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橥
•綿
業
其
他
の
諸
分
野
の
技
術
を
も——

以
.て
如
が
國
近
代
的
產
業
技
德
の
：發
展
法
糊
を
把
へ
.る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
大
把
み
.に
言
つ
て
、
 

鍬=

犁
に
骨
化
•表
現
で
れ
た
主
穀
生
產
の
坐
產
.力
の
社
會
的(

佩
、
土
地
利
用
•水
利
に
關
す
る
諸
慣
行
等)

並
び
に
自
然
的(

例
、
氣
睽
•土 

壊
*水
•地
形
等〕
.諸
淛
約
、
及
び
旋
盤
•
フ
ラ
イ
.ス
.に
#

化

•
表

現

さ

れ

た

.

工
作
機
械
生
產
の
■生
產
力
の
.社
會
的(

例
、
前
大
工
業
的
諸
韻
營
形
■ 

態
の
殘
存
、M

需
生
產
の
指
導
性
等)

並
び
に
自
然
的(

例
、砂
.，水
*地
形
.位
置
其
他
の
立
地
的
自
然
、
資
源
的
自
然
等
似
し「

向
然
的
あ
歷
. 

史
性
に
注
意
：
}諸
制
約
の
ヴ
ヱ
ー
ル
を
、經
濟
學
的
認
識
と
農
學
士
學
的
認
識
の
現
艰
階
的
諸
成
果
に
依
據
し
つ
つ
ぅ
ち
剝
し
、
以
て
技
術
の 

ぅ
ち
に
闽
定
化
歷
圯
化
さ
れ
た
自
然
の
.諸
屬
性
、即
ち
自
然
科
學
的
乃
至
農
土
學
的
諸
法
.则——

機
械
學
盼
と
化
學
的
と
ハ
例
、
効
率)

の 

特
.桃
社
#
的
な
發
現
形
態
が
い
か
'な
る
?

^
的
佩
奇
^

^
け
て
ゐ
る
か
を
開
亲
し
、
炱
に
進
ん
で
、
.日
本
の
近
代
的
產
榮
技
術
の
發
展
を
他
の 

諸
社
會
構
浩
に
於
け
.る
產
槳
技
術
の
發
展
と
停
滞
と
に
比
較
對
象
し
、
以
て
短
を
捨
て
長
を
摘
る
べ
き
こ
と
を
暗
示
し
、
就

中「

大
艰
距
共
榮
. 

圈

し

內

：
に

於

け

る

水

田

耕

作

A

具
體
的
諸
形
態
を
技
術
の
.側
か
ら
W
檢
討
す
る
こ
と
、
こ
れ1

ア
ヒ
ヴ
ロ
ギ
イ
の
一
つ
め
課
題
で
あ
る
。
加
之
、

千
ヒ
，
ロ
ギ
イ
は
歷
史
科
承
と
し
て
-1.

方
嚴
密
な
竟
味
で
の
人
間
史
の
端
初
を
■
し
た
も
の
と
し
て
の「

衆
洋
的
社
會」

の
構
造
を
*
技
術
の 

飛
蹯
と
い
'ふ
視
勦
か
ら
、
考
十
U
學
的
諸
成
來
に
依
據
し
つ
つ
、
技
術
史
の
側
か
ら
檢
討
し
、
他
方
停
滯
的
な
膪
史
的
諸
條
件
シ
農
槳
坐
產
の
ぅ 

'ち
に
維
持
し
つ
つ
、
偏
崎
な
人
間
史
的
發
展を

！！

し
て
き
た
例
へ
ば
交
那
Ki
t
:會
の
、
抜
術
^
㈣
裏
づ
け
を
も
、自
ら
の
課
題
と
す
る
。
か
く
て
、 

技
術
の1

史
科
學
は
、
技
術
の
も
つ
ニ
?l
t
性
の
故
に
、
自
然
科
學
並
び
に
社
會
科
學
の
現
段
階
的
認
識
を
前
提
と
し
て
の
み
、
過
去
の
諸
構
造 

に
於
け
る
抜
術
の
發
展
と
停
滞
と
を
-

M
に

一
の
技
術
的
形
態
か
ら
他
へ
の
■具
體
的
な
飛
躍
と
を
照
明
す
る
こ
と
が
.で
き
-
換
言
す
れ
ば
.
技 

術
の
フ
ァ
ゼ
.オ
ロ
ギ
ッ
シ
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，
形

相

學

、
な

類

型

學

と

フ

.
ロ
ノ 

ロ
ギ
ッ
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' 

年
代
學)

な
叙
述
と
を
新
な
見
地
が
ら
ぅ
ち
た
て
る
こ
と
が
で 

き
る
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古
典
經
濟
學
の
出
現
以
後
、
價
格
は
純
乎
た
る
市
場
現
象
と
し
て
考
察
せ
ら
れ
'、
其
の
•決
定
は
、
能
ふ
限
り
®
簾
な
る
價
格
を
以
っ 

.

.て
購
入
し
、
出
來
得
る
限
り
高
直
な
る
價
格
を
以
.つ
て
販
賣
を
行
は
ん
と
す
る
經
濟
的
動
機
に
ょ
.つ
て
支
配
せ
ら
る
\
を
原
則
と
す
る 

も
の
と
.思
惟
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
。
斯
く
の
如
き
推
定
の
下
に
古
典
的
價
格
理
論
は
成
立
す
.る
。
翁
し
な
が
ら
、
縦
令
ひ
、
自
由
競
爭 

原
理
が
一
般
に
承
認
せ
ら
れ
っ
-
ぁ̂
る
社
會
に
於
い
て
も
經
濟
的
原
因
の
作
用
を
攪
亂
す
る
幾
多
の
動
力
が
存
し
て
居
り
、
實
際
上
、
 

倫
理
的
、
社
會
的
、
國
民
的
、
宗
敎
的
、
心
理
的
並
び
に
慣
習
的
原
因
が
種
贏
々
に
價
格
形
成
の
上
に
作
用
す
る
が
故
に
價
楮
形
成 

の
自
然
法
な
る
も
の
は
存
す
る
こ
と
が
な
い
と
も
稱
し
‘得
ら
れ
る
。
殊
に
自
由
競
爭
が
一
般
に
行
は
る
X
こ
と
の
な
か
つ
た
時
代
に
在 

.っ
て
は
’
法
制
及
び
憤
習
に
ょ
っ
て
價
格
の
決
定
を
見
た
場
合
が
甚
だ
多
い
。
洵
に
價
格
機
構
は
今
日
に
至
る
迄
未
だ
曾
っ
て
完
全
な 

る
自
律
を
享
有
す
る
こ
と
が
な
か
つ
た
。
凡
そ
物
に
は
；止
し
き
價
が
存
す
る
、寶
る
に
も
此
の
正
し
き
價
を
以
つ
て
し
-買
ふ
に
も
此
の 

正
し
き
價
を
以
っ
て
す
可
き
で
ぁ
る
と
沄
ふ
思
想
は
長
く
經
濟
觀
念
中
に
存
し
て
ゐ
たo

而
し
て
古
氣
的
價
格
學
說
た
る
生
淹
費
法
則 
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の
如
き
す
ら
1
種
の
芷
價
理
論
と
觀
る
を
得
可
き
.も
の
で
ぁ
る
。
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ラ

ガ
シ
王
朝
時
代
の
古
代
バ
ビ
.ロ
一
一 

ア
に
於
い
て
は
、
唯
り
神
職
及
び
官
職
階
級
の
み
な
ら
.ず
、
强
カ
無
法
な
る
者
の
横
暴
と
劫 

奪
と
に
由
.つ
て
何
A
の
財
産
も
安
全
を
缺
い
て
居
つ
た
。
此
の
王
朝
の
末
期
、
.即
ち
凡
そ
西
紀
前
一
一
千
八
百
年
代
に
於
い
て
ゥ
ル 

力
ギ
ナ
王
は
有
司
等
の
誅
求
を
滅
絕
せ
し
め
、
偷
盜
に
對
し
て
峻
烈
な
る
刑
罰
を
科
す
る
と
同
時
に
、
其
の
臣
民
中
の
微
賤
な
る
階 

級
を
法
律
に
よ
つ
て
彼
れ
等
の
よ
り
富
裕
に
し
て
よ
り
強
大
な
る
隣
人
の
壓
迫
か
ら
保
護
せ
ん
こ
と
.を
企
圖
し
たo

斯
く
て
、
彼
れ
は 

美
し
き
驢
馬
が
國
王
の
賣
中
の
或
る
者
の
廐
に
生
れ
、
而
し
て
其
の
上
長
が
之
れ
を
購
は
ん
こ
ぎ
欲
し
た
と
し
た
な
ら
ば
、
彼
れ 

.は

.「

余
の
心
を
滿
足
せ
し
む
，る
限
り
の
銀
を
支
拂
ふ

」

旨
を
.彼
れ
に
吿
ぐ
る
に
よ
り
て
.の
み
之
れ
を
購
入
す
可
き
と
と
を
制
.定
し
た
。. 

