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段
階
說
の
證
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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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.
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=
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=
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s
_
n
i

-
^
^

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

七

(

ニー 

三 
一二)
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.
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學
る
所

.の
抓

象
的
關
係
に

f

,る
。

雨
I

各
自
そ
の
遂
行
す
べ
き
固
有
の
仕
事
を

布

し

、

一
.
が他
を
必
要
と
す
る
と
同

f

又
、
 

い
づ
れ
も
他
方
の
仕

3|
?
を
遂
行
す
る
こ
と
は
決
し
て
出
來
な
い

0」
(
R
.

ぎ

M
a

n.ver, 

T
h
e

 

contribution .of 

sociology to 

social 

I

 
f

 
I

.
 

s

r
 

P
.V
2
.

)

科
學
は
實
際
問
題
を
も
硏
究

す
るo

技
術
家
は

こ
れ
ら
の
硏
究
か
ら

資
料
を
得
る
こ
と
が

出
來 

る

0「

然
し
科
學
は
そ
れ
自
身
實
踐
或
は
改
庭
を
指
圖
し
は
し
な
い

0」(

目

4

.

1

5科
學
は
一

免

の

麗

と

繁

の

關

係

を

示

す

が 

故

に

技

#
家
は
そ
の

自

的
を
達
す
る

方
法
に
就
い
て

暗
示
を
受
け

得
る
。
科
學
は
こ
の
以
上
に
進
ま
う
と
し
な
ぃ
が
、

技
^
は
疋
こ 

進
ん
で

こ
れ
ら
の

方
法
を
實
行
に

移
さ
う
と
す
る

の
で
あ

る

。

、
こ

れ

ら

科
學
と
技
術
と
の

關
係
に
就
い
て

i

れ
る

f

、

す
べ
百

 

學
と
耐
會
集
と

S

係
s

s
 W

も

一
K

は
れ
得
る
。
而

.し
て

令
日
科
學
と
社
裏
業
と

が

如
何

.

b!

密
■

關
係
を
有
す
る
か
は
即
ち 

木
赏
に
於
い
て
氍
察
し
ょ
う
と
す
る
所
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
が

如
何
に
鍵
し

ょ
う
と

も
結
局
社
霧
業
知
識
が
技
術
で
あ
る
こ
と
に 

は
變
り
が

&

S
。
社i

暴

■

取
扱
ふ
置

i

s
て
今
日

Q

如
鼻
學
的
硏
究
が

f

ら
れ
ふ
、
社
會
屢

Q

諸
種Q

侧
而
に
對

‘ 

す
る
諸
视
の
城
片
和
學
は
可
能
で
あ
る
。
然
し
社
會
都
業
知
識

そ
の
も
の
は
、

應
用
科
學
で

は
あ
り
得
な
い
。

「

一
は
實
際
的
應

,F
j
に
充 

當
し
得

る

や
う
に
な
さ
れ
た

科
學
で
あ
り
、

他
は
そ
の
科
學
が

利
用
さ

る

、

賢
踐
で

あ
るc

」
(
H
.

 

N
.

 

s
h
e
n
l

 

T
h
e

 

practical 

application 

of 

sociology. 

A

 

study 

of-the. scope 

a
n
d

 

purpose 
of 

applied 

sociology. 

N
e
w

 

York, 

1927, 

p. 

1
9
3
.
)

又

或
る
優
に
從
へ
は
職
業
的
社
書
業
と
は
、「

人
間
福
龇
の
爲
め
に
社
命
組
織
と
乎
續
と
を
科
樂
的
德
準
に
從

つ
て
作
り
出
し
•
變
ヒ 

せ
し
め
•
或

は

觀

す

る

囊

」

で
あ
る
o(

前

揭

拙

稿

_

昭

和

七

年

九

月

丑

ニ

頁

)

社

會
I

が
謹
で
あ
る
以
上
、
I

こ

「

入 

fi
l
l福
祉
の
爲
め
にJ

と
一

K

ふ
言
葉
を
以
つ
て
表
さ
れ
た
偷
理
的
惯
俯
の
世
#

へ
常
然
入
つ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
9
然
る

C

、

J

M
 

は
I

を
以
つ
て
蜜
し
锊
ぬ
も
の
で
あ
る
o
勿
論
科
學
は
そ
の
造
に
參
加
し
多
大
の
拨
助
を
與
へ
る
こ
と
は
U
來
る
ナ
し
ど
も
、 

究
極
Q

I
は
そ
の
時
々
S

圈
购
利
斷
に
f

て
I

れ
る
。
斯
く
し
て
、

现
今
斯
か
る
I

I

し
得
る
科
學
の
可
能
;

^
め
て

’社
龠
事
業
知
識
を
科
學
と
し
て
l
系
づ
け
る
こ
と
に
努
カ
し
て
焐
る
研
究
家
.も
あ
‘る
が
、
羅
竞
そ
れ
は
技
哂
で
あ
る
と
し
て
一
般
こ
Iボ 

..め
ら
れ
て

E
る
o(

海
野
幸
德
著
、
社
會
祺
業
學
原
现
、
昭
和
五
苹
、
一

ー

一
六
頁
、
同
上
、
社
會
政
览
概
論
、
昭
和
六
年
、
三
三
一
ー 

j 1

lJi
r

pH.. A. Phelps, 

Sociology and social work, in Trends in. American sociology, 

edited, by 

o
.
>
♦ 

bergv Read wain and Nels Anderson, 

N
e
w

 York, 

1929, 

pp. 

327-S. 

Read 

Bain and 

Josephnohen. 
Trends in 

applied sociology, in Trends in American sociology, 

pp. 

3
5
0
丨

3
5
3
.

s
pp.
く 

g 
召
.
p.
r
s
.
r
H
P 

shenton, 

op, 

c
i
r 

pp. 

2
7
-
00
, 31-2, 

1
9
3
-
4
.
)

而
し
て
社
#
事
業
は
一
定
の
目
的
に
對
し
て
社
#
關
係
の
變
化
を
坐
ぜ
し
む
る
有
意
的
努
力
で
あ
る
と 

云
ふ
意
^
か
ら
そ
の
知
識
は
政
治
•
敎
育
•

宗
敎
事
業
•

醫
術
•

等
と
共
に
社
#
技
術
と
稱
せ
ら
れ
るo 

(shenton, 

op. 

c
i
r
V

s

社
#

T
t
T
J
T
r

力
右
の
々
く
技

#

で
あ
る
以
上
そ
の

^

^

學
と
の

.

關
i f

は
极
本
に
於
い
て
一
般
的
な
技
術
と
科
學
と
の
關
係
に
他
な
ら 

ぬ
と
と
は
一K

ふ
ま
で
も
な
い
。
木
篇
に
於
い
て
は
、
社

#

鄯
業
が

.

そ
の
依
#
す
る
諸
科
學
か
ら
紙
來
如
何
な
る
態
様
に
於
い
て
寄
與
さ 

れ
た
か
、
又
將
來
如
何
な
る
可
能
牲
が
認
め
ら
れ
る
か
、

M

に
又
汉
對
の
方
向

.

に
社
會g

業
が
科
學
の
發
縣
に
貢
献
す
る
の
は
如
何
な 

る
態
機
に
於
い
て

V

あ
る
か
等
を
考
究
し
て
、
技
術
と
し
て
の
社
各
羅
業
の
可
能
性
と
科
學
の
發
展
に
對
す
る
そ
の
意
義
と
の
一
端
を 

明
か
ゼ
し
た
い
と
思
ふ
。 

.

‘

、
ニ

社

會

事

業

に

ft
す
る
諸
科
學
の
貢
献

科
學
の
社
#

業̂
に
對
す
る
貢
献
に
就
い
て
、
個
々
の
科
學
別
に
觀
察
し
て
行
き
た
い

と

思
ふ
が
、
以
下
に
述
ぶ
る
科
學
の
み
が
社 

會
謹
に
贯
献
す
る
科
學
の
全
部
で
は
な
い
、こ
：と
は
沄
ふ
ま
で
も
な
い
。
.或
は
又
と
.
Vに
省
略
さ
れ
た
科
學
は
、
そ
の
貢
献
が
比
較
的 

:
に
諶
耍
な
ら
ざ
る
が
故
に
将
略
さ
れ
た
と
誤
解
さ
.れ
て
も
な
ら
な
い
0
そ
れ
ら
が
银
略
さ
れ
た
.の
は
、
技

術V

般
に
對
す
る
貢
献
の
ぅ 

'
秤
¥

社
命
事
樂 

六

二

九

S

ー
三
苏)
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(

ニ1
:Ii.:o

ち
特
に
社
會
翦
業
に
對
す
る
固
布
.の
貢
献
.と
し
て
、
此
處
に
取
立
て
\
述
-ぶ
べ
き
も
の
が
無
い
と
^
做
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
0
种
學

*

史
學
•
政
治
學

.
法
學•

等
が
こ
れ
に
屬
す
る
。
特
に
社
會
鄯
業
に
對
す
る
貢
献
が
こ〜

に
取
极
ふ
に
飢
す
る
と
_
做
さ
る
、
科
學
は
、
 

(

一〕

經
濟
S

0
一

)

生
物
學a
 
ニ)

心
理
學(

四)

社
#
學
で
あ
る
。 

:

(

一)

B
濟
尊
、
/f
d

#

m業
の
發
展
史
上
最
も
早
く
貢
献
す
る
所
の
あ
つ
た
科
學
は
經
濟
學
で
あ
ら
ぅ
。
何
人
で
も
貧
®
と
贫
羽
客
の 

疾
病
と
の
問
題
に
於
い
て
經
濟
的
侧
而
を
敁
も
容
易
に
認
め
る
こ
と
が
出
來
.る
し
、
且
つ
又今

！！！

に
於
い
て
さ
へ
、
財
友
灼
救
助
ぷ
ょ

. 

