，作

用

■

礎
の
上
に
ft
'

#
は
發
展
す
る
以
上
、
そ
れ
は
連
續
的
で
な
く
飛
躍
的
て
ぶ
階 

#
け
ら
れ
ざ
達
得
な
い
で
あ
ら
ぅ
。
.そ
し
て
そ
の
段
階
'の
•各
*は
、
同
.一
な

る

も

の

の

漸

次

的

述

續

的

成

長

.を

示

す

と

こ

ろ

の

も

の

で 

.な

べ

•そ
れ

等

は

狎

互.に

相

異

れ

る

讓

の'そ
.れ
ぞ

れ

の.統
.一
的
_

:
た

る
.ベ
き

も.の
.で
あ
：る
。

素

ょ

り

新

段

階

の

中

に

は

I

.J
S
C階
の 

-殘
布
物
が
見
出
さ
れ
る
o
そ
し
て
そ
れ
等
は
.前
衆
の
發
M

■

々

き

影

響

棄

ぼ

す

。
然
し
後
霞
結
局
遺
里
る
に
超
ぎ
本

い

の 

:

で
あ与

，.

か
ぐ
の
如
く
發
議
段
階
藍
產
様
式
を
中
心
的
契
機
と
し
て
區
別
さ
れ
る
。
即

ち

勞

磡

力

と

唐

手

没

と

の

「

結

合

が

一了 

は
れ
る
特
殊
の
嫌
式
に
從
て
社
會
構
造
の
種
々
異
っ
た
經
濟
的
時
期
の
上
に
區
別
が
與
へ
ら
れ
る」

s
 Q

で
ぁ
る0

社
會
の
經
濟
過
室 

の
發
展
讨
、：
か
く
の
如
き
段
階
付
け
に
ょ
0
て
、そ
れ
ぞ
.れ
の
_段
階
|

體
的
に
鸾
察
さ
れ
、同
時
に
ー
.段
階
か
ら
他
の
段
锻
へ
(0
轉
匕 

■.力
全
.體
的
に
书
捉
さ
れ
以
て
歷
史
的
發
股
系
列
に
相
應
し
て
追
求
さ
れ
る
と
と
‘が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

,

勿
論
か
く
糨
成
せ
ら
れ
た
發
麓
階
は
理
念
型
的
性
質
を
帶
び
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
特
殊
性
を
理

解

す

る
方

法

と

し
て 

必
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
國
、
t

ゆ
る
時
代
に
と
っ
て
普
遍
的
に
看
す
べ
き
發 

い 

，づ
れ
.の
國
に
於
い
て
も
雜
な
段
階
は
振
し
な
い
で
あ
.

I
。
霞

階

.の
遺
物
と
將
來
の
蓮

と

は

、各 

>
.の

與

へ

ら

れ

た

時

代

、
吐
、
へ 

:

ら

れ

た

國

に

於

い

て

見

出

し

得

る

と

こ

ろ

で

あ

る

0
然
も
こ
？

と

が

變

I

す
る
が
故
に
I

、
發

農

階

の

理

論

に

ょ

つ
i

 

史
的
特f

性
を
知
る
必
I

I

の

で

あ

る

。
こ

の

發

展

段

階

の

：

そ
れ
ぞ
れ
は
、
社

會

の

經

濟

續の
發
膝
の
一

般
的
な
方
向
I

す
も 

:

の
に
過
ぎ
な
い
？
す
べ
て
の
園
に
於
い
て
、
又
あ
ら
ゆ
る
民
族
が
、
こ

の

震

の

，道
を
同

一
のf

進

む
.も
の

で

は

な

く、
正
確
に
弓 

. 

一
S

程
を
經
た
も
の
で
は
な
い
.
o

「

然
し
縱
令
個
々
：に
於
い
て
は
地
方
色
が
多
様
I

っ

て

も

*
全
體
に
於

い

て

は司
一
の
ま
た 

:

と
4
同
s

f

 

I

I
るo

」c
o

こ
れ
が
こ
の
發
髮
階
の
理
論
f

っ
て
解
明
f

れ
る
と
と
ろ
で
f

o

そ
こ
.
.に
こ
の
，理
育 

念
型
的
蚀
格
#
存
す
：る
と
.