而
し
て
、.
.此
の
法
律
に
は
*
若
し
其
の
所
有
者
が
之
れ
を
手
離
す
こ
と
を
拒
絕
^

i

な
ち
ば
、
彼
れ
の
上
長
は
彼
れ
を
苦
ま
し
め
て
は 

な
ら
ぬ
と
云
ふ
但
賓
が
附
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
同
様
に
、
若
し
或
る
大
人
物
の
家
屋
が
國
王
.の
微
賤
な
る
'

1

臣
民
の
家
屋
に
隣
接
し
、
而 

し
て
其
の
大
人
物
が
之
れ
を
購
入
せ
ん
こ
と
を
彼
れ
に
申
し
出
づ
る
な
ら
ば
、
彼
れ
は「

余
の
心
と
余
の
家
屋
と
を
滿
足
せ
し
む
る
だ 

け
多
く
の
銀
を
支
拂
ふ」

旨
を
彼
れ
に
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
定
め
ら
れ
た
。
而
し
て
其
の
所
有
者
が
之
れ
を
賣
却
す
る
と
と 

.を
欲
し
な
い
な
ら
ば
彼
れ
は
其
の
身
に
何
等
の
危
險
を
も
蒙
る
こ
と
な
く
し
て
之
れ
を
拒
絕
す
る
の
完
全
な
る
自
由
を
有
す
可
き
で 

あ
る
。(
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b
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E. 

Adcock, 

vol. 
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E
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S
S
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B. 

C
-
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2
n
d

 ed., 192S, 

p
.

OJ
WVJ
O
O斯
く
の
如
き
も
の
は
國
王
が
其
の
人
民
中
の
弱
者
た
る
賣
手
の
霞
め
に
二
ン
ギ
ル
ス
神
に
誓
つ
て
定
め
た「

正
價」

と
も
見 

.
る
こ
と
が
出
來
ょ
ぅ
。

然
し
な
が
.ら
、
此
の
法
律
に
現
れ
た
所
で
は
、
單
に「

余
の
心
を
滿
足
せ
レ
む
る
限
り
.の
銀
を
支
拂
ん」

こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
に
過 

ぎ
ず
し
て.

未
た
容
觀
的
擦
準
に
ょ
っ
て
公
疋
の
價
格
を
決
定
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
や
ぅ
で
ぁ
る
が
、
而
も
古
代
><
ビ
ロ
一一
 

ア
に
於
い
て
は
比
較
が
碰
定
的
に
し
て
因
襲
的
な
る
制
殿
價
格
と
公
開
市
場
の
價
格
と
は
相
並
ん
で
存
在
せ
る
も
の
、
如
く
、
、西
紀
前 

1

一
千
八
百
〇

ー
年
乃
至
一
一
千
七
百

.九
十
四
年
の
頃
、
ア
ッ
力
1
ド
の
王
サ
ル
ゴ
ン
.の
•.子

に

し

て
キ
シ
及
び
北
、、ハ
ビ
a
.11

ア
に
於
け
る
他 

.の

.三
市
の
附
近
に
於
け
る
耕
作
地
の
廣
大
な
る
地
域
を
買
收
せ
る
事
蹟
を
其
の
有
名
な
る
方
尖
塔
に
殘
し
て
ゐ
る
マ
ン
ィ
シ
ュ
ッ
ス
王 

は
穀
物
の
價
格
を
一
シ
ク
.ル
忙
對
し一.

グ
ル
に
決
定
せ
る
の
事
實
を
示
し
て
ゐ
る
。
叉
、
此
の
時
代
に
於
い
て
は
羊
毛
四
マ
ナ
は
银 

一
シ
ク
ル
籍
當
し
た
。
這
般
S

格
は
約
眷
年
間
何
等
大
な
る
議
も
な
く
市
場
に
於
い
て
行
は
れ
て
居
っ
た
言
^
;ぁ
る
。
斯 

く
の
如
く
著
し
き
安
定
が
得
ら
れ
て
居
っ
た
と
と
は
、
取
引Q

中
心
を
形
成
し
、
太
財
産
を
所
有
し
、
銀
行
業
務
を
行
ひ
、
.人
民
の
商 

行
爲
の
大
留
分
を
吏
配
也
る
神
殿
組
織
忙
ょ
っ
て
助
成
せ
ら
る
1
と
と
が
大
で
ぁ
つ
た
で
ぁ
ら
ぅ
。

.

.西
紀
前一

一
千
年
、地
方
的
政
權
た
るH

レ
'ク
市
の
シ
.ン
'
ガ
シ
ッ
ド
王
?<
7
)記
錄
中
.に
は
、彼
れ
の
治
世
中
に
於
け
る
主
_

品
の
最
高
價 

格
を
規
宠
せ
る
公
定
相
場
表
と
も
見
る
可
I

の
.が
揷
入
せ
ら
れ
て
ゐ
る
.。
是
れ
に
據
れ
ば
、銀
一
シ
ク
ル
の
購
實
力
は
小
麥
三
グ
ル
、 

羊
毛
十
二
マ
ナ
釙
十
マ
ナ
、
若
し
く
は
木
材(

橄
機
油
？〕

三
十
力
に
定
め
ち
れ
て
ゐ
る
。
.此
の
時
代
に
於
け
る
銅
.と
銀
の
價
値
は 

s

i

史

槪

觀
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of 

B
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fro 
日 the foundation 

.

..

o
f the m

o
n
a
r
c
h
y

 to 

the Persian conquest, 

1915, 

p: .
2
1
1

3
0
次
い
で
西
紀
前
一
千
八
百
八
十
年
乃
至
一
ハ
.十
年
の
頃
に
布
位 

.

せ
る
ア
ッ
シ
リ
ア
壬
シ
ャ
ム
シ
•
ア
グ 
'ッ 

'ド
ニ
世
の
治
世
に
於
い
て
は
、
銀
一
.シ
ク
ル
は
小
麥
ー
一
ダ
ル
、羊
毛
十
五
マ
ナ
を
購
入
す
る
こ 

と
が
.出
.來
だ
。
照
紀
前
ニ
千
ニ
百
二
十
.五
年
ょ
り
一
千
九
百
二
十
六
年
に
亙
れ
る
ハ
み
ラ
ビ
王
朝
の
法
典
は
其
の
二
百
四
十
一
條
ょ
り 

.
二
百
七
十
七
條
に
亙
つ
て
經
濟
事
項
を
取
扱
ひ
、
作
業
用
の
閬
牛
及
移
乳
牛
等
の
賃
借
料
、
賃
借
せ
.る
動
物
若
し
く
は
物
品
の
喪
失
に 

對
す
る
責
任
と
共
に
、
賛
銀
率
並
び
に
駄
獸
及
び
荷
車
の
使
用
料
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
殊
に
興
味
あ
る
も
の
は
土
匠
、
煉
瓦H

'

仕
立 

, 

職
、
大
工
、
石
工
其
の
他
の
賃
銀
を
規
定
せ
る
.第
二
百
七
十
四
條
で
あ
る
が
、
缺
損
の
.箇
所
多
く
し
て
不
明
な
る
も
の
多
き
は
遺
憾
で

あ
る o
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一
千
九
百
〇
六
年
及
び
七
年
に
獨
逸
の
掘
_
者
等
に
ょ
つ
て
蓝
細
蓝
土
*耳
1
0
の
ボ
1
ガ
ー
ぐ
ソ
ヵ
ィ
ー
に
於
い
て
發
見
せ
ら
れ
た
西
紀 