無
料
の
醫
瘀
救
助
が
行
は
る
V
と
^
と
を
問
は
ず
、
或
は
又
就
職
の
道
を
與
ふ
る
と
杏
と
を
卯
は
ず
、
先
づ
經
濟
的
侧
而
か
ら
取
扱
を 

巡
め
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
が
非
常
に
多
い
か
ら
、
商
然
何
人
も
個
人
々
々
の
困
胡
の
經
濟
的
側
而
に
ょ
り
火
な
る
注
意
を
拂
ふ
。
從
つ 

て
科
學
窜
社
會
祺
業
に
先
づ
骰
初
.に
貢
献
し
た
の
は
經
濟
學
奪
あ
っ
て
、
彼
等
は
マ
ル
サ
ス
以
來
相
當
に
社
裏
業
に
對
し
て
跑 

心
を
示
し
、
英
國
に
於
け
る
一
八
三
四
年
の
救
贫
法
改
正
に
は
、
博
愛
主
義
實
爭
っ
て
却
つ
て
多
大
.の
S

を
な
し
た
。
當
時Q

救 

.
t法
が
過
度
に
放
擬
なIV

救
：̂
を
fi
っ
た
こ
と
に
^
し

て

轺

^
暮
容
は
そ
の
^
山
放
任
主
義
ょ
り
救
恤
の
緊
縮
を
主
服
し
た
の
で
あ 

.

つ
た
。
後
.に
彼
等
が
，：1
山
放
伍
虫
莪
を
强
.調
し
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、

ー
曆
社
龠
靡
業
に
寄
與
し
得
る
こ
と
と
な
つ
た
。(

A
m
o
s

 

Q
. 

W
a
m
e
r
,

 

American, charities: 

A. study in. philanthropy a
n
d

. 
economics. 

N
e
w

 York, 

IS 94,. pp. 

3-21.

ノ
昕
く〕

て
ー
\
.

九
〇
年
代
ま
で
は
、
.生
理
學

•
心
现
學
も
無
視
さ
.れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
最
も
優
越
せ
る
影
響
を
與
へ
た
の
は
經
濟
學
で
あ
っ 

た
。
社
會
^
業
硏
究
に
關
す
る
十
ロ
典
と
も
云
は
る
べ
きA

m
o
s

 

G. 

w
i

r

が

一

八

九

四

平

に

著

し

た

c
h
l
e
s

 

(

前 

揭)

も
、贫
闲
の
原
因•

救
貧
都
業•

そ
の
經
營
或
は
行
政
，
等
の
硏
究
に
殆
ど
全
卷
を
捧
げ
て
居
る
。
又
社
會
の
經
濟
的
發
M
と
半
っ 

て
社
#
都
業
の
必
姐
が
咐
大
し
、
從
つ
て
そ
の
技
巧
に
も
逸
歩
を
^
じ
て
來
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
か
ら
、
經
濟
卜
の
諸
變
匕
は
if
:

#

集
業
發
肢
の
蜇
耍
な
因
素
と
一K

は
ね
ば
な
ら
な
い
。
か〜

る
觀
1
か
.ら
云
っ
て
も
經
濟
の
知
識
を
與
へ
る
經
濟
學
が
大
な
る
.货
献
を
な

し
#
る
こ
と
は
十
分
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
社
#
蕻
業
に
對
す
る
批
判
者
の
一
派
は
、
社
#
寧
業
家
の
取
扱
ふ
問
題
は
极
本
に
於s

 

て
現
經
濟
制
度
の
缺
陷
に
起
因
し
、
社
會
鄯
業
家
の
努
カ
は
單
に
結
艰
の
み
に
働
き
か
け
る
に
企
ま
り
原
因
た
る
經
濟
制
度
の
缺
陷
に 

對
し
て
は
何
等
關
係
す
る
所
が
な
い
か
ら
、
結
局
そ
れ
は
却
っ
て
現
經
濟
制
度
の
缺
陷
を
し
て
そ
の
坐
命
を
持
續
せ
し
め
る
も
の
で
あ 

り
無
益
有
寄
な
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
。
こ
の
批
判
は
少
く
と
も一

部
分
眞
理
で
あ
っ
て
、
社
#
事
業
家
は
そ
の
努
力
を
布
益
な
方
向 

-に
州
ふ
る
が
爲
め
に
愼
筑
に
行
動
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
は
經
濟
學
の
硏
究
は

一っ
の
茁
耍
な
指
針
を
與
へ
る
に
役
立
っ
の
で 

.あ
る
。
加
ふ
る
に
近
年
經
濟
學
界
に
於
い
て
所
謂
制
度
主
義
或
は
行
動
主
義
と
稱
せ
ら
る
k
學
派
の
興
隆
し
た
こ
と
は
、
斯
學
と
社
# 

靡
業
と
の
接
近
を
益
々
促
進
し
て
思
る
。
こ
の
.學
派

は「

貨
幣
及
び
惯
格
決
宛
•
現
在
^

®
に
機
M
化
さ
れ
て
居
る
生
產
設
備
•
企
業 

最
近
の
諸
相
•
こ
れ
ら
諸
制
度
の
根
贱
に
あ
っ
て
す
べ
て
こ
れ
ら
の
も
の
に
於
い
て『

諸
權
利』

を
布
す
る
容
の
利
益
を
保
誰
す
る
所 

の
私
有
財
產
制
度」

等
の
諸
制
度
の
機
能
を
そ
の
鉼
究
の
悲
贱
と
し
、

こ
れ
ら
の
制
度
に
據
っ
て
營
ま
れ
る
人
fi
l
lの
經
濟
中
：沽
を
、
そ 

の
容
觀
的
表
示
で
あ
る
所
の
人
間
行
動
を
通
じ
て
，
觀
察
し
ょ
ぅ
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

從
來
の
經
濟
學
上
に
於
け
る

形
而
上
學
的 

.な
假
說
に
賴
る
こ
と
な
く
、
客
觀
、乐
義
的
硏
究
に
新
し
く
出
直
さ
ぅ
と
す
る
。
斯
く
の
如
き
實
際
狀
態
の
觀
察
か
ら
/l
1，
發
し
ょ
ぅ
と
す 

る
學
派
の
興
隆
に
依
っ
て
、
斯
學
が
社
#
都
業
と

一脐
接
近
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
疑
ひ
が
な
い
。
例
へ
ば
低
賃
鈒
•
收
入
過
少
•
失 

業

•
乖
節
的
失
業
.I

能
業
.
估
宅

•
雍
業
上
職
業
上
の
疾
病•

兒
童
勞
働
•
勞
働
に
從
琪
す
る
母
親•

等
の
如
き
問
題
は
、
そ
の
取
扱 

に
於
い
て
斯
く
の
如
き
經
濟
學
的
硏
究
か
ら
特
に
得
る
所
が
大
で
あ
る
。
最
後
に
社
#
靡
業
は
、
そ
れ
が
政
府
當
局
に
依
っ
て
行
は
る 

、
と
パ
!1
!
]社
#
琪
業
刚
體
に
依
っ
て
行
は
る
X
と
或
は
席
業
家•

勞
働
糾
合
等
に
依
っ
て
行
は
る
、
と
を
悶
は
ず
、
常
に
そ
の
綷
泣
上 

の
諸
點
に
關
し
て
經
濟
學
的
考
察
を
必
耍
と
す
る
こ
と
は
宏
ふ
ま
で
も
な
い
0(

>
3
7 
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h
e
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I
 

I

 

1

4

.
 

f

i

l

l

事
業
I

し
て
、
そ
の 

て
も
•
そ
の
麗
取
扱
の
技
巧
の
i

に
も
•
そ
の
經
營
の
'方
面
に
も
i
 

aつ 

又

學

t
'r
j 

“穸
;r
か
ら
今
後
一
曆
大
な
る
貢
献
を
致
す
で
あ
ら
ぅ
と
云
ふ
傾
向
が
忍
め
ら
れ

る
。

o o
p

生
f

l

.前
1

述
べ
た
如
く 

I

は
慈
善
事
業
の
鬣
た

I

證

I

就
い
て
そ
の
經
濟
的
篇
し

S

置

さ

れ
な
か 

つ

た

力

！

孟

|

入
つ
て
、
こ
れ
ら
の
|

狀
|

蕩

|

素
と
し
て
疾
病
の
議
も

I

し
く
I

意

、
篇

1

 

一
時
社
I

業

S

,

Q

Iを
と

も

す

れ

ば

眞

養

び

I

I

S

I
歸
し
f

で
あ
つ
た
り
、
又
そ
の
後
一
夺
は
人
i
分

I

の

故

f

原

因

と

し

勝

ち

で

あ

つ

た

。

一
九
一
一

I

於

い

て

す

ら

、

社

I

業

家

と

の

協

力

か

I

I

國

M
 
一

f f
u

 

「

我

々

の

見

地

か

ら

す

れ

ば

、
I

的

或

は

調

和

的

な

社

會

力

も

、

消

極

的

或

は

非

調

和

的

I

會

ヵ

も

、

す

、、へ

て

.無

霧

に

作

^

す

る
 

と

U

一
 

の

物

理

的

化

學

的

の

1

ギ

i

6

す

る

。

.…

•物

理

的

化

學

的

均

衡

が

神

經

，

腺

•，筋

•
細

胞

i

n

 

に

保

た

れ

る

間

は

、

均

衡

の

と

れ

た

社

僉

關

係

が

I

す

るC 」

4

つ

て

居

る

。(

A

l

 

p
 

w

l

-

 

S

I

 

f

 

n 

aa f 

J r
i i
\ f
i

f

 

0

1

 

I

 

I

I

 

富

 

r
e
v
.

 

e
d
.
.

 

N
e
w

 

I

 

I

 

p
.

 

I

 
斯

の

如

く

生

物

學
 

1

デ

の

f

と

な

つ

た

奪

今

日

に

於

い

て

は

雲

社

靠

業

•
公

衆

衞

寒

業

•
等

が

起

こ

り

、

そ

の

他

の

社

會

事

業

分

野

に
 

^

e -
r

.

u
' (
o

u
i b

1

f

m

] ^
こ

と

は

明

か

で

あ

る

。

然

し

®
^
の

如

き

生

物

學

的

因

素

疆

の

立

場

の

論

理

的

歸

結

は

優

先

學

警

 

t

r

I

I

I

I

H

!!
!!

ふ 
l

i

I I
l l

y

 

鍾

I I
1 I

來
.ぬ
.ば
か
り
：で
な
.く
，
こ
れ
ら
劣
惡
な
血
親
は
-1
殖
率
.が
大
で
あ
る
か
ら
_
っ
て
後
世
に
對
し
て
布
密
な
綠
艰
を
虫
ぜ
し
办
る
と
主
張 

す
る
の
で
あ
る
。
然
し
後
に
生
物
學
的
遺
傳
に
對
し
て
社
會
的
逍
傅
の
茁
要
性
が
强
調
さ
れ
る
に
從
っ
て
、
こ
の
批
判
の
勢
.力
は
ぅ
す 

ら
い
で
來
た
。(Maciver, 

C
P

.