栻̂
ぶ
«
方
ふ
：な
^
0 

'
そ
れ
は
.
^
^ ̂

■
;

-
6

C
I
O
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高

畠

素

之

譯

資

本

論

第

二

卷

C

大
正
十
五
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o
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w
d
.
. 

I. 

3
2
6
. s. 26 ，

か
く
の
如
き
各
時
代
、
各
國
土
の
特
殊
性
を
菩
々
に
理
解
せ
•し
め
る
と
こ
ろ
の
發
M
段
階
說
は
、經
濟
史
硏
究
に
と
つ
て
決
く 
■ベ
か
ら 

ざ
る
も
の
で
t

こ

と

農

ふ

管

な

い

。
こ
.れ

姦

く

_と
き
に
於S

て
、
愛

現

佳

そ

Q

本
質H

於

S

て

捕

捉

生

 

む
。
例
へ
ば
版
階
說
を
否
定
し
た
ド
ブ
シ

ュ
が
、资
本
、

H-;

義
の
發
端
を
力
ロ
リ
ン
ガ
ア
時
代
の
、グ
ル
ン
ド
へ
ル
シ

ャ

フ

ト

に
來
め
る(

4
} 

——

尤
も
彼
は
こ
れ
を
自
然
經
濟
的
资
本
主
義
と
名
付
け
る
の
で
あ
る
が
，

_

或
は
プ
レ
ン
タ
ア
ノ
が
十
一
他
紀
の
伊
太
利
沿
岸
の
商 

業
那
市
の
戰
郇
企
業(Kriegerischen 

u
l
^
m
e
h
m
u
n
g
e
n
)

に
於
い
て
近
代
資
本
主
義
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
？〕

如
き
こ
れ
で
あ 

石

素

こ

れ

等

は

荽

本

主

義

な

，る
概
念
に
通
だ
廣
沉
な
る
內
落
を
與
へ
て
初
め
て
云
は
れ
傅
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
く
て
は
ゾ
ム
バ 

ァ
ト
が
揶
揄
す
る
如
く
、「

い
ま
や
當
然
、
資
本
中
：義
な
し
に
は
如
何
な
る
時
期
も
經
過
し
な
い
|
と
い
ふ
こ
と
に
な
るo

進
ん
で
は
、 

「

荽
本
主
義
の
證
明
は
タ
キ
ト
ス
時
代
(/
)
古
獨
逸
に
も
當
て
嵌
る」

？〕

と
宕
は
.ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
ぅ
0結
局
そ
れ
等
は
资
卞
主
義
概 

£

の
規
完
の
吵
W
を
缺
く
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
そ
の
規
记
を
斷
念
し
た
が
爲
め
に
坐
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
そ
れ
は
そ
の
ii
定
の
！̂
源

た
る
资
中
羅
的
生
產
機
式
S

い
て
、
そ
の
段
嘴Q

蛋

的

特

殊

性

.

い

を

出

づ

る

き

ろ

で

I

裏
は
れ
よ
ぅ
。 

菩
タ
が
段
^
說
定
立
を
說
く
ー 

つ
の
现
11
1
は
、
か
か
る
誤
謬
に
抑
度
陷
る
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
が
爲
め
で
あ
る
。
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本
#
の
好
め
.に
摺
げ
た
ヴ
ィ
コ
の
命
題
に
よ
っ
て
、「

都
物
の
性
質
は
、
.1

定
：
の
，
時

の

經

過

に

於

け

る

且

っ

ー
宛
め
狀
態
の
下
に
於
け 

I

發
|

湯

の

遺
:

六
ニ
五.

(

ニ
.
1
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經
濟
i

段
階
說
の
證 

' 

六

ニ

六

(

ニニ

I
 

る
そ
の
成
立
に
外
な
ら
ぬ」

と
說
か
れ
た
寧
物
の
歷
史
性
は
、
發
M
段
階
說
に
ょ
っ
.て
.、

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
於
け
る
具
體

的

歷

史

特
 

殊
性
が
明
か
に
さ
れ
て
、
塞
に
把
捉
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
霞
の
云

ふ
人
間
は
、
晋
々
に
於
い
て
は
社
#
的
人
m
と
し
て
解
せ
ら
I 

な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
£

ぐ
と
こ
ろ
の
、
人
間
S

德

を

靠

す

る

神

の

鐘

と

は

、
•ま
さ
に
衋
様
式
で
あ
っ
た
の
で

.
 