前

一

千
五
百
年
頃
の
へ
テ
人
の
法
典
に
も
、
諸
種
の
職
人
の
報
酬
、
諸
種
の
家
畜
•
肉
類
•皮
革
•
穀
物
及
び
土
地
の
價
格
が
明
確
に
決 

定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
o (
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.
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l

l

斯
く
の
如
き
法
制
に
先
行
せ
ら
れ
て
、
價
格
に
關
す
^.
經
濟
倫
理
觀
が
M
;め
て
古
く
か
ら
存
在
し
て
居
つ
た
。

.
古
代
希
臘
に
於
い
.て
は
、
西
紀
前
第
七
.世
紀
に
於
け
る
ソn

1
ン
の
時
代
ょ
り
し
て
價
格
は
上
#

の
路
を
迪
り
、
第
六
世
紀
に
冷
い
，
 

て
は
恐
ら
く
漸
次
約
/1
:
割
の
增
加
を
來
し
た
る
も
の
、
如
く
、
西
紀
猶
四
百
八
十
年
ょ
り
四
百
〇
四
年
に
至
る
問
に
は
#

々
十
割
の
籐 

貴
を
見
龙
も
の
と
積
箅
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

而
し
て
商
業
的
資
本
主
義
國
家
を
發
達
せ
し
め
た
ア
テ
ナ
ィ
が
、
外
部
と
の

戰
举
と
内
部
に 

於
け
る
隙
級
鬪
ハ
辛
と
に
出
つ
て
漸
次
其
の
繁
榮
を
失
は
ん
と
丈
る
に
至
ク
た
時
期
に
生
を
享
け
た
大
哲
プ
ラ
ト
ー
ン
は
新
胼
理
の
上
に 

其
の
國
家
を
建
設
せ
ん
こ
と
を
企
圖
し
た
o

而
し
て
彼
れ
の
心
裡
に
在
つ
て
は
經
濟
問
題
は
常
に
正
義
の
問
題
と
き
密
に
結
合
.せ
ら
1 

弋
ゐ
た
。
彼
れ
は
其
の『

法
律
篇』

中
に
於
い
て
，
小
寶

業
の
利
潤
を
規
制
す
可
き
こ
と
を

敎
へ
た
。

斯
く
の
如
き
任
務
は
其
•の
_
家 

の
守
難
者
に
委
ね
ら
れ
る
。
法
の
守
_
者
等
は
種
々
な
る
種
類
の
小
賣

商
業
に
關
す
る
經
驗
を
有
す
る

客
と
會
商
し
、幾
許
の
收
入
が
、 

經
費
.を
霞

せ

る
後
、
小
讓

に

對
し
_

Q

利
得
を
生
ず
？

か
を
考
察
し
、
.而
し
て

彼
れ
等
が
正

し

高

_

督

と

認

め

た

る 

も
の
を

文
書
に
錄
し
て

嚴
密
に
之
れ
を
維
持
す
可
き
で

あ

る
,0
斯

く

て又
、
小
賣
商
業
は
.あ
ら
ゆ
る
階
級
の
者
を
利
す
可
く
、
而
し
て 

國
內
に
於
い
て
之
れ
を
實
施
せ
る
者
に
對
し
て
殆
ん
ど
何
等
の
損
害
を
も
與
ふ
る
£
と
な
か
る
可
.き
で
あ
る
0(

1
^
的
，><
1
.
.
9
2
0

O.
0
Q 

彼
れ
は一

史
ら.HUE

鲁

中
に
於
い
て
日
く「

或
る
人
が
或
る
仕
事
を
引
^ '
け
た
る
時
に
；̂
、
法
は
撃
に
對
し
て
與
へ
た
る
と

同

I

の
忠 

告
を
彼
れ
に
與
へ
る

.0
周
ち
彼
れ
は
之
れ
に

對
し
て
餘
り
に

高
き
見
積
を
與
ふ
る
こ
と
な
く
-
單
に
其

2
興
^

に
於
い
て
之
1
を
見
積 

る
可
き
も
の
な
る

こ
と
是
れ
で
あ
るO

法
は

叉
、
之
れ
を
仕
事
を
引
受
け
た
る
人
に
も
命
令
す
る
、
.藍
し
彼
れ
は
工

匠

；と
し
て
確
か
に 

其
の
仕
事
の
_
値
を
知
る
が
故
で
あ
る」

と
o (Legg., 

X
I
. 
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七

一

六

0
1
0
五
四
.

〕

.

即
ち
ブ
ラ
ト
ー
ン
は
、
財
貨
が
往
々
に
し
で
其
の
交
換
せ
ら
る
X
割
合
を
異
に
す
る
を
見
る
も
、
而
も
、
そ
は
確
然
た
る
割
合
を
以 

つ
て
交
換
せ
ら
る
可
き
も
の
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
ら
•は
、
其
處
に
は
公
正
の
價
格
の
準
據
す
可
き
量
定
し
得
る
共 

通
の
品
質
た
る
價
値
の
概
念
が
揮
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
栽
に
所
謂「

價
値」

な
る
.語
は.

0
で
あ
る
。
费a

はu
rs

か
ら
出 

る
。
後
者
の
有
す
る
種
々
な
る
意
味
.の
中
に
は「

#
る」

若
し
く
：は
.「

何
々
の
重
量
5:
:
有
す
る」

.と
劳
ふ
意
味
を
認
め
る
こ
と
が
出
來 

る

斯

く

て

^

^
は
ー
方
に
於
い
て
重
旦
里
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
重
要
性
を
表
示
す
る
意
味
に
於
い
.て

の

重

量

、

即

ち

價

値

$:
-
も 

意
味
す
る
。
而
し
5

幣
は
初
め
.5
?
£
!
|
に
ょ
つ
て
讓
し
た
が
爲
め
に
、
そ
；̂
貨
幣
2
骨

.
£

す
る
均
等
を
蒙
し
、
更
ら
に
進
ん 

.で
は
、
貨
幣
の
個
數
す
る
均
等
を
.表
示
す
る
が
爲
め
に
用
ひ
ら
れ
る
。
即
ち
’

「

價
値」

.ば

「

均
等」

を
意
味
す
る
o.
天
平
に
掛
吁 

ら
れ
た
ニ
個
の
定
量
が
重
置
を
等
し
ぅ
す
る
場
合
に
於
け
る
が
如
く
、
平
衡
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
0
是
れ
に
由
つ
，
て
餛
れ

5H、

賓 

値
は
物
其
.の
者
に
固
有
な
る
品
質
で
あ
つ
て
、
價
格
は
必
ず
之
れ
に
對
し
て
支
拂
は
る
可
き
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
プ
.ラ
ト
丨
 

:

ン
は
這
般
の
品
質
の
本
體
が
何
で
あ
る
か
を
論
じ
‘て
ゐ
な
い
o
'唯
だ「

工
匠
は
其
の
製
作
の
價
値
を
知
る」

5

の
語
ょ
り
推
し
て
、
.
 

彼
れ
は
恨
値Q

、

爾

る

議

と

しV

雲
若
し
く
は
生
產
费
を
考
へV
居
つ
た
？

は
象
ま
い
か
と
思
は
れ
る
節
が
な
い
で
は
なC 

力(Albert A
ug
u
s
t
u
s 

Trever, 

A

 

History 

of 

G
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e
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E
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i
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T
h
o
u
g
h
t
'
1916, 

p. 

2
3
0
、

固
よ
り
此
の
點
に
Aト、け
る
ブ

ラ
ト
ー
，ン
の
所
論
は
極
め
て
不
充
分
で
あ
つ
て
、
能
く
其
の
眞
意
を
捕
捉
す
る
こ
と
を
得
な
いO

而
し
て
夢

な
る
希
職
語
は
、
前 

述
の
如
く
重
要Q

程
度
-
素̂
す
る
意
味
に
於
い
て
の
重
量
、
即
ち
價
値
に
も
使
用
せ
ら
れ
る
。
.是
，に
於5

て
乎
、
ブ
ラ
ト
丨
ン
は 

.
叉

富

の

債

値

を

以

つ

.て

.

之
れ
を
所
有
す
る
者
の
賢
明
な
る
使
用
と
性
質
と
に
依
存
す
る
も
の
ど
觀
て
居
っ
た
。(

.昭
和
四
年
版
拙
著

,『

經
濟
學
前
史』

八
六
|
九
頁
參
照
、 

.