 

c
i
r
s

.

 

s

_

3

4

oし
か
も
猶
社
會
箏
業
に
於
け
る
生
物
學
的
遺
傅
の
問
題
は
解
決
さ
.れ
た
ゎ
け
で
は
. 

な
い
の
で
'あ
る
か
ら
、
將
來
こ
の
方
面
に
對
し
て
も
坐
物
學
の
寄
與
す
る
所
は
注E

I

に
値
す
る
。(

w
a
r
n
e
r
,
p
u
e
e
n

 

and 
Karper, 

op. 

c
i
r
s
. 
2J
7—

00
.warpf, 

op. 

c
i
r§.
CO
ON
.VO
N
. ノ

三
、
心
理
學
、

一
般
心
理
學
•
應
用
心
理
學
殊
に
敎
育
心
现
學
•
變
態
心
理
學
•
精
神
病
學
•
等

は

そ

れ

ぞ

れ

今
！！！

の
社
會
翦
業
に
と 

っ
て
必
须
の
;1
]
具
、と
な
っ
て
砠
る
。

一
般
心
理
學
は
、
社
龠
事
業
家
に
對
し
て
、
そ
の
取
扱
ふ
人
問
の
精
神
沽
動
即
ち
動
機
.
感
情
丨 

意
向
•
記
憶
•被
暗
示
性
•等
に
就
い
.て
の
理
解
力
を
附
與
す
る
。
應
月
心
理
學
殊
に
敎
育
心
现
學
は
、
本
能
及
び
感
情
の
修
：
.|
1
;、
感
覺• 

知
覺

•
運
動
^
が

•
記
憶

•
想
像

•
不
可
離
聯
想
•
意

向

•
判
斷
*
等
の
發
股
を
取
扱
ふ
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
知
識
は
學
校
に
限 

ら
ず
家
庭
•
街
頭

*
エ
場

*
ク
ラ
ブ
*
劇
場

«
運
動
遊
戯
場
•
醫
師
の
診
察
室
• 

施
瘀
所
•
等
に
於
い
て
利
用
さ
れ
得
る
も
の
で 

あ
る
が
故
に
、
從
つ
て
社
#
鄯
業
に
於
い
て
利
用
さ
れ
る
範
圍
は
極
め
て
廣
：い
。
然
し
こ
れ
ら〗

一
者
の
寄
與
す
る
所
は
、變
態
心
理
學• 

精
神
病
理
學
の
貢
献
程
に
は
顯
藉
で
な
い
。
變
態
心
理
學
。
精
神
病
學
ば
、
狂
顧
容

•
精
神
孤
弱
奔
•そ
の
他
の
精
神
病
奔
•
の
精
神
與 

常
を
取
扱
ふ
も
の
で
あ
つ
て
、
社
會
康
業
家
の
取
扱
ふ
人
間
の
中
に
は
斯
か
る
精
神
狀
態
に
あ
る
も
の
が
多
い
か
ら
、
現
今
で
は
精
神 

衞
坐
遝
励
に
大
な
る
力
が
注
が
れ
、
精
神
病
社
會
鄯
業
と
稱
せ
ら
る
ゝ
特
殊
の
分
野
す
ら
認
め
ら
れ
て
居
る
。
元
來
精
神
病
#
は
、
歐 

來
に
於
い
て
も
第
十
七
世
紀
に
至
る
ま
で
は
、
何
か
の
惡
魔
に
憑
か
れ
た
.も
の
と
看
做
さ
れ
、
從
っ
て
そ
れ
に
對
す
る
取
扱
は
祈
_
 

• 

鞭

打

•
焚
刑

•
刺
胳

•
等
で
あ
っ
た
。
第
十
八
世
に
於
い
て
は
貴
困
な
精
神
病
容
は
、
す
ベ
て
放
遛
さ
れ
て
思
た
か
或
は
牟
獄
•
救
貧 

院

•
等
へ
幽
閉
し
て
瓰
か
れ
、
そ
の
取
扱
は
殘
虐
を
極
め
た
。
第
十
九
世
紀
末
に
漸
く
精
神
病
學
が
坐
ま
れ
て
、
.精
神
病
は
他
の
疾
病

科
學W

社
#
祺
業 

六
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(

ニー 

三
九)



m
m

Bih
命
m
業
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.

. 

1

广
 i

一
 i 
四 

0
1

 

I 

w
o

〕 

1

に
治
療
し
f

し
I

防
も
し

得
f

Q

l

tと
I

め
ら
れ

た
。
こ
れ

i

い

て

雜

I

I
が

警
 

f
f
l
f

し
s

f

l
あ
る
が
、
し
か
も一

，
そ
s

f
阻
f

会

時

代

I

た
。
智

i

d

 I 

H

 

ぼ
I

に
於
い
て
優
生
學
か
ら

楊

し

た
i

のI

な
り
し

.時
代
で
あ
る
。
■
そ
の
顷
ビ
<

 

丨
•
シ
モ
ン
精
神

基

法

が

流
一了
し

ム

レ
 

^

全
米
I

わ
た
つ
て
I

檢
f

s

動
し
た
が
、
彼
等
は
、
囚
人
•
寒

婦

•
未
婚
の
母
•
浮
浪
人
•
失

業

勞

顧
 

5

•そ
の
他
の「

旭
介
な
人
達」
に
就
い
て
、
精
I

響
が
非
常
に
高
い
|

|

め
る
こ
と
を

置

し

を
と
”

た
；
^

 

多
で
あ
I

す
れ
ば
、
賴
神
撖
黎
は
頗
る
多
數
に
上
り
、
當
時
.の
收
容
機
關
で
は
迎
し
く
不
十
分
で
あ
で
こ
。

て
" 

か
る
劣

|

血
統
は
證
放

f

 

I

、
I

る
血
I

迫
し
て

l

i

i

l

f

 

hが
u

u

、

U

は

德

資

I

f

る
"
墨
つ
た
。
怎

繁

、
黎

馨

言

と

S

倉

、
響

i
l

i
r

n

癒

意

べ

含

高

十

五

州

Q

I
に
規
f

れ
篇
さ
れ
た
。
然
し
後
に

I

學

的

疆

5

す
|

寫

お

,
,

I

I

ら
れ
、
.

1
諸

置

I

墨

證

れ

塞

め

に

、
l

l

l

l

i

l

uす

“

0
し
ま

1 0
た
‘

し
か
、
る
顏
が
盛
ん
に
續
け
ら
れ
た
な
ら
ば
、
精
神
病
の
方
而
に
於
い
て
社

|

業
の
|

す
|

地

笔 

^

3

、.
“

^

3
あ
つ
た
。
こ
の
危
機
を
通
過
し
た
後
は
漸
次
發

f

遂
げ
、
.歐
洲
戰
後
所
謂
精
神
衞
盡
動
が
著
し
き
成
長
を 

。

れ

パ

1

1
^

或
春
は

>

社

亭

經

濟

的

.

|
的
等

|

題
は
結

|

種
|

的
證
涨
に
|

恐 

il
f

J

I

r

•

パ

W

言

の

f
 

I

り
I

る
こ
と
を
述
べ
て

f

。
全
く
現
代
に
於
い
て
は
社

I

業
に
於
け
る

f

i

t

f

 
く
、
又
醫
意
味
の
心
輩
的
で
も
な
く
、
む
し
ろ
精
神
病
學
的
觀

f

る
と

g

y

p

 

M

 

b

u

y

;

;

 

I

 

,
 

i
 

自

(

四)

社
會
學
、
精
神
病
學
が
社
兪
祺
業
の
著
し
い
發
展
を
遛
し
て
届
る
間
に
、
他
方
社
會
學
が
社
會
琪
業
家
の
注
意
を

y
き
始
め

^I。 

そ
の
結

^
彼
等
は
漸
次
に
、

「

人
格
を
神
經
系
統
の
凾
數
で
あ
る
と
同
時
に
社
僉
關
係
の
凾
數
で
あ
る
と
し
て
し

^
究
す
る
に
至
っ
た
。
 

彼
等
は
家
族

•
近
膦
*
共

同

體

:•
產
業
的
人
種
的
，そ
の
他
の
諸
集
團
に
注
意
を

向
け
、
個
人
と
集
團
と
の
關
係
に

對
し
て
益
々
大
な
る 

關
心
を
示
す
に
至
つ
たo

(
w
a
r
n
e
r
,

loueen 

and 

Harper, 

op. 

c
i
r

p
p
.

tv
>
一
？
2
2
0
.

〕

社
#
學
に
於
ける

：：

取
近
の
發
M
は
、
そ
の
社
# 

雄
業
と
の
右
の
如
き
接
近
を
可
能
な
ら
し
む
る
に
，與
つ
て
力
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
社
會
學
に
於
い
て
も
經
濟
學
の
場
合
と
等
し 

く
、
行
励
主
義
的
兕
地
に
栽
く
社
會
现
象
の
現
實
的
觀
察
と
容
觀
的
敍
述
と
が
盛
ん
に
行
は
れ
始
め
た
が
故
で
あ
る
。「

社
龠
學
は
集
刚
* 

そ
.の
諸
關
係
•!!
§
:
•
傅
統
•
II
I
*料
•等
の
硏
究
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
就
い
て
の
，往
意
の

一
集
團
又
は
任
意
の
特
宛
時
代
の
逍 

德
的
評
愤
に
依
っ
て
何
等
正
式
の
制
限
を
.蒙
ら
な
い
。
社
#
離
が
集
團
や
個
人
を
硏
究
す
る
の
は
、
人
11
1
1結
合
の
諸
雄
實
か
ら
科
學
的 

概
恬
を
形
成
し
ょ
う
と
する

：：：：

的
の
爲
め
に
他
な
ら
な
い
。
：
：
そ
れ
は
硏
究
に
於
い
て
は
客
觀
的
で
あ
り
、
そ
の
|=
1

標
に
於
い
て

は

、
 

集
團
坐
沽
に
關
す
る
我
々
の
知
識
を
増
大
せ
し
め
ょ
う
と
努
力
す
る
範
閜
に
限
b
實
際
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
過
程
に
於
い
て
社
#
 

學
は
そ
の
時
の
檩
準
又
は
モ
1
レ
ス
に
依
っ
て
制
腿
さ
れ
な
い
。
他
方
社
#
靡
業
は
可
型
性
を
荷
す
る
實
際
的
規
則
の
一
體
で
あ
る
。 