あ
る
。
か
く
f

換

へ
ら
れ
て
、
初

め

■て
f

の
學
問
の
本
來
の
課
題
は
明
か
に
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
最
苹
、
囘
顧
的

な

る

、或

は

觀

想

的 

な
る
藍
は
脑
み
ら
る
べ
き
價
値
を
金
く
喪
失
し
っ
く
し
て
ゐ
る
の
で
あ
-る
。
菩

々

が

篇

段

階

說
の
構

造

を

吟

味

す

る
に
當
っ
て
、 

こ
の
こ
と
は
^
4-
'
6-
に
把
擬
さ
れ
到
舞
さ
れ
て
ゐ
な
廿
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
ぅ
0
'發
M
を
知
ら
ざ
る
發
展
段
階
^
、
そ
I
が
w
y來
の 

そ
れ
等
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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科

學

と

社

,

事

業

小

0

榮

次

.
1

.
科
學
と
社
會
事
業

社

#
都
業
が
今
H
の
米
國
に
於
い
て
一
自
il
l
職
業
と
し
て
認
め
ら
れ
つ
X
あ
る
こ
と
は
、
本
誌
九
月
號
所
載
の
拙
稿「

米
國
社
#
都 

業
概
觀」

に
述
.べ
た
所
で
：あ
る
。
職
業
的
社
會
部
業
は
諸
科
學
の
成
艰
を
社
會
鄯
業
問
題
の
診
斷
及
び
取
扱
に
適
州
し
ょ
ぅ
と
す
る
も 

の
で
あ
っ
て
、
素
人
の
特
志
家
に
依
っ
て
.行
は
れ
た
舊
來
の
慈
善
蕻
業
又
は
博
愛
雍
業
と
全
く
興
な
る
。
職
業
的
社
#
茁
業
家
は
醫
師
• 

辯
_
士
等
に
似
た
特
殊
の
取
門
技
術
家
と
し
て
、
侬
賴
翁
の
.爲
め
に
そ
の
知
識
と
技
能
と
を
役
立
て
る
の
で
あ
る6

故
に
科
學
と
社
會 

g

業
と
が
極
め
て
密
接
な
關
係
を
有
し
て
來
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
o
,就
中
應
州
社
會
學
の
如
き
は
、
犯
罪

•
感
情
性
犯
罪
•
四

人
取 

扱

法

•
，
家

庭

破

壞
•
文
化
的
並
び
に
人
秫
的
等
の
社
龠
的
諸
衝
突
•
貧
函
•
墨

問

題

•
公

衆

議

•
公

衆

保

健
•
身
體
及
び
精
神
衞 

组

•
等
、
社
#
都
業
が
取
扱
ふ
と
同
じ
對
象
に
就
い
て
硏
究
を
行
ふ
が
爲
め
に
、
從
來
社
會
事
業
知
識
は
應
用
社
俞
學
と
稱
せ
ら
る
、 

こ
と
が
あ
る
が
、
社
#
邬
業
知
識
は
本
來
技
術
で
あ
つ
て
科
學
で
は
な
い
°
技
術
は
多
數
諸
科
學
の
成
^
を
實
踐
に
利
相
す
る
も
の
で 

あ
り
、科
繆
と
異
な
つ
た
任
務•

励
機
づ
け•

'
E

的

•
.を
荷
す
る
。「

技
術
は
そ
の
取
扱
ふ
諸
材
料
に
作
爲
し
そ
れ
ら
を
統
制
し
變
化
せ 

し
め
る
が
、
科
學
は
眾
に
そ
れ
ら
を
理
解
し
ょ
ぅ
と
.す
る
の
み
で
あ
る
。
技
術
は
個
別
化
し
科
學
は
齊
遍
化
す
る
。
石
に
彫
刻
す
る
と 

人
問
行
動
を
變
化
せ
し
む
る
と
を
問
は
ず
、
.技
術
は
そ
の
其
象
的
體
現
：に
坐
き
る
0
科
學
は
具
象
的
世
界
か
ら
放
财
す
る
と
そ
れ
が
發 

科
.學w

社
脅
寒
業
、

六

ニ
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