: 

r

プ
ラ
ト
ー
ン
の
弟
子
ア
リ
ズ
ト
テ
レ
ー
ス
は
其
の
師
よ
り
も
遙
か
に
多
く
新
た
な
る
社
會
の
.發
達
■と
和
解
せ
る
の
觀
が
あ
る
。
而
し
. 

て
、
被
れ
の
偕
格
論
は
、
日
常
普
通
の
現
象
と
爲
れ
る
交
換
を
し
て
其
の
儉
理
锊
學
の
中
心
•思
想
た
る
芷
義
論
と
一
致
.せ
し
め
ん
と
文
.， 

'る
の
.企
圖
で
あ
っ
た
。
彼
れ
は
貨
物
の
交
換
に
f
け
る
價
袼
の
重
要
性
を
明
確
に
認
識
し
、
而
し
て
價
格
の
決
定
に
於
け
る
勞
働
時
間 

..
の
地
位
を
强
調
し
た
。
彼
れ
は
又
、
交
換
が
等
價
を
確
立
す
る
こ
と
を
體
得
し
た
。
而
し
て
彼
れ
は
交
換
な
く
ん
ば
、
商
的
結
合
は
可 

能
な
ら
ざ
る
可
く
、
等1

化
な
く
ん
ば
、
交
換
は
可
能
な
ら
ざ
る
可
く
、
又
同
一
単
位
を
以
つ
て
測
定
せ
ら
れ
得
，る
も
の
た
ら
し
め
ら 

る
、
の
可
能
性
な
く
ふ
ば
、
等
一
化
は
可
能
な
ら
ざ
る
可
し
.と
做
し
、
而
し
て
一
切
の
坐
產
物
が
測
定
せ
ら
る
可
き
共
通
の
標
準
を
以 

っ
て
欲
望
^

§
6

な
り
と
觀
，

而
し
て
因
製
に
よ
っ
て
設
定
せ
ら
れ
た
る
欲
望
の
代
理
者
の
ー
秫
を
貨
幣
に
求
め
て
、
交
換
價
値
形 

態
の
よ
り
以
上
の
分
析
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
が
、
而
も
、
彼
れ
は
交
換
に
先
立
て
.る
比
例
的
平
等
を
以
っ
て
至
要
の
.も
の
と
考
へ
た 

.
の
で
あ
•る
。
斯
く
て
、
彼
れ
は
咬
換
價
値
を
以
っ
て
、
價
格
よ
り
離
れ
、
又
或
る
特
殊
の
交
換
行
爲
.に
先
ん
じ
て
存
在
す
る
も
の
と
看 

.
做
し
た
る
が
如
く
で
あ
る
。
.而
し
て
彼
れ
に
取
っ
て
の
問
題
は
價
格
の
決
.定
よ
り
も
寧
ろ
正
義
の
實
現
に
#
し
て
居
っ
た
。
正
義
は
人 

間
に
適
用
せ
ら
る
可
き
も
の
で
あ
っ
，て
、
物
に
適
用
せ
ら
る
可
き
で
は
な
く
、
生
產
者
に
適
用
せ
ら
る
可
き
も
の
で
あ
っ
て
、
生
產
物 

に
適
用
せ
ら
る
可
き
で
は
な
か
.っ
た
。
斯
く
て
、
公
正
.な
る
價
格
は
、
彼
れ
の
.擧
げ
た
る
例
に
從
へ
ば
*
專
ら
家
蜃
若
し
く
は
靴
に
附 

臆
す
る
に
非
ず
し
，て
、
寧
ろ
建
築
師
と
靴
エ
の
間
に
於
け
名
關
係
忙
相
當
す
る
公
正
.價
格
關
係
が
家
屋
上
靴
と
の
間
に
存
す
る
の
で
あ 

る
。(Eth. 

P
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七
1
八

.

CI1.0

五
六〕

.

.
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. 
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/
四
一

 

、

•
ブ
ラ
.ト
ー
ン
及
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー

ス
の
經
濟
觀
と
好
箇
の
對
照
を
成
す
も
の
は
羅
馬
法
の
其
れ
で
あ
る
。
そ
は
峻
嚴
な
.る
圃
體
的 

要
素
の
.猶
ほ
錢
存
す
る
も
の
多
き
希
11
社
會
に
比
し
て
著
し
ぐ
個
人
主
義
的
で
あ
っ
た
羅
馬
の
經
濟
組
織
を
反
映
す
る
も
.の
で
あ
る
0
. 

羅
馬
法
は
商
取
引
に
於
け
る
價
格
の
決
定
を
全
然
契
約
當
事
者
の
良
由
意
志
に
委
し
た
4

三
田
學
會
雜
誌』

第
三
十
三
卷
第
十
號
所
載 

扨
稿f

效
用
價
値
學
說
史
の
一
節』
三
丨
四
頁
參
贩〕

o
西
紀
前
第
五
世
紀
の
中
葉
に
成
っ
た
十
二
表
法
は
價
格
の
法
®
を
市
場
の
動
搖 

に
委
ね
て
、
何
等
之
れ
^
干
涉
叱
ん
と
企
圖
す
る
こ
と
が
な
か
つ
た
0唯
だ
例
外
と
.見
ら
る
可
き
1も
の
は
貸
付
利
率
の
制
艮
で
あ
つ
を
0 

而
ネ
.
同
法
に
規
定
せ
ら
れ
た
る
最
高
利
率
が
事
實
幾
許
で
.あ
っ
た
か
は
頗
る
疑
問
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
-
抑
も
同
法
が
艰
し
て
這 

般
の
規
定
を
設
け
た
か
如
侗
か
す
ら
問
題
と
せ
ら
る
、
所
で
あ
る
o(『

三
田
學
會
雜
誌』

第
一
1
十
八
卷

第

五

號

所

載

拙

稿

>
リ
キ
一
一
ゥ
ス 

法
前
後』

一

八

丄

九

.頁

參

照

)

、
加

之

、
一
兀
來
羅
馬
に
於
け
.

る
！！

垣
般
の
規
定
は
、
あ
ら
ゆ
る
.貸
付
が
或
る
一
定
の
價
値
以
上
を
有
す
る
と 

と
な
く
、
而
し
て
之
れ
忆
對
す
る
報
酬
と
し
て
支
拂
は
る
^
利
子
が
正
し
く
這
般
の
價
値
を
超
過
す
る
と
と
を
許
さ
る
可
き
に
非
ず
と 

做
す
の
思
想
か
ら
發
生
せ
る
も
の
で
は
な
く
-
這
般
の
立
法
の
動
機
は
寧
ろ
純
乎
た
る
政
治
的
の
も
の
で
あ
っ
て
、
高
利
の
害
惡
に
山 

っ
て
釀
生
せ
ら
れ
っ
、
あ
っ
た
重
大
な
る
政
治
的
危
險
を
防
止
せ
ん
と
す
る
に
在
っ
た
の
で
あ
る
o(

前
揭
拙
著
第

一

四
〇
丨
一
四 

一.
M 

參
照〕

o
而
し
て
爾
後
幾
世
紀
の
間
、
價
格
は
依
然
と
し
て
何
等
-0
限
界
.な
く
個
人
的
恣
意
に
任
せ
ら
れ
、法
は
最
も
法
外
な
る
慎
格
と
. 

雖
4
敢
て
之
れ
を
制
壓
せ
ん
.と
す
る
こ
と
が
な
.か
つ
たO 

^
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西
紀
第
二
世
紀
前
半
に
於
け
る

有
名
な
る
法
曹
ボ
ン
•ホ-I

ゥ
ス(Sextus 

p
o
m
p
o
n
i
u
s
)

の
定
則
に
日
く
、
賣
買
.に
際
し
、
相
五
に
他
を
欺
瞞
せ
ん
と
試
む
る
は
。
契
約 

當
事
者
に
整
し
て
^
然
許
容
せ
ら
る
、
所
で
あ
る
と o 

(

o
Qo.
ei<lib. .