そ
の
理
論
のH

ざ
す
所
は
、
社
#
環
境
が
そ
の
習
俗
及
び
モ
ー
レ
ス
に
鑑
み
て
許
す
限
り
に
於
け
る
、
個
人
又
は
集
國
と
社
#
環
境
と 

の
叫
の
調
和
的
調
節
で
あ
る
。」

(
p
g
p
s
,

 

op. 

c
i
r
?co
KJ
oo
_
o 

社

會

辦

業

は

時

に

は

.描

な

る

救

濟

を

行

ひ、
時
に
は
迆
ん
で
常
態
へ
の
復
舊
を
は
か
り
、
時
に
は
觅
に
進
ん
で
豫
防
的
手
段
を
_
ず 

る
。
こ
れ
ら
す
ベ
て
に
對
し
て
、
原
因
の
.究
明
は
常
に
重
要
で
あ
る
。
而
し
て
社
#
事
業
は
、
原
因
の
究
明
の
爲
め
に
も
前
述
し
た
經 

濟
學*

组
物
^
•心
理
學
•
に
依
賴
す
る
こ
と
は
勿
論
.で
あ
る
が
、
原
因
の
う
ち
社
轉
的
接
觸
か
ら
生
じ
た
も
の
の
■極
め
て
锻
.耍
な
こ
と
が 

認
め
ら
れ
る
時
、
社
街
擧
は
始
め
て
有
力
な
按
助
を
與
ベ
る
。「

社
會
鄯
業
の
背
景
と
し
て
の
社
#
學
は
、
集
團
行
動
に
關
す
る
概
括
を 

.
科

管

-装

素
 

、
 

：

S

五

ハ

ニ

一
叫
一
.)



轉
學 

>

」

社
#
琳
徵

.

技
.
I

f

 

.

1の

で

1

1

囊

I

I

 
一
 

i

め

る

こ

と

をI

す

 

そ

1

|

 

f
そ

れ

は

個

人

的

證

的

の

不

麗

の

場

官

取

扱

ふ

爲

め

紐

織

さ

。

1

 

”

身

て

し

て

は

、
個
人
と
集
團
と
の
關
係
に
就
い
て
適
切
な
硏
究
を
な
す
こ
と
の
出
來
ぬ
場
合

^

r

y

M

a
l ;

,

n

p

y

_

;

_

:

_

^

B

の
’
I

I

家
庭
s

し
て
は
h

i

し

か

現

れ

言

I

f

 

f
、
X

I

る

レ
ス
が
新
し
い

I

に
順
靡
す
る
過
程
に
於
い
て
惹
起
す
る
衝
突
を
識
別
す
る
こ
と
が

m

f

o
 

&

 

、
>
て
こ
3
ら
？
レ

|

|

は
、
麗

I

窮
狀
態
の
原
因
を
比
較
的
に
よ
く
理
解
す
こ
と
が

M

g
、
J

て
そ

n

r i

.よ

.l

l

l

l

f

 
と 

I

I

I

 I

 
o
f 

?
 

く
;

^

!

み
I

、
社

|

は
他
の
方
面
に
於
い
て
もI

遺

養

す

る

所

が

火

でI

I

成
の
方
而
•
社
8

業
木
質
の
認
識
の
方
面
'
のことする！
が出來よぅ。！

幻
い

u

u

:

:

H

n

r
 

す
る
も
の
で
：あ
つ
て
、
常
然
如
何
な
る
も
の
が
人
l

m

は
人
"
の
f

多

極

の

美

と
 

そ
の
I

の
|

に
疑
問
を
抱
く
に
至
る
で
あ
ら
：
:し

;
;

つ
J

^
r /
J

^

v

y

tを
I

ね
は
な
ら
ぬ
.。
然
ら
ざ
れ
ば
彼
等
は 

I

達
は
何
を
し
て
f

の
だ
ら
ぅ
。…

：
贫
f

不
1

ク
k

t
r f
^
-い

/ 

に
I

て
行
け
な
い
か
も
知
れ
な
い
o「

結
周

S

、
言

 

I

f

1
3
9
1

て
歴
因
で
は
な
い
。
而
し
て
原
因
が
#

續
す
る
限
り
は
結
艰
も
何
時
.ま

で
も
績
く

。

我
々
は
永
遠
の

戰

爭

.の

擔

架

手

と

着

護

婦

♦た

o

し 

(
M

a
c

i
v

e
r

,

 

o

p

.
 O

F
 

P
/

6
.

)

斯
の
如
き
疑
問
を
解
決
し
:1
[

*

:し
い
方
向
に
仕
琪
を
進
め
得
る
爲
め
の
|1
:

會
禅
學
の
形
成
に
、
社
#
學
は
. 

火
い
に
寄
與
す
る
の
で
あ
る
。
.人
|1
|

]

は
社
會
に
生
活
す
る
以
上
何
人
も
そ
れ
ぞ
れ
.の
社
會
对
學
を
持
つ
て
居
る
に
は
相
違
.な
い
が
、「

我 

々
の
訓
練
さ
れ
て
な
い
社
#
料
學
で
は
十
分
で
な
い
。
他
の
将
學
と
同
樣
社
#
锊
學
も
亦
科
學
に
依
つ
て
訓
練
さ
れ
る
こ
と
を
嬰
す
る
o 

而
し
て
こ
れ
が
、
先
づ
第
一
に
、
社
會
學
が
社
#
琪
業
家
を
援
助
し
得
る
點
で
あ
る
。
科
學
は
祈
學
を
創
造
し
な
い
が
、
し
か
も
そ
れ 

は
我
々
の
捋
鹖
を
_修
茈
し
.防
衞
し
.純
化
す
る
。
經
驗
も
种
學
を
创
造
す
る
に
は
十
分
で
は
：な
い
。
そ
れ
は
我
々
の
柝
學
が
解
釋
せ
ね 

ば
な
ら
、ぬ
所
の
•
又
そ
れ
と
撤
卷
し
て
は
な
ら
.ぬ
所
の
•
材
料
を
與
へ
る
。
斯
く
し
て
社
會
學
は
社
會
锊
學
と
社
會
經
驗
と
の
中
間
に 

入
り
來
た
る
も
の
で
あ
り
、
と
れ
ら
一
ニ
つ
は
す
ベ
て
社
會
¥
業
家
に
と
つ
て
必
須
要
件
で
あ
る
。……

援
助
し
た
い
と
宕
ふ
願
望
は
本 

能
的
反
應
で
あ
つ
て
、
そ
れ
.か
ら
社
會
鄯
業
が
成
長
し
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
偉
大
な
る
励
力
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
そ
れ
自 

#
で
は
盲
因
に
.等
し
い
。
そ
れ
が
敕
學
に
發
展
す
る
時
に
の
み
、
.
即
ち
人
間
の
な
し
得
べ
き
こ
と
及
び
そ
の
成
就
め
手
段
に
就
い
て
の 

廣
汎
な
思
推
.に
發
展
し
た
時
に
の
み
、
そ
れ
は
珊
性
的
と
な
る
。」

(Ibid., 

pp.;

OO
-
9
.
0
勿
論
，社
會
部
業
は
多
く
の
科
學
か
ら
拨
助
を
受 

け
る
。
然
し
社
會
學
盏
は
、
こ
の
點
の
貢
献
は
特
に
社
會
學
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。「

蒞
し
そ
れ
が
こ
.の
奉
仕
を
提
供
出
來
ぬ
な
，
 

ら
、
社
#
黎
そ
れ
自
舟
が
非
雛
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
：何
と
な
れ
ば
社
會
學
は
社
會
諸
關
係
.の
.科
學
で
あ
り
、
社
曾
靡
業
は
、
特
定
の
社
# 

惑
態
に
於
い
て
個
人
を
惱
ま
す
所

の

一

'‘
宛

の
不
快
都
と
不
調
節
と
を
救
濟
し
或
は
除
去
す
る
爲
め
に
.案
出
さ
れ
た
技
術
で
あ
る
か
ら
。」

(Ibid., 

p
.

Vo
, ノ

次
に
社
#
都
業
本
質
の
認
識
の
方
面
に
於
い
て
、
社
#
學
は
如
何
な
る
贡
献
を
な
し
得
る
で
あ
ら
ぅ
か
。「

社
會
學
は
社
會
の
運
動
傾 

佝
を
發
見
し
そ
の
跡
を
迎
る
こ
と
を
主
耍
な
る
課
題
の
一
と
す
る
。
少
く
と
も
こ
れ
ら
の
運
動
の
或
物
は
進
化
的
の
性
質
を
示
す
0
換 

科
^
ビ
社
#
•
業 

六
三
七

(

ニ
一
四
3



科
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^
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:
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し
i

i

った。個
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I

I
そ

i

p

n

n

M

I

r

i
って諸 

來
た
救
I

ひ
、襲
な

I

讓

I

達
I

て

れ
L-
r

l
れらから受けて

y
#o
o
■だ

の

f

U

U
JC
&

f

 

l

i

f

 

f
 

f

絕
つ
た
。
これらはすべ 

の

パ

そ

れ

i

さ
れ
I

は
除
去
i

と
I

I

でぁる。從
つ
て
そ
の

i

f
 

f

り
、その 

i

l
人 
i

i

、德 
w

4
ば
童
？

t。
I

Iは
他

P
だ

だ
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l
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l_
_
_

_

_

か
り
で
な
く
却
つ
て
贫
害
で
|)
-
る
こ
と
を
、
：
1.
會
審
1:
家
は
敎
.へ
ら
れ
る
.
o同
時
，に
■又
彼
等
は
、
社

#'
進
化
と
-̂
に
國
家
の
'̂
ふ
社
會 

S
業
の
範
間
が
漸
次
擴
大
し
社
會
立
法
が
益K

行
は
る

ゝ
傾
向
に
對
し
て
、
思
||
!
]社
會
鄯
業
の
特
姝
職
分
が
、
制
度
化
し
た
大
量
取
扱 

に
傾
か
ざ
る
を
得
な
い
政
府
當
局
の
社
會
鄯
業
の
補
足
と
し
て
、
柔
軟
性
を
有
す
る
社
會
祺
業
を
維
持
し1

方
社
會
狀
態
の
變
化
に
• 

他
方
個
人
間
の
相
違
に
*
順
應
せ
し
む
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
も
敎
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
0(

15:
0*
.
, pp. 

6
2
-
00
0

0
最
後
に
社
食
學 

は
、
社
會
邬
業
に
加
へ
ら
れ
た
批
判
を
反
駁
し
て
社
會
事
業
の
#
冼
现
山
を
擁
謹
す
る
こ
と
に
侬
つ
て
も
亦
、
社
會
祺
業
家
の
そ
の
事 

業
の
本
質
に
對
す
る
認
識
を
深
め
る
。
こ
の
批
判
は
大
別
し
て
、
自
然
陶
汰
論
か
ら
の
も
の
、
遺
傅
の
法
則
か
ら
の
も
の
•
及
び
經
濟 

的
決
宛
論
に
恶
く
も
の
•
の
三
種
と
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
第
一
の
批
判
は
ダ
ー
ゥ
ィ
ン
自
身
か
ら
出
て
來
た
も
の
で
、
彼
は
、
跸
藩 

人
の
|[
[
]に
あ
つ
て
は
自
然
陶
汰
の
結
见
と
し
て
身
心
の
虛
弱
な
る
も
の
は
除
去
さ
れ
る
が
、
文
明
人
は
斯
る
虛
弱
奔
を
坐
杯
せ
し
む
る 

爲
め
に
最
薺
の
努
ヵ
を
詖
く
す
こ
と
を
指
摘
し
た
。
然
し
社
#
環
境
の
影
響
を
强
調
す
る
社
#
學
の
見
地
ょ
り
す
れ
ば
、
虛
弱
客
も
强 

沘
者
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
し
、
且
つ
又
失
業
の
如
く
現
代
の
tl
:
#
經
濟
制
度
に
附
隨
す
る
欠
陷
加
ら
自
然
陶
汰
論
者
の
所
謂
不
適
客 

と
な
つ
た
背
に
は
、
常
然
社
會
か
連
帶
實
忸
を
負
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
社
會
翦
業
に
依
る
と
否
と
を
問
は
ず
何
等
か
の
方
法
で
、
社
#
が 

そ
れ
ら
の
人
々
を
救
濟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

の
で

あ
る
。
第
一
一

の

批
判
は
ホ
，
學
の
貢
献
と
關
聯
し
て
前
述
し
て
遛
い
た
遺
傅
の
ぼ
⑽
か
ら 

出
發
す
る
.批
判
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
社
會
環
境
の
影
響
の
筮
耍
性
を
强
調
す
る
社
會
學
客
か
ら
見
れ
ば
明
か
な
誤
賴
で
あ
る
。
第
三
の 

經
濟
的
決
免
論
に
悲
く
批
判
は
又一

一
種
に
別
か
れ
る
。

一
は
個
人
主
義
的
他
は
社
會
主
義
的
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
前
渚
は
人
の
窮
肷 

を
そ
の

人
自
身
の
實
に
歸
し
•
從
つ
て
そ
札
ら
を
救
濟
す
る
耍
t
し
と
す
る
も
の
で
あ
る
0
こ
れ
は
.形
而
上
學
的
な
自
吶
意
志
の
敎
理 

I

の
根
底
に
藏
し
て
居
り
現
實
狀
態
の
硏
究
に
恶
い
て
房
な
い
點
に
於
い
て
錯
誤
を
犯
し
て
®
る
し
、
又
假
1C
經
濟
的
成
功
者
は
そ 

の
努
力
と
能
力
と
の
報
酬
を
得
た
の
に
對
し
て
貧
窮
衆
は
努
力
に
於
い
て
も
能
力
に
於
い
て
も
欠
け
て
居
た
が
故
に
そ
の
地
位
に
あ
る 

科
擧w

社
會
琪
業 

§
殳

。
ニ
四
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る
。
I

I

I

■
し
て
、
震

靠

i

f

力
ら
發
し
て
®
る
こ
I

認
め
る
け
れ
f

、
.
し

か

も

猶

こ

の

批

判

の

二

つ

の

i

 

b

y
を

？

す
。
即
ち
第一

に
こ
の
批
判
は
、.

問
f

變
し
過
ぎ
て
居
る
點
換
言
す
れ^

r

羞

•

“

l

i

l

f

 
る
。

y

濟
的

i

_

i

i

i

が
、
し
か
も
そ
れ
は1

1

1

1

ぜ
し 

U

な
い

I

で
あ
る
。
成I

困

は

譽

讓

な

ら

し
I

然
し
貴
闲
が
取
除
か
れ
て
も
、
そ
れ
は
、
! p

l

l l
;

n

_

_

_

讓

屬

謂

_

|

u

n

l

i

 
し
て 

f

:

i

ll
i

 
け

l l

a
Mi l

^
s
r
!
出
！

！
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そ

の

I環境

I
す
る
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し
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考
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n
u
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-
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-

I

l

_

i

l

5
i

.述
べ
る
こ
と〜

す
る
。

■

^
、
1,

社
畲
琪
業
に
貢
献
す
る
主
要
科
學
を
、
火
體
に
於
い
て
そ
の
社
會
事
業
と
關
聯
し
て
の
m
要
性
が
注
闫
さ
れ
始
め
た
順
序
に
從
つ
て 

考
察
し
て
來
た
。
こ
れ
ら
は
そ
の
重
要
性
が
社
俞
祟
業
家
に
侬
つ
て
注
2
1さ
る

、
ゃ
、

そ

の

當

座

は

殊
M

M
要

視

さ

る

-
^
の
常
で
あ
つ 

て
、
最
初
は
經
濟
學
が
次
に
は
生
物
耀
が
續
い
て
は
心
理
擧
殊
に
精
神
病
學
が
、
最
も
貢
献
す
る
所
多
き
科
學
な
る
か
の
如
く
嗔
傅
さ 

れ
た
。
現
代
は
精
神
病
學
の
時
代
と
云
は
れ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
し
か
も
社
會
學
の
重
要
蚀
が
益
々
認
め
ら
れ
て
來
た 

こ
と
は
疑
ひ
が
な
い
。
而
し
て
こ
れ
と
關
聯
し
て
人
類
學
•
社
會
心
现
學
•
人
間
坐
態
缪
•
等
も
有
州
な
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
て
來 

た
。

し̂
こ
'^
ら
は
.̂
に
4 -
げ
た
諸
和

#
に
凡
し
て
、
そ
の
»:
#
靡
業
に
と
つ
て
の
荷
相
姐
が
主
と
し
て
社

#
學

の

手

を

通

じ

て

.始
め 

て
顯
箸
と
な
り
得
る
意
味
に
於
い
て
、
第
二
義
的
の
も
の
と
看
做
す
こ
と
が
出
來
る
と
思
ふ
。
從
つ
て
、
此
處
に
こ
れ
ら
に
就
い
て
述 

ベ
る
余
裕
の
な
い
爲
め
省
略
し
て
も
、
さ
し
た
る
支
障
は
來
た
さ
な
い
と
思
は
れ
る
。

.

現
今
の
社
#
都
業
に
於
V
て
は
分
化•

寒
門
化
が
高
度
に
發
達
し
て
居
る
が
故
に
、
そ
の
各
分
野
の
性
質
に
應
じ
て
各
社
寒
業
機 

關
が
そ
れ
ぞ
れ
主
と
し
て
依
據
す
る
科
學
も
異
な
つ
て
居
る
に
相
違
な
い
o
例
べ
ば
醫
锻
社
會
鄯
業
は
生
物
學
に
.
V精
神
病
社
#
事
業 

は
心
理
學
•
精
神
病
學
に
、
家
庭
社
#
事
業
は
社
會
學
に
、
そ
れ
ぞ
れ
生
と
し
て
侬
賴
す
る
が
如
き
で
あ
る
。
然
し
如
何
な
る
鄯
業
分 

跸
で
も
結
局
社
#
に
生
活
す
る
人
間
を
一
體
と
し
て
取
扱
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
科
學
中
の1

部
に
の
み
依
賴
し
て
他
を
輕
視
す
る
こ 

と
は
金
く
出
來
な
い
。

.

三
科
學
に
對
す
る
社
會
蓽
業
の
貢
献

一
般
的
に
一
石
つ
て
科^

と
技
術
と
の
間
に
は
相
互
依
袼
の
關
係
が
あ
る
こ
と
：は
宏
ふ
ま
で
も
な
い
。
科
學
は
そ
の
初
期
に
於
い
て
は 

科
學w

社
#
事
業 

六
四 

一

n

 

ニ
四
七)

，:•
，？
 
■- 

L.
.
-
M
t
r.
[.
./
.
-
.
.
.
*

>'
•
>»
,
:
.
■-
,
r
_
t.
-t.
.
、
.
：
：
，
f

--
i.
.
h
v
>
.
.
y
.
,
.

3
-
 

4

 
4
.
 

AT, 

X
» 

~

 
u
}
 

一 

X

し —



技
術
か
ら
坐
ま
れ
て
來
た
も
の
で
あ
り
、

現
在
の
如
く
兩
I

開
に
.

I
た
る
區
別
が
割
さ
れ

て
居
て
も
、
技
術
家
の
狹
い
乍
ら
も
深

い
I

と
經
驗

•
そ
の
仕

f

對
す

I

.
心
？

等
に
依
つ

て
、
科
學
に
新
し
い
硏
究
|

が
導

入
さ
れ
或
は
新
し
い
硏
究
資
料
が
提

I

れ
る
こ
と
は

I

I

る
。
I

囊
と
科
學
と
の
間
に
も
、
當

然

前

者

は

馨

の

叢

に

資
す
る
と
共

I

f

馨

の

f

曼
献
す
る

f

s

s

係
が
I

す
る
。
而
し

て
こ
の
關
係
は
、
最
近
の
社
會
事
業
に
於
け
る
社
會
硏
究

へ
の
■

な
關
心
に
依

つ

て

I

明
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
？
社
會
硏
究
は
本
來
、
諸
社
會
科
學
が
現
實
生
括
の
觀
察
を
そ
の
硏
究
の
出
發
點
と
す
る
に
至

.
つ
て
か
ら
、
科
學
特
に

I

學
の
指

I

下
に
行
は
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は

社

會

廳

に

對

す
る
科
學
の
貢
献

の
置
な
一
方
而
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
又
、
科
學
硏
究
の
素
材