I
V
'
tit. 

xliv 

de r
e
s
cinds^

く enditione-

ン。

異
常
な
る
好
條
件
に
惠
ま
れ
て
高
度
の
繁
榮
に
到
達
し
か

初
期
羅
馬
帝
國
の
經
濟
的
黄
金
時
代
が
遠

v>
過
去
に
去
っ
た
時

、
從
來
の 

も
の
と
は
著
し
く
相
違
せ
る
概
念
が
帝
國
の
立
法
に
現
れ
る
こ
と
、
爲
っ
たc

這
^.Q

變
化
は
皇
帝
デ
ィ
才
ク
レ
チ
ィ
ア
ヌ
ス
^
2
0
, 

clet

p-n
u
s
)

の
治
下
に
發
布
せ
ら
れ
た
も
の
と
茇
は
れ
て
ゐ
る
ニ
個
の
法
規
に
.ょ
っ
て
明
瞭
に
徵
示
せ
ら
れ
る
.0
其
の
一

は

F
gs* 

e
n
i
l
s

 

Q

規
定
と
稱
せ
.ら
る
、
所
の
も
.の
で
あ
る
。
詐
欺
的
行
爲
の
存
し
な
い
場
合
に
は
、
奉
行
は
、
單
な
る
價
格
の
不
當
を
理
由 

と
し
て
、
賣
買
を
取
消
す
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
，つ
た
が(
；qig;r.I

<;. 

xvi. 

4
‘y

デ
ィ
オ
ク
レ
チ
ィ
ア
ヌ
ス
の
法
制
は
眞
價
の
半
ば
以 

卞
を
以
っ
て
販
賣
せ
ら
れ
た
と
と
が
後
に
至
っ
て
發
見
せ
ら
れ
た
場
合
.に
は
、
買
手
が
.其
の
充
分
な
る
價
値
の
全
額
ま
で
附
加
的
支
拂 

を
行
ふ
に
非
ざ
れ
ば
'
寶
手
.は
損
害
を
理
由
と
し
て
.、
契
約
を
取
消
す
の
權
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

(
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此
の
 ̂

令
は
西
紀一 

一':
W

A
十
五
年
に
デ
.ィ
オ
ク
レ
チ
ィ
ア
ヌ
ス
及
び
マ
ク
シ
ミ
ア
ー
ヌ
ス
，(jvjaximisus〕

に
ょ
つ
て
發
布
せ
ら
外
た
一
一
法
規 

中
に
存
す
る
所
で
あ
る
が
、
而
も
、
是
れ
等
の
も
の
は
補
揷Q

靡
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
斯
■く Q

如
き
準
則
は
遙
か
■

に
至
っ
て 

も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
證
據
が
存
す
る
と
做
す
の
說
も
存
し
.て
ゐ
るo 

(

名

.S
R

 

Buckland, 

A

 

^Manual 

of 

R
.
o
m
a
n 

Private 

jE
M
思
紙
.史
槪
觀 

セ

ー

力

(

ニ
◦
五
七〕



茈
價
思
想
史
槪
觀 

.
 

七

ニ

〇

C
!

一〇
五
八)

L
a
w
,

 

1925, 
p.. 

200
1
0。
，此
の
規
定
の
文
字
は
全
然
一
般
的
.で
あ
る
に
拘
ら
ず
、

一
部
の
論
者
は
、
擧
示
せ
ら
れ
た
る
例
が
農
师
な 

'る
を
理
由
と
し
て
、
此
の
法
律
は
唯
だ
單
に
土
地
の
み
に
適
用
せ
ち
る
X
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
ゐ
る
。
此
の
規
定
，は
羅
馬
が
新
た 

な
る
截
督
敎
的
若
-1
.
く
.は
寧
ろ
東
洋
的
敎
理
の
影
響
を
受
け
た
る
證
左
と
看
做
さ
る
可
き
も
の
で
あ
り
、
有
力
者(potentiores)

に 

對
す
.る
貧
者
保
護
の一

部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
.て
、
其
の
反
^ '
に
、
價
格
が
法
外
で
あ
っ
た
場
合
に
、
.賣
手
が
公
正
な
る
價
格
を 

收
受
す
る
こ
と
を
承
諸
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
買
手
は
其
の
契
約
.を
撤
囘
す
.る
；

J

と
を
得
る
や
否
や
は
議
論
の
#.
す
る
•所
で
あ
つ
た
。 

(Charles 

M
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z
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t
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 d
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•

第
二
の
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
貨
物
及
び
勤
務
に
對
す
る
價
格
表
を
定
め
、
這
般
の
公
定
相
場
を
超
過
せ
る
價
格
を
徵
す
る
者 

に
對
し
て
屬
刑
を
科
せ
る
紀
元
三
百
〇

一
年
の
■
令
、De

 

p

:Hetiis 

r
e
s
m

 

v
e
n
a
l
i
u
m

で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
此
の
有
名
な
る
三
百 

〇

一
年
の「

物
價
.に
關
す
る
刺
令」

は
必
ず
し
^
新
奇
な
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
れ
の
以
前
に
於
い
.て
、
.又
彼
れ
の
以
後
に
於
.い
て
隱
 々

試
み
ら
れ
た
所
の
も
の
で
あ
る
。
.
陸
上
輸
送
の
遲
緩
と
多
費
と
に
由
る
所
の
多
い
食
料
供
給
の
問
題
は
羅
馬
帝
國
が
取
り
扱
は
な
け
れ 

.ば
な
ら
な
か
っ
た
最
困
難
な
る
問
題
の
一
で
あ
っ
：.

V
、

是
れ
に
凼
.っ
て
不
當
利
得
と
投
機
.と
を
誘
致
.し
、從
っ
て
又
、富
者
に
ょ
る
貧
民 

.の
抑
歷
を
誘
致
す
るQ

傾
向
が
存
し
て
5

た
が
爲
め
に|

漬
規
制
は
猶
望
と
し
て
自
出
義
が
行
は
れ
て
居

っ

た

帝

國

時
代
S

 

期
、
皇
帝
テ
ィ
べ
リ
ゥ
ス(

ゴ
げ
|

3〕

及
び
ネ
ロ(

|

0)

の
時
代
に
於
い
て
す
ら
時
々
の
必
要k

驅
ら
れ
て
設
け
ら
れ
た
る
の
證
左
が 

，
•'
^

し
て
ゐ
る
。(
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地

方

的
で
は
あ
る
が
.
-
W

ら
に
.
.般
的
な
る
性
質
を
有
す
る
處
置
は
地
^> 

的
飢
饉
と
掘
着
:1
.

^

ド

ミ

チ

ァ

ヌ

ス

(

0

.0
&

?

§

3

)

: ^

び
マ
ル 

>.ス
*
ァ
ウ
レ
.リ
ウ
ス(

M
a

r
c
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A
u

r
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u
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A
n

t
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n
i

n
u
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等

の

諸

皇

.

帝
に
ょ
つ
て
屢
々
採
ら
れ
た
所
で
|)
"
る
。<
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o

而
も
、
.デ
イ
オ
タ
レ
チ
ア
ヌ
ス
の
物
價
統
制
は
其
の
静
細
が
今
日
に
傅
存
す
る
唯 
一'.
.の
も
め
で
あ
る
ば
：か
り
^
な
.
 

く 

.教
め
は
單
に
わ
常
瞭
窮
’迫
時
に
於
け
る
一
時
时
應
急
^
處
置
と
し
で
採
用
せ
ら
れ
た
所
の
も
の
.が
此
の
.時
代
に
至
つ
て
'-1
<
:續
勺
ー
_
 

般
的
政
策
と
化
す
る
に
至
つ
た
點
に
於
い
て
注
意
せ
ら
る
可
き
も
の
.で
あ
る
o

:

.