S

I

繁
で
あ
る
か
ら
、

社

靠

業

が

科
學
に
對

し
て
特
殊

の
I

を
な
し
得
る
こ

i

示
す
も
？

倉

。
而
し
て
と

Q

方
面
を
除
い
て
は
、
科
學

I

す
る
寄
與

I

に
ミ

に

擧
ぐ
べ
I

の
が
な
い
か
ら
、
木
節
に
於
い
て
は
社
會
研
究
に
就
い
て
の

み
述
べ
る

こ
と
、
し
た
。
i

節
に
於
け
る
が

如
く
個
々
の
科
I

に
比

d

ぬ
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
々Q

科
鐵
に
就
い
て
、
そ
れ
に
對
す
る

社

書

業

よ
り
の

硏
究
資
料
提

供

の

馨

I

I

述
べ
る
十
分 

な
資
料
を
有
し
な
い
が
爲
め
で
あ
る
。 

• 

i 

^

f

硏
究
は
農
的
方
法
を
用
ひ
て
社
會
現
象
#

類
し
蒐
集
し
表
示
し
8

し
、
罡

そ

の

繁

を

I

し
て
、
翌

さ

れ

た

知 

識

業

齒

加

塞

、
資
料
た
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
富
的
は
新
し
き

f

修

著

れ

l

i

i

f
の
創
造
か
；

J

は
熟

る
。
即

I

囊
家
侧
か

|

へ
ば
、
そ
の
實
踐
と
技
巧
と
の
|

|

社
會
雲
に
關
係
あ
る 

i /
i
B

l
グ
し
农1

に
よ
つ
て

そ

の

取
扱
を
一
曆
荷
效

I

し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り

.、
科
學
者
の
侧
か
美
へ
ば

、&

 
く
し
て 

f

s

f
依
り

f

れ
る
假
說
を
棄

て

、
白
紙
の
蓮
で
硏
究

I

め
よ

.ぅ

と

す

の

,

屬
す
る
念
で
は
な
く
、
同
時
に
科
I

I

方
法
で
も
あ
る
。

勿
論
斯
く
の
如
く
同
一t
研
究

■社

食

祺

業

家

も

こ

の

場

合

科

學

客

で

あ

る

と

は

云

へ

な

い

。

社

#

#
究

を

行

ふ

罔

的

が

前

述

の

如

く

異

な

つ

て

居

る

.か

ら

、

一

方

科

學

• 

素

は

原

因

と

結

^

の

關

係

を

追

究

す

る

こ

と

に

關

心

を

持

ち

、

他

方

社

#

^
業

家

は

除

^

さ

れ

得

る

原

因

に

の

み

關

心

を

有

す

る

。

後
 

渚

に

と

つ

て

は

除

去

さ

れ

得

な

い

原

因

に

就

い

て

硏

究

す

る

必

'要

は

な

い

。

此

處

に

社

#

斯

業

家

の

社

會

硏

究

が

科

學

に

對

す

る

貢

献
 

を

行

ふ

上

に

荷

す

る

弱

點

が

觅

出

さ

れ

る

。

然

し

社

會

2]
?
業

家

は

、

珑

實

社

會

と

接

觸

し

て

焐

り

且

づ

そ

の

取

扱

方

法

改

善

の

必

要

か
 

ら

封

韵

な

取

极

l=IF

ff
の

亂

錄

を

の

.こ

し

て

危

る

が

故

に

、

II
會

硏

究

に

從

il
p

す

る

に

は

最

も

^

力

な

機

關

で

あ

る

。

斯

く

し

て

社

#

都
 

業

家

は

或

は

科

學

渚

と

協

働

し

て

或

は

取

獨

に

社

曾

硏

究

に

從

靡

し

て

居

り

、

社

會

硏

究

.に

欠

く

べ

か

ら

ざ

る

要

素

と

な

つ

て

倨

る

。 

(
F
red 

s. 

H
”ll and 

M
a
b
e
l

 

B. 

Ellis, 

editors. 

Social w
o
r
k

 

year book, 

1929, 

N
e
w

 York, 

1930, pp. 415-420. 

E
m
o
r
y

 

c/
.
td
o
g
.
a
r
d
u
s
. 

Contemporary 

sociology, 

Los 

Angeles, 

1931, 

pp. 

-415-6. Y

斯
く
の
如
く
社
會
靡
業
は
社
#
硏
究
を
通
じ
て
科
學
に
貢
献
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
が
爲
，め
に
は
社
#
鄯
業
は
一
宛
の
蜂 

件
を
充
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
0「

從
來
社
舍
雍
，業
と
そ
れ
と
關
係
あ
る
諸
科
學
と
が
、
こ
の
兩
者
1C
共
通
の
問
題
の
硏
究
に
そ
の
力
を
結 

合
せ
し
め
ず
に
思
た
の
は
、全
く
州
心
が
過
ぎ
た
0
こ
の
點
に
於
い
.，て
こ
そ
、社
會
諶
業
が
そ
れ
自
身
の
特
殊
諸
問
題
を
科
學
的
調
张
の 

適
切
な
問
題
と
し
.て
提
言
す
る
こ
と
に
依
り
、
諸
科
學
の
资
カ
を
利
州
す
る
機
會
が
#
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
こ
の
運
動
は
、
社
#
琪 

業
の
材
和
と
出
題
と
が
和
學
的
分
拆
の
諸
耍
求
に
合
致
す
る
や
ぅ
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
ー
其
ふ
義
務
を
伴
ふ
。」

(Phelps,, 

op. 

c
i
r 

V

00
3
.
5而
し
て
现
在
の
社
#
事
業
が
斯
る
莪
務
を
报
す
に
は
、
次
の
三
條
件
を
滿
见
せ
し
む
る
こ
.と
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
三
條
件 

を
滿
足
せ
し
む
る
こ
と
は
科
學
へ
貢
献
す
る
と
同
時
に
、
社
#
祺
業
_
身
の
爲
め
で
も
あ
る
。
そ
の
.第
一
の
條
件
は
社
俞
琪
業
問
題
の 

分
類
に
就
い
て
で
あ
る
。
現
在
で
は
問
題
の
分
類
が
不
党
全
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
爲
め
に
取
扱
の
記
錄
及
び
銃
計
が
祉
會
祺
業 

家
に
と
つ
て
も
科
學
漭
に
と
つ
て
も
不
滿
足
な
場
合
が
多
い
°
科
繅
考
は
正
確
な
知
識
を
#
る
こ
と
が
出
來
ず
、
社
龠
靡
業
家
は
多
く

科
學
w
»l
h
#
事
業
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科祺さ社
-#
•業
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四
■

0
1

〗

7,
:
3

.

が
I

從
つ
て
適
切
な
取
管
行
ふ
こ
と
は
出
來
な
い
。
例
へ
ば
經
濟
學
者
が
職
業
と
疾
病 

U

い

は

う

と

し

た

時

、
社

寒

證

の

麗

に

「

製
靴
.

H
」

と
か

「

製
帽
エ

」

と
I

ふ
や
う

I

I

な
1

fe
T

^

n

o

r何
f

 

f

 

i
ら

.
J

I

質

.

1

態

•
作

露

！

證

載

れ

n

l*
r

:

.
o
p
. 

p
t
.
, 

pp. 

3

S

P

)

耐

靠

業

家-s

身

に

と

つ

て

も

如

何

に

そ

袅

不

て

あ

^

i
#-
y

b#
_

:

^

f
 

f
 

f

f

f

f

 

つ 

i

 て見
ょ
う
。

-

一
 

プ
ー
一
七
年
度
の
4

て
あ
る
が
こ
れ
に
侬
る
と
五
九
種
の「

麗
し
が
列
記
さ
れ
、
一
八
、
瓦
一
一
一
人 

合

れ
ら
の
問
題
の
I

f

示
し
て
I

。
.
こ
の
議
度
は
家
庭
の
間
題
と
し
て
起

こ

つ

た

場

 

的
不
r

)

3 L
’

l

パ

と

、の
|

に
分
け
て
S

さ
れ
て
f

五
I

I

は

a

 

>

產

業

醫

a
o

 

.
體 

r

 

r
v

「
* 

t

f

i

び
行
I

題
(

五)

.共
同
體
問
題
と
云
ふ
5
ノ

の

資

1

1
商
疇
の
下
こ
ガ
已
さ
し
て 

居

る

(

一)

に
樹
す
f

の
は
失
業
•半
失
業
•收
入
過
I

時
I

働
に
て
V

I

I

I
又

名

;

■

で
あ
り
、

(

ニ)

.
篇

す

f

 Q

は
、
i

f

 

f

l

l

q

 

l
又
は
f

 

ょ
る
不
能
力
•の

麵

 

I

達

_

|

|

1 1

蓮

機

關

の

馨

•寧

^

復

fo
i

:む

そ

の

他

の

崎

形

的或は

I

f

 

”ls
p

l!
!l
o

：

1
j
I

不
-以
家
政
，
そ
の
他

の

行11
]
問
題
*
私
4:
兒
*追
立
通
.带
を
受
け
し
も
の
‘
そ
の
他
の
法
律
上
の
紛
糾
.
.親
族
の
冷
酷
*
0.
一
九
1
、(

rL)

lc 

»
す
る
も
の
は
、
不
，以
灶
宅
*糊
密
過
度
2

^
ー
一
人
以
J
4
V非
^
住
^
又
は
移
估
問
題
•非
公
^
•
誉

き

又

は

請

む

能

力

な

き

も

の

•
英 

語
を
話
す
能
力
な
き
も
の
•
そ
の
他
の
職
業
上
又
は
敎
育
上
の
必
要
ふ
七
秫
で
あ
るo(phelps, 

op, 

c
i
r
s
. 

^
0こ
の
分
|1
1
を
，
 

見
る
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
大
部
分
社
#
問
題
で
は
な
く
、
單
：に
獨
立
し
た
因
素
で
あ
る
か
或
は
諸
因
素
の
複
合
で
あ
っ
て
、
取
扱
は 

る
、
問
題
の
社
會
的
性
質
を
示
す
も
の
も
あ
り
示
さ
ぬ
も
の
も
あ
る
。
個
々
の
疾
病
の
如
き
は
何
等
の
社
#
關
係
も
表
し
て
思
ず
、
そ 

れ
は
問
題
の
一
因
素
に
過
ぎ
な
い
。
從
っ
て
そ
れ
ら
に
あ
っ
て
は
問
題
の
名
稱
は
判
然
と
し
て
居
る
が
社
#
關
係
を
示
す
も
の
に
な
る 

と
明
確
で
は
な
く
な
る
。
例
•へ
ば「

失
業」

の
如
き
そ
れ
が
何
か
個
人
的
欠
陷
に
恶
べ
か
•產
業
災
寄
に
茈
く
か
•
そ
の
職
業
の
一
時
的 

不
安
定
か
ら
か
•或
は
產
業
一
般
の
不
況
の
爲
め
か
•を
全
く
示
し
て
居
な
い
。

'又「

不
規
則
學
校
出
席」

Q

や
ぅ
な
眾
な
る

困
雛
の
症 

狀

と「

失
業」

の
如
き
社
會
問
題
の
ー
般
的
經
濟
的
因
粜
と
が
肩
を
並
べ
て
居
る
。
要
す
る
に
こ
れ
ら
は
す
べ
て
叩
題
の
因
素
又
は
そ 

の
，複
合
で
あ
っ
て
社
會
琪
業
の
取
极
ふ
問
題
を
示
し
て
居
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
一
に
は
こ
の
分
類
は
、
取
扱
は
る
、
家
庭
は
人
問
の
集 

團
で
あ
り
取
极
は
る
、
個
人
々
々
も
人
間
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
居
名
0
:例
べ
：ば
同
じ「

要
抉
肋
の
子
女
を
荷
す
る
靡
婦」

の
名
.柄 

の
下
に

數
ヘ
ら
れ
る
：

11

人
の

寒
婦
の
場
合
で
も
、
そ
の
取
扱
は
人
を
異
に
す
る
に
從
っ
て
遊
し
く
相
異
し
得
る
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ 

ば

社
俞
琪
業
問
題
は
恐
ら
く
多
く
の
因
素
か
ら

成
立
っ
も
の
で
あ
っ
て
、
霡
婦
た
る
境
遇
に
あ
る
こ
と
は
そ
の
一
因
素
に
過
ぎ
ず
、
こ 

の
ニ
<
の
靡
廣
が
含
ま
る
、
社
會
都
業
問
題
は
全
く
異
な
っ
て
居
る
か
も
知
れ
な
い
0「

醫
術
に
於
い
て
、
醫
術
の
問
題
及
び
そ
の
原
因 

に
關
す
る
知
識
が
煺
む
に
從
ひ
、
そ
れ
が
救
濟
方
法
を
編
み
出
し
て
治
療
に
着
手
し
た
の
は
病
氣
で
は
な
く
て
病
氣
に
か 

>つ
た
人
1!
|
1 

で
あ
っ
た
。
同
様
に
社
會
事
業
は
、
失
業
や
精
神
的
欠
陷
や
遺
棄
や
の
場
合
を
诹
极
ふ
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
不
調
節
狀
態
.に
あ 

る
人
.々
を
取
扱
ふ
。」

(Ibidv 

P
.
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第
三
に
は
こ
の
分
類
は
、何
が
主
要
な
闲
難
で
，あ
る
か
を
示
し
て
居
な
い
。
換
言
す
れ
ば
個
 々

科
學
^
社
#
事
業
：
 

, 

六

四

五

(

ニ
ー 

五一
)



I 

I

I

 

♦ 

六

四

六

0
M

五
ニ)

f
J B
f
 f

比
：̂

l

i

t
て
f

い
。
ぁ
り
ふ
れ
た

■

で

な

い

闲

雛

例

へ

ば

，

「

敎

育

の

必

要

」「

乞

食

性

向S
不

幾

政」「

齒 

♦

る
も
の」

の
I

が
、「

失
業」

と
稱
せ
ら
れ

I

I

諸
因
素
の
複
合
體

.と
■同
一
.に
极
は
れ
て
唇
の

F

t
。
要 

す
m

l

分
類
の
行
は
れ
て

f

現
f

於
い
て
、

I

囊

善

效

に

行

|

め
に
は
、
先

I

一
に
そ
の
問
題
即 

i

l

調

敦

|

な
る
も
の
：か

I

し
、
.

1

1

1

1
驚

j

明
I

れ
I

I

類
を
改

M 

た

此

^

m

例
に
於
け
る
が
如
く
、
社

裏

I

雪

I

ず
_

讓
を
列
擧
し
た

I

は
、
 

I

l

m

f

Q
な
り
や
從
つ
て
如
何
な
る
取
扱
を
行
ふ
べ
き

や
を
知
る
こ
と
常
來
な
い
。

「

丁
度
？

紐

墓

つ

I

師
の
如
く
に
、
社

靠

I

そ
の
i

l

因
或
は
諸
1

就
い
て
何
等
の
知 

I

ネ
？
 

'て
そ
の
晶
を
取
扱
ふ
こ
と
を
八
機
な
く
さ
れ
て
居
る
の
で
|

」(

|

 p
,
3
4
1
.
x
f

1

闲
f

 

f
宜 

H

I

S

素

I

I

し
反
作
相
す
I

f

、
眞

墨

昼

I

問
題
I

す
る
か
I

f

:
i°
f
 

i

t

l

i

i

f

i

l

 

た
1

 
必 

f

 る
。
謙

證

 i

 
主

,!
i
\
i 

•
泛

は

m

l

や
I
 

•分
類
を
行
ふ
が
故
に
以
上
の
f

s

f
繁

を

_

る
の
に
加
へ
て
、
愈

羞
 

勸
に
澈
く
不
竖
な
名
f

用
ふ
る
が
故
に
、
そQ

意
味
が
明
？

欠
4

合
が
多
い
。
列
へ
ば
K

.

l

l
 

J 

等
の
如
き
名
稱
は
、
響
な
記
述
的
麗
と
代
へ
ら
れ
l

l

l

h

t

 

f

業

讓

s

s

f

f
還
め
に
蹵
せ
し
め
ね
ば
な
ら
衆
ニ
の
條
伴
は
、

I

I

矣

爵

f

l

當

蓮

另
，
る
こ
と
て
ぁ
る
货
窮
背
に
就
い
て
の
不
調
節
に
は
货
闹
に
因
山
し
な
い
も
の
も
多

1
。
ぷ
る
こ
兑

：
，
、
«*
'

v

m
 

'

猶
f

 Q

經
濟
的
侧
而
の
み
を
殊
選
要
視
す
る
傾
向

I

つ
て
f

ハ
の
で
、

I

そ
3

も
パ

d
f i
H

 

“
？

I

s

朱
た
に

i

 
意 

|

!

|

險
！

。
社

豪

 

i

l

l

l

n
、
V

M

H

h

M

.

の
'條
件
は
、
社
會
琪
業
家
が
犁
に
目
前
の
救
濟
に
努
カ
す
る
の
み
な
ら
ず
、
闲
窮
の
极
底
に
横
は
る
諸
條
件
の
發
見
と
銃
制
に
關
、ぃ
を 

持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

社
會
靡
業
を
ょ
り
效
报
的
に
又
豫
防
的
に
行
は
う
と
す
る
爲
め
に
も
、
個
々
の
取
极
蕻
仲
の
生
じ 

.た
近
因
を
楝
る
の
.み
な
ら
ず
、
更
に
そ
の
§

M

に
狳
々
と
し
て
作
州
し
て
焐
る
茈
本
的
條
件
を
究
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
社
會
都
業
家
は 

「

一
因
素
が
他
の
因
素
か
ら
•個
人
が
そ
の
集
團
か
ら
或
は
そ
の
環
境
か
ら
•
一
 

琪
件
或
は
そ
の
近
隣
集
團
が
ょ
h
大
な
る
社
會
的
取
位 

か
ら
•
絕
緣
さ
れ
る
こ
と
は
全
く
な
い
の
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
殊
に
次
の
如
き
假
宛
に
對
し
て
身
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち 

彼
の
特
に
關
心
を
布
す
る
所
が
特
宛
の
諸
藤
態
に
局
阪
さ
れ
て
.1
|
£し
い
の
だ
か
ら
、
彼
の
取
极
ふ
問
題
を
促
迆
す
る
諸
條
件
或
は
そ
の 

解
決
に
必
要
な
救
濟
.手
段
も
同
欉
に
局
限
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
假
說
で
あ
るOJCMaciver, 

op. 

c
i
r

p
.

vo
o

以
上
の
，三

條

件

を

充

た

す

こ

と

比

社

#
都
業
_
身
の
發
展
の
爲
め
で
も
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
に
就
い
て
も
科
學
の
拨
助
を
受
け
ね 

.ば
な
ら
ぬ
も
の
.で
あ
る
か
ら
、お
に
述
べ
て
來
た
所
は
、
當
然
科
學
が
社
會
事
業
に
對
し
て
貢
献
し
得
る
諸
局
而
を
も
示
し
て
思
る
と
考 

へ
ら
れ
る
。
乍
然
こ
れ
ら
三
條
件
を
充
た
す
こ
と
に
依
つ
て
始
め
.て
社
#
靡
業
は
科
學
に
火
な
る
貢
献
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
即
ち 

斯
く
し
て
後
改
め
て
科
斟
的
硏
究
資
料
の
鹽
甯
な
る
源
娘
と
な
o
得
る
の
で
あ
る
。
.例
へ
ぱ
經
濟
學
者
は
、
職
業
と
疾
病
の
關
係
を
知 

ら
う
と
し
て
も
此
度
は
依
據
し
#
る
資
料
を
與
ベ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
し
、
失
業
の
：諸
結
艰

*
社

會

保
險
制
度
實
施
の
，成

級

*
等
を
知
ら 

う
と
し
て
も
多
く
の
資
料
を
得
る
で
あ
ら
う
。
又
心
现
學
衮
は
、
欠
陷
あ
る
兒
童
を
社
會
事
業
園
體
か
ら
倘
人
の
家
庭
へ
预
け
て
養
育 

せ
し
め
る
と
云
ふ
兒
宽
保
誰
の
一
方
法
實
行
の
記
錄
か
ら
、
兒
宽
の
灿
能
が
單
に
生
得
的
の
，も
の
と
し
て
の
み
考
へ
ら
れ
ず
家
庭
的
環 

境
に
依
つ
て
深
驻
な
る
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
證
據
立
て
る
資
料
を
得
る
か
も
知
れ
な
い
■ 

°卞
然
資
料
の
源
泉
と
し
て
の
社
#
靡
業
は 

.特
に
社
#
學
に
對
し
て
®
要
性
を
有
す
る
。
社
#
事
業
家
は
先
づ
第I

に
社
會
班I

の
諸
型
を
分
類
す
る
上
に
於
い
て
社
會
學
#

に
助 

.力
し
得
る
。
多
種
多
様
の
社
#
問
题
を
有
效
に
取
扱
は
ん
が
爲
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
自
身
及
び
そ
の
發
坐
す
る
社
#
的
環
境
を
分 

科
學
迖
社
畲
珙
業 

六
W
七

(

ニ
.ー
五
§



科
學
4
社
#
•業
.