.•
■
•
;

屢

支

出

其Q

他Q

財
政
上Q

問
題
は
第
一
一
世
紀
以
後
に
於
い
て
至
要
な
f

Q

と
爲
つ
た
。
政
府
は
霞
と
S

響

と

の

！̂
を 

往
復
し
、
次
い
で
通
貨
改®

の
擧
运
で
た
。
第
三
世
紀
間
に
於
い
て
外
部
ょ
り
の
危
險
は
.一
層
切
迫
せ
る
も
の
と
爲
つ
た
。
ヵ
ラ
力 

ラ
の
時
代
に
於
い
.て
凡
そ
四
十
萬
を
難
し
た
軍
隊
を
吏
持
す
る
の
費
用
は
固
ょ
レ
莫
大
な
る
高
.に
上
ら
^:
け

れ

ば

な

ら
^-
か

フ

キ

。

斯
 

く
の
如
き
國
家
的
破
產
.の
脅
威
.に
際
し
て
書
か
れ
た
處
方
箋
は
依
然
と
し
て
通
貨
價
値
削
減
と
增
税
と
で
あ
'.つ
：たo

而
し
.て
課
税
泉
g 

は
前
世
紀
中
に
萎
縮
し
、
又
皇
帝
セ
ヴ
ェ
ル
ス(

s
e
v
i
〕

の
降
代
以
来
、
愈
々
多
く
の
.土
地
.は
耕
作
を
藤
せ
ら
.るV

に
奪
た
が
爲
取 

に
、
國
家
の
要
求
は
一
層
墨
の
度
を
加
へ
.た
。
强
制
及
びII

家
社
會
義
的
規
制
は
徐
々
に
確
立
す
る
K
至

つ
た
。
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス 

(Tr
a
j
a
n
u
s〕

及
び
ハ
ト
リ
ァ
ヌ
ス
.

(
H
a
d
f

 u
s
)

の
時
代
に
於
い
て
按
へ
目
I
適
用
せ
ら
れ
た
所
の
も
の
は
今
や
謹
し
て
確
定
的
制 

度
と
爲
つ
た
。
璧
世
紀
に
於
け
る
平
和
に
對
す
.る
緊
切
な
る
要
求
は
結
局
デ
ィ
す
ク
レ
チ
ィ
ァ
ヌ
ス
の
治
世
に
於
け
る
默
尤
を
掘
來 

し
た
o( T

h
e
:
'
C
a
m
b
r
i
d
g
e
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c 

ap. 

@
私
を
極
め
て
居
つ
た
通
貨
制
度
を
改
革
せ
ん
こ
と
を
企
圖
せ
る
デ
.ィ
オ
ク
レ
チ
.ィ
ァ
ヌ
ス
の
擧
は
投
機
と
值
格
動
搖 

と
.を
誘
起
し
た
蓋
し
.
經
驗
は
人
々
.
に

斯

く

の

如

き

肇

が

長

く

持

續

す
る
；

J.

と
忽
き
を
常
と
せ
る
を
敎
へ
た
が
.爲
I
で
あ
る
.o
:是 

還

思

I

槪
觀
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f
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ー£
於
い
で
ヰ
、
デ
ィ
オ
ク
レ
チ
ィ
ア
"ヌ
ス
は
財
貨
及
び
勞
働
の
最
高
傲
■
表
を
作
製
し
て
、
之
れ
が
働
行
を
企
圖
し
た
の
で
あ
る
。

此
の「

物
價
に
關
す
る
刺
令」

が
帝
國
の
全
版
圖
に
亙
つ
て
施
行
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
.る
か
如
何
か
に
就
い
て
は
、說
が
分
れ
て
ゐ
る
。 

1

說
：に
從
へ
ば
、
デ
ィ
オ
ク
レ
チ
ィ
ア
ヌ
ス
は
之
れ
を
特
に
當
時
羅
馬
の
貨
幣
が
初
め
て
地
方
的
通
貨
に
代
つ
て
使
用
せ
ら
る
i
に
至 

れ
る
東
方
に
於
け
る
自
己
の
屬
領
.に
揭
示
.せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
と1

K

ふ
。
即
ち
此
の
價
格
表
は
唯
り
、
希
臘
‘
埃
及
及
び
東
洋
に
於 

い
て
.の
み
發
見
せ
ら
れ
、
西
方
に
於
い
て
は
看
出
さ
る
、
こ
と
散
き
が
爲
め
で
あ
る
。
西
方
の
諸
皇
帝
は
或
ひ
は
之
れ
を
破
損
し
易
.き 

資
料
に
刻
し
て
揭
示
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
一K

ふ
意
見
も
行
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、
而
も
論
者
は
是
れ
等
の
も
の
が
帝
國
の
全 

領
域
^
通
じ
て
揭
示
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
證
據
は
存
す
^-
こ
と
が
な
い
と
主
張
す
る
。(
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而
も
.
惟
ふ
に
、
此
の
刺
令
は
帝
國
全
般
に
對
し
て
發
布
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
而
も
西
方
に
於
い
て
は
恐 

ら
く
常
例
の
告
示
方
法
を
以
つ
て
足
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
、
東
方
に
於
け
る
が
如
く
、
■長
く
其
の
.條
項
を
銘
刻
し
て
揭
示
す
る
の
要
な 

き
も
の
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ら
ぅ
。

.

デ
イ
す
ク
レ
チ
ィ
ブ
ヌ
ス
は
複
雜
な
る
幣
政
上
の
問
題
に
當
面
し
た
。
蓋
し
、
鑄
貨
は
唯
り
量
目
に
於
い
て
不
同
で
.あ
り
、
品
位
に 

於
い
て
劣
等
で
あ
つ
た
ば
か
り
で
な
く
*
甚
し
く
不
信
用
で
あ
つ
て
、
大
部
分
個
數
に
ょ
る
其
の
使
用
は
回
避
せ
ら
れ
た
。
是
に
.於
い 

て
乎
、
彼
れ
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
盡
し
て
鑄
貨
を
レ
て
信
用
あ
る
も
の
た
ら
し
む
る
の
必
要
を
齋
感
し
た
。
彼
れ
は
金
銀
複
本
位
制
を 

搏
興
せ
ん
こ
と
を
企
圖
し
、
紀
元一

1百
九
十
年
，以
前
に
舊
金
貨
に
代
へ
て
四
ス
ク
ル
ツ
ブ
ル
.ム(S

C
M
U
P
U
I
U
m
)

の
新
金
貨
を
發
行
し
て
、

金
貨
即
ち
ア
ウ
レ
ウ
ス
9
片
袋
0

の
原
基
を
一
封
度
に
對
し
六
十
に
引
き
上
げ
、
而
し
て
二
百
九
十
五
年
の
末
に
之
れ
に
純
銀
よ
り
成 

■̂
te
#
を
力
へ
た
.此
の
銀
貨
は
一
封
度
に
對
し
九
十
六
に
通
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
• 
'ネ
.
ロ

の
デ
ナ
リ
ウ
ス(denalius)

に
類
^
し
、
 

單
に
銀
貨
即
ち
ア
ル
ゲ
ン
テ
ウ
ス(argenteus)

と
稱
せ
ら
れ
て
居
つ
た
や
ぅ
で
あ
る
。
彼
れ
は
又
ネ
卩
時
代
：の
銅
e
ア
ス(as.)

に
共
上
け 

る
も
の
で
あ
つ
.て
ア
ウ
レ
リ
ア
ヌ
ス(

A
u
r
e
l
i
a
n
u
o

及
び
其
の
後
繼
者
のX

X
r

と
刻
印
せ
ら
れ
た
る
鑄
貨
よ
か
も
其
の
大
ざ
及
び
重 

1T
に
於
い
て
優
れ
る
フ
ォ
リ
ス(

f
l
s
〕

と
呼
び
習
は
さ
れ
た
銅
に
極
め
て
僅
か
の
銀
を
加
.へ
た
合
金
貨
f

鑄
造
し
たo

又
彼
5
 

此
の
外
に
其
の
大
さ
及
び
重
量
が
前
記
ア
ウ
レ
リ
ア
ヌ
ス
の
鑄
貨
に
唇

々

相

等

，し
き
テ
デ
イ

ア
チ
Q
p
s:
fu
£r
.