*
 

.
 

六
四
八
• 

、
ニ
1
五
^)

o
■ 
°社

！
^

の
I

と
多
様
性
は
、
|

|

社
會
囊
家
の
兩
f
 

I

惑
せ
し
む
I

で
あ
る
が
、
社 

』

^

^

4

|
が
|

と
|

|

觸
し
|

る
§

|

同

顧

|

就
い
て
或
る
|

そ
|

化
を
_

し
得
る
こ
と

*
 

か
”

 

M

M
〕

-

f I
r

1 l
l

f

 ?

一
 

社 

I

l

f

 
拳

 

I

I

 る
と 

I

勺
な
邊

ハ

彳

u

s

l

f

fす
る
I

つ
て
助
力
を
與
へ
る
I

が
出
來
る
。「

社
會
學
の
最
も
I

且
つ
_
 

^

M

a

w

M

へ
る
所
I

的
或
i

的
r

l
、
そ
の
結
f

於
い
て
の
み
な■ 

と
で
I

K

I

t

iし
て
斯
く
の
如
き
諸
力
は
、
.近
親
鐘
即
ち
あ
ら
ゆ
る
社 

勺

パ

“
 

に
於
ぃ
て
.
f

f

 く
觀
察
さ
れ
得
る
。
火

襲

I

f

近
し
1

を
行
は
ね
ば
斯
る
知
識
|

れ
な
い
の
I

。
第
三
に
は
、
I

事
業
家 

社

富

者

■

與
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
社
書
業
家
は
、そ
の
取
扱
の
農
を
確
め
る
I

か
ら
、
.

書

ら

、
l

i

f
來
I

l

f

.
觀

I

本
方
法

に
貢
献
す
y

パ

會

的

I

力
の
震
を
行
つ
て
f

l

秦
做
す
こ
と
が
出
來
る
？
現
在
の
I

事
業
が
S
 

f
,
0

;

t

%

1さ

产

f

ぬ1
1
#

件
を
前
に
述
べ
た
が
、
社
禀
に
對
す
る
右
の
暴Q

貢
献
を
な
す
が
爲
め
こ
は
、
 

|#
一
 

の
倏
件
を
、
第
一
垂
ニ
の
貢
献
に
は
そ
れ
ぞ
れ
第
二
第
三
の
.條
件
を
必
I

足
せ
し
む
る
こ
と
が
必
要
W

る
。

- 

s

o斯
く
し
て
我
々
は
社
會
靡
業
が
特
に
社
會
學
に
對
し
て
離
れ
る
こ
と
の
出
來
な
い
關
係
に
あ
る
こ
^
を
認
め
ね

四

結

語

.

似
上
に
述
べ
て
来
た
所
か
ら
、
現
今
の
社
會
事
業
が
科
學
的
方
法
I

用
に
依
つ
.て
素

_

と
し
て
認
め
ら
る
、
暴
つ
た
程
の

L
步
を
遂
げ
な
が
ら
し
か
も
猶
科
擧
と
の
像
働
に
依
つ
て
雨
衮
と
も
十
分
に
利
益
さ
れ
得
る
程
に
は
至
つ
て
な
い
こ
と
が
見
出
さ

I 

た
。
等
し
く
龆
會
技
術
で
あ
つ
て
も
敎
育
の
分
野
に
於
い
て

は
、
先
に
心
现
學
而
し
て
最
近
^
ば
社
會
學
の
應
用
科
學
が
形
成
さ
れ
つ 

、
あ
る
の
に

社
#

^
業
の
分
野
に
於
い
て
は

未
だ

.»
か
る
情
勢
の
發
展
は
認
め
ら
れ
な
い
や
う
で
あ
る

o

故
に
本
篇
に
於
い
て

も
、 

現
實
に
於
け
る
祉
會
靡
業
と
科
學
の
侬
袢
關
係
と
云
ふ
ょ
り
は
む
し
ろ
可
能
性
に
就
い
て
の
考
究
が
行
は
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で 

あ
る
。

然
ら
ば
何
故
に
斯Q

如

き

狀

變

t

 

Qで
I

う
か
。

或

る

雪

は

こ
れ
に

對
し
て
、
科
學
裔
と

f

豪

_

個
と
の
双 

方
に
種
々
の
®

M
を
發
見
し
て
屈
る
。
彼
.の
科
學
者
仰
の
理
*
と
し
て
擧
げ
て
居
る
所
は
、
科
學
の
分
化
及
び
摩
門
化
と
云
.ふ
郭
锼
で 

あ
る
。
現
今
で
は「

II
俞
科
學
容j

は
全
く
席
ず
に
社
會
科
學Q

一
 

部
門
の
硏
究
に
從
雞
し
て
る
人
達
例
へ
ば
人
類
學
背
•經
濟
學
荠
•史 

象
者
•
政
治
學
老

•
社
會
展
ず

•
^
力̂
り

「

自
乾
和
學
者」

の
代
り
に
化
學
客*

物
理
學

諸

•
天
文
學
#•

等
が
^
る
.
0、
し
か
も
經 

が
氣
T
政
治
學
•社
#
學
•等
の
如
き
に
於
い
て
は
、更
に
そ
の
內
部
に
於
い
て
分
化
が
生
じ
て
思
る
0
斯
く
の
如
き
狀
態
で
は
、
學
者
は 

個
々
の
科
學
に
就
い
て
す
ら
そ
の
全
般
に
わ
た
る
知
識
を
所
有
せ
ず
、
殊
更
社
會
鄯
業
に
就
い
て
は
一
曆
知
る
所
が
少
い
.で
あ
ら
うo 

從
つ
て
0

#
都
業
に
對
す
る
應
用
の
如
き
を
考
究
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
闲
難
と
な
る
と
云
ふ
の
で
.あ
る
。
然
し
こ
の
现
山
は
、
こ
の 

.儘

で

は

さ

し

て

重

要

視

出

來

な

い

.°
何
と
な
れ
ば
敎
育
の
方
而
に
應
用
科
學
が
成
立
し
て
焐
る
の
に
、
社
會
鄯
業
に
於
い
て
何
故
成
立 

し
な
い
か
の
现
凼
が
示
さ
れ
て
思
な
い
故
で
あ
る
。
又
社
#
靡
業
家
侧
に
關
す
る
理
FI
T
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
思
る
所
は
、
要
す
る
に
比 

•#
靡

業

家

が

科

學

的

精

神

に
欠
け
て
居
る
と
一

K

ふ
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
先
づ
第
一
に
は
、
社
會
都
業
硏
究
に
從
琪
す
る
著
述
家
達
が
大 

部
ハ
刀
社
會
鄯
業
現
業
員
の
出
身
で
、
科
學
的
知
識
を
十
分
に
所
有
し
て
思
な
い
こ
と
、
科
學
が
社
會
靡
業
と
關
聯
し
て
茁
要
性
を
持
ち 

始
め
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
.で
，あ

り

、
右

の

如

き

硏

究

家

Q

中
に
科
學
的
素
養
を
有
す
る
渚
が
あ
つ
て
も
そ
の
素
養
は
現
在
役
に 

立
た
ぬ
程
宙
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
§

一
 
に
は
現
今
余
り
多
く
の
社
#

m
業
硏
究

の文
献
が
社
龠
祺
業
家
を
惱
ま
し
て
居
り
、
し

かも 

科
學
ミ
社
龠
議 
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I
業

が

I

I

み
I

そ

れ

と

は

直

i

l

p
方J

r

へ

f

i

料
^
病
^
業
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關
心
が
刺
戟
さ
れ
つ
、
ぁ
る 

般
に
.社
會
窜
業
：■は
救
.贫
$
業
と
.

■
9
B
S
H
-

3
«
3
a
3
a
M
8
a
a
a
a
a

I

m

し
.て
_說
め

ら

れ

て

届

る

o
救

貧

部

業
で
あ

る

以

上

そ

の

取

.极

に

は

眾

に

善

良

な

心

と

資

金

と

を

要

す

る

の

み

で

あ

るO

又

そ

れ

と

同

4 

に
社
#
は
、「

肥
え
た
牡
牛
を
使
ふ

者
は
肥
え
た
切
で
.な

け

れ

ばな
ら
ぬ」

と

S

ふ
杏
來
の
謬

を

逆
に

/|
1ひ
て

、

貧
困
客
を
取
扱
ふ

^
は 

,|-
-
1身
も
貧
闲
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
て

居

る

や
ぅ
で
あ
つ
て
、
社
#
事
業
家
の
報
酬
は
他
の
職
業
に
比
し
て
非
常
に

少
く
、

布
能 

な
人
叫
が
斯
業
に
從
蕻
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
屈
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
0(

^
^
&
5
, 

o
p
. 

c
i
r

s

. 

^

.

^

0

加
ふ
る
に
贫
窮
狀
態
の
取 

扱
で
は
、
何
人
も
問
題
の
經
濟
的
側
而
に
の
み
注
意
し
社
會
事
業
家
も
そ
れ
以
上
を
考
慮
せ
ず
被
救
助
客
も
そ
れ
以
上
を
要
求
し
な
い 

傾
き
が
.あ
る
。
從
つ
て
社
#
歌
業
家
は
贫
困
と
結
合
し
て
屈
る
諸
因
素
の
探
究
と
取
扱
に
對
し
て
刺
戟
を
與
へ
ら
れ
る
こ
と
が
少
い
に 

相
違
な
い
し
、
科
學
者
も
社
#
靡
業
を
科
雞
的
硏
究
の
對
象
と
す
る
や
ぅ
誘
導
さ
れ
る
こ
と
が
少
い
に
相
違
な
い
。
乍
然
前
に
麗
*
言 

及
し
た
如
く
、
近
年
社
會
科
學
に
於
い
て
實
際
狀
態
の
分
柝
を
主
要
な
る
硏
究
方
法
と
す
る
學
派
が
現
れ
て
居
る
以
上
、
现
實
の
世
界 

に
接
觸
し
て
科
擧
硏
究
资
料
の
^
富
な
る
源
娘
た
o
得
べ
き
社
#
事
業
に
對
し
て
科
學
客
は
當
然
そ
の
關
心
を
一
曆
强
め
る
に
市
；り
、 

そ
の
結
艰
科
學
と
社
會
祺
業
と
は
益
々
接
近
し
得
る
.も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
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