)

貨
及
び
小
鑄
貨
を
も
H
I1- 

し

.̂
是
れ
等
合
金
貨
幣Q

名
目
價
値
は
其
の
養

價

値

に

比
し
て
餘
り
に
高
ぐ
再
評
債
せ
ら
れ
た
が
爲
め
^
市
場
^
^
ら
に
撞
亂
せ 

倉

ヶ

こ

そ

爲

つ

た
。
豐
作
で
あ
つ
た
に
拘
ら
ず
、
貨
幣
憤
値
の
下
落
は
大
な
る
闲
難
を
惹
起
し
た
。
デ
イ
オ
ク
レ
チ
ア
ヌ
ス
は
其 

の
貨
幣
询
度
の
改
革
を
以
つ
て
滿
址
な
る
も
の
と
看
做
し
たo

而
し
て
經
濟
界
は
固
よ
り
之
れ
を
.拒
否
す
る
；

J

と
を
得
な
か
つ
た
が
、
而 

も
•
皇
帝
に
よ
つ
て
變
に
歸
與
せ
ら
れ
た
る
霞
を
承
認
す
る
こ

き

肯
じ
な
か
つ
たc

1

ア
イ
オ
ク
レ
チ
ア
ヌ
ス
に
故
つ
て
よ
、
こ 

は
正
さ
に
あ
か
ら
さ
ま
な
る
惡
行
に
外
な
ら
ざ
る
の
觀
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
-
.
峻
烈
な
る
救
濟
策
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。 

(
H
a
r
o
l
d

 

Mattingly, 

R
o
m
a
n

 

coins f
r
o
m

 the l
i
e
s
t

 

times 

to the f
a
l
l
o
f

 the I
t
e
m

 

Empire, 

s
p
 

p, 

2
6
3

 

ノ。

賃
銀
は
昂
騰
の
傾
向
を
示
し
、
.而
し
て
、
■進
軍
中
の
軍
隊
は
其
の
給
料
よ
り
必
要
な
る
食
料
を
購
入
す
る
に
窮
す
る
に
至
つ
た
。
是
に 

於
ぃ
て
乎
、
デ
•イ
オ
ク
レ
チ
ア
•ヌ
ス
.は
、
小
麥
、
ラ
i
麥
、；
隱
元
豆
類
、.
レ
ン
ズ
豆
類
、
伊
太
利
亜
產
葡
萄
洒
、
橄
欖
油
、
蜂
蜜
、
豚 

肉
.
.
、
ハ

ム

牛

肉

、
爵

、

牛

酷

-

醫
丨
鹚
卵
、
農
民
用
の
靴
-
兵
士
用
の
靴
、
...婦
人
用
の
靴
、
所g

「

貴
人」

用Q

靴
、
羊
毛
、
ラ

I

I

. 

. 

，七 

I
s 

I

s



戒
1

想
史
槪
觀 

. 

七
！一

四

へ
1
10:
:
六
5;

E

ァT

ヶ
：

v
b
、

の
洋
毛
、：.紫
羊
®
、
最
上
蓝
麻
絲
、i

•日
の
不
熟
練
勞
働
、
煉
瓦
.

H.r:

石
3:
、
大
エ
-*
冶
エ
、
製
菓
職
、
造
船
エ
：
大 

鄕

雷

截H
、：.

切
嵌
細
工
匠
、
窬H

、
：

裝
飾
窬H

、

弟
子J

人
宛
及
び
.，

一

個
月
宛
ぬ
敎
師
-•
•算
術
敎
師
•希
臘
S -
右
し
く
け
幾
何
學
敎
肌 

^

;:
狗
把
:1
洋
葱
の
價
格
ょ
り
辯
護
士
の
謝
禮
に
至
.■る

き
-
人
間
_の
勤
勞
，に
よ
；0
て
：生
產
せ
ら
.れ
若
し
ぐ
呔
市
場
に
齎
さ
る
、
殆
ん
ど 

«
ベ
：て，9

物
品
及
.び
1

務
に
對
し
ズ
最
高
價
格
を
規
定
せ
る
刺
令
を
發
し
た
の
：：で
あ
る
0:,
:
:

(

|>
.
 

w
i Bu

m
s
,

 

M
o
n
e
y

 a
n
d

 

M
o
n
e
f
a
r
y 

W
O
I
i
c
y
T
E
a
r
.
l
Y
:

 Times, 

1927, 
p. 

435; 
ノo 

.
こ」

V
,眞
め
諸
物
懷
騰
貴
を
抑
止
せ
ん
と
す
る一

般
的
意
向
並
び
に
鑄
貨
の
苒
評
價
に
由
る
物
價
，の
人
爲
的
騰
貴
に
對
す
る
兵
士
の
保
護
は

實
.冗
批
.'(
0
有
名
な
る「

物
價
.
.に.關
す
.る
勅
令」
發
布
の
理
由
と
し
て
其
の
前
文
中
に
揭
げ
ら
石
1:
.所
で
'ぁ
る
0 

.
然

し

な

が

ら

.
•
’
へ

此

の

勅

令

め
企
圖
は
遂
に
失
敗
に
終
り
、
.物
價
は
依
然
と
し
.て
下
落
す
る
と
と
な
含
か
、
若
し
く
は
更
ら
に.一:

層

.の
騰
貴
を
す
ら
來
し
た
と
云
丈

机
.ズ
ゐ
.る

..
0
之
れ
を
要
す
る
に
*
逼
般
の
法
則
は
管
だ
に
幣
政
改
革
に
.伴
べ
.る
物
價
騰
貴
の
惡
影
響
ょ
り
免
れ
、
併
せ
て
不
當
な
.る
利

縛
會
食
る
.

Q

擧
を
抑
制
せ
ん
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
初
期
帝
.政
時
代
の
：經
濟
的
隆
盛
期
•が
消
滅
し
、
生
齑
階
級
が
著
しv

疲
弊
せ
る
の
.

:

秋
祀
當
つ
，て
•
彼
れ
等
を
し
て
舷
支
相
償
ひ
瓦
.つ
幾
分
の
利
潤
あ
る
寶
價
を
確
保
せ
し
め
ん
こ
と
を
も
亦
、
企
圖
せ
，る
も
の
と
見
る
こ

士
を
得
可
苕
も
.の
.で
あ
ら
ぅ
。(

K
a
u
l
F

a
‘
.
a
,

、
-ps. 

1.9. 

}
o洵
に
當
時
：に
於
い
'て
は
、
.
完
全
な
る
國
家
社
會
主
義
の
實
施
は
羅
馬

帝
國
が
其
の
存
在
を
保
ち
、
又
、
殘
餘
の
.奮
ブ
1
ル
デ
ュ
.ヮ
社
會
、.
.舊
文
化
、
附
帶
的
に
は
又
舊
經
濟
制
度
が
救
濟
せ
ち
‘f
 

.
と
.と
の 

出
來
发
唯
1
の
道
で
急
っ
た
:0
. 

.

'•
.ィ
y

.:
7
レ
ー
シ
"
ン
は
第
四
.世
^
に
.於
い
：て
も
|繼
«
し

;'
而
し
.て
鑄
貨
制
度
财
殆
^
ど
，全
.く
瓌
滅
し
去
つ
た
0
纏
が
て
、
少
く
と
も 

西
逾
中
海
岸
地
方
の
領
域
は
物
々
.交

售

右

し

く

は

？

通

貨

..
^

度
;£
误
歸
し
た
。
斯
く
の
如
き
經
濟
的
自
由
放
任
產

よ

り

讓

社

會 

主
義
へ
の
移
行
忙
件
へ
る
.社
會
的
不
安
、
人
心
動
搖
の
間
に
、
確
く
歐
羅
巴
の
人
心
を
捕
へ
る
こ
と
の
出
来
た
も
の
が
基
督
敎
で
あ
つ 

.た
。
羅
鍾
は
死
を
.以
つ
，て
基
督
敎
祖
と
其
の
敎
徒
と
を
迫
害
し
た
。
而
も
、
藝
敎
は
管
だ
に
滅
絕
せ
し
め
ら
る
、
を
得
な
か
つ
た 

の
み
な
ら
ず
第
&
世
紀
末
迄
に
羅
馬
帝
國
を
し
て
塞
の
手
中
.の
も
の
た
ら
各
、
..第
セ
世
紀
迄
.に
古
羅
馬
を
敗
滅
せ
し
め
て
.
其 

CD
跡
に
新
羅
馬
を
植
ぇ
附
け
た
の
で
あ
る
。

.
. 

：

_

:■
夙

に

.^
1

紀̂

の

終

に

於

い

て

装

督

敎

圓

は

唯

り

南

ゴ

ー

ル

.

の
み
な
ら
ず
、
.ラ
ィ
ン
及
び
モ
L
ッ

ェ
ル
地
方
に
^
存
在
し
て
居
つ

.た

。
.音

银

方

よb
南
f

ル
^
葉

し

塞

8

が
今
や
盡
に
同
地
方
よ
I

.ィ

.ン
河
に
沿
.ふy

北
f

ル
に
弘
ぉ

ノ

た

こと 

馬
帝
國
产
に
於
け
る
活
撥
な
る
商
取
沒
に
負
ふ
所
多
き
も
の
で
あ
るo

基
督
敎
の
普
及
は
軍
隊
よ
り
も
寧
ろ
伊
太
利
蓝
よ
り
ゴ
彳 

ル
に
.來
れ
I

人...

職
人
及
び
勞
働
者
に
依
る
所
‘大
な
る
も
？

あ

つ

ち

羅
馬
時
代
に
於
いて

：：

す
ら
.基
督
敎
補
は
唯
I

業
の
中
心 

た
名
都
會
に
於
.い
て
.の
み
な
ら
ず
、
地
方
に
於
い
て
も
亦
、
看
出
さ
.れ
た
o(

太
體
に
於
い
て
、
異
敎
，即
ちl

a
a
s
m

は
都
會
に
於
け 

る
よ
り
も
地
方
民
即
ちp
a
g
n
i

の
簡
に
命
脈
を
保
0
て
居
つ
た
.の
で
あ
る
.が〕

0

.

基
督
敎
父
の
間
に
は
聖
書
の
敎
義
I

け
る
正
價
觀
念
が
皁
く
か
ら
存
し
て
居
つ
.た
。
..使
徒
f
ノ 
口
は『

帖
撒
羅
尼
迦
馨』

に
於
い 

て1.

又
'
 

ル
の
事
忆
就
い
.て

兄

弟

を

欺

き

且

つ

窖

葚

ら
ん
で
と
を
要
.め
給
ふ」

.と
敎
.へ
て
ゐ
るo 

(

同
書
第
四章
第
六
節)

。
此
の
語
は 

湛
督
敎
.が
叙
^
.
會̂
，
に
入
る
に
及
ん
で
、

繼
が)

て
：交
換
經
濟
觀
上
_に
特
殊
の
適
用
を
：見
る
こ
と
；、
爲
つ
た
0
凡
そ
.西
紀
三
百
十
三
年
•の

.1

1

暴

 

、i

£
 

,

i

g



H
倒
思
想
.史
槪
觀 

七
2
ハ

(

ニ
0
六
四)

頃
に
n
v
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
大
帝(constantinus〕

に
招
か
れ
て
其
の
.子
ク
リ
ス
ブ
ス
.

(

c
a
f
s

)

の
姉
傅
と
爲
れ
る
ラ
ク
ク
ン
チ
ウ
ス 

C

F

i

l'g
v
s
 

Lactstius.)

.は
一
一
入
.の
異

敎

徒に
ょ
.つ
て
信
仰
に
對
し
て
加

へ
ら
れ
た
る
.攻
擊
に
對
す
る
基
督
敎
の
辯
明
，書『

神
の
掠j. 

(Divinae.Institutloneso
の

第

五

編

dG lu
s
s
i
a

•
.に
於
い
て
個
人
的
倫
理
及
び
社
會
的
正
.義
の
原
理
を
取
り
扱
ひ
.、而
し
そ
前
記 

パ
や
P
の
敎
に
基
き
、
單
に
貨
物
の
可
能
的
缺
.點
を
買
手
•に
指
笼
す
る
こ
i
が
賣
手
の
責

任

.で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
買
手
は
決
し
て 

賣
手
の
過
誤
に
ょ
っ
て
利
得
す
可
き
で
な
い
と
云
ふ
敎
厕
を
發
達
せ
し
め
た
。
那

ち

、
.
彼
，
れ
祗
言
ふ
、
僅

小
な
る
金
額
を
.以
っ
て
之
れ 

を
買
は
ん
が
爲
め
に
、
金
の
寶
却
を
申
し
.出
で
つ
X
あ
る
人
の
錯
誤
を
指
摘
す
る
こ
と
な
き
者
，
若
し
く
は
自
a
の
利
得
又
は
利
益
を 

企
圖
す
る
が
爲
め
に
、.
逃
亡
奴
識
又
は
歪
め
る
家
屋
を
竇
却
せ
ん
と
し
つ
、
あ
る
こ
と
を
吿
白
す
る
ヒ
，と
な
き
者
は
、
賢
明
な
る
人
に 

非
ず
し
て
•
陰
險
に
し
て
狡
猾
な
る
も
の
で
あ
る
と
'0
陰
險
及
祁
狡
猾
は
言
語
を
發
す
る
こ
と
能
は
ざ
‘る
獸
に
も
亦
存
す
>
0
,然
も
> 

智
慧
は
唯
り
人
に
の
み
發
す
る
。
賢
人
は
決
し
て
利
得
の
追
求
に
观
る
こ
と
が
な
い
。
蓋
し
彼
れ
は
斯
く
の
如
き
現
世
的
利
益
を
輕
視 

す
る
が
故
で
あ
る
。
彼

れ

は

又

何

人

を

も

欺

瞞

せ

ら

る

、
が
儘
に

委
す
る
こ
と
が
な
い
。
蓋
し
、
人
々
の
錯
誤
を
補
正
す
る
は
善
人
の 

義
務
な
る
が
故
で
あ
る
。(Divin. 

I
n
s
r
h
b
.

 

V

 

de justitia, 

cap.、xviii in 

f
lv

cgues 

Paul 

M
i
g
n
e
、
Patrologise 

cursu? 

completus, 

1844, 

vi, 

p. 

6
0
8
♦ノ 

o 

'、■
 
'

.  

>
 

六

.

,

■

'

、

• .
: .

次
い
で
古
代
蕋
督
敎
會
最
太
の
敎
父
た
る
ヒ
ッ
ポ
の
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス

(
A

u
r
e

liu
s

 
A

u
g

u
s

t

a-u
s

v

は
彼
れ
の
神
學
上
の
主
著
た 

る
3
1位
.3

賴
論』

パ
o
e
1
:ュ&
'-
|
1
.第̂
十
三
編
第
三
章
に
於
>
て
、「

或
る
種
の
欲
求
は
萬
'
<に
.共
通
な
る
が
故
に
各
脑
人
に
ょ
つ
て

承
認
せ
ら
る」

(voluntates q
uaeda

日e
a
d
e
m

 

o
m
n
i
u
m

 singlis 

n
o
t
a
e
o

と
題
し
、
利
益
追
求
の
念
が
人
間
に
自
然
な
る
、こ
と
を
往 

意
し
*
或
る
演
劇
に
現
る
、
道
化
役
がr

汝
は
捨
値
に
て
貢
ひ
、
高
値
を
以
つ
.て
賣
ら
ん
と
欲
す

」

と
^
へ
る
を
以
つ
て
萬
人
の
悉
く
承 

認
す
る
所
な
り
と
做
し
、
.p

し
て
S

の
道
化
役
は
自
己
を
翁
察
し
へ
若
し
く
は
他
人
に
關
す
る
其
の
經
驗
に
由
つ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
は 

捨
値
を
以
つ
て
買
ひ
，
高
値
に
賣
ら
ん
と
欲
す
る
の
傾
向
あ
る
も
の
と
思
惟
す
る
。
然
し
散
が
ら
、
そ
は
眞
に
不
善
な
る
が
故
に
、
總 

ベ
て
の
人
は
能
く
這
般
の
傾
向
に
杭
し
、
之
れ
に
打
ち
勝
ち
得
可
き
正
義
に
到
達
す
る
を
得
可
き
で
あ
る」

と
做
し
、
玆
に
彼
れ
は
自
. 

己
の
賣
ら
ん
士
ず
る
書
籍
の
價
値
を
知
ら
ず
し
て
低
廉
な
る
價
格
を
要
求
し
た
る
者
に
對
し
、
其
の
正
し
き
價
を
支
拂
へ
る
人
の
例
を 

擧
示
し
て
ゐ
る
。
即
ち
*
彼
れ
は「

余
は
、
寫
本
の
購
入
を
求
め
ら
れ
た
る
時
、
其
の
賣
手
が
此
の
寫
本
■の
價
値
を
知
ら
な
か
つ
た
の 

'を
見
て
、
彼
れ
に
其
の
豫
期
し
な
か
つ
た『

公
芷
の
價
格』

を
與
へ
た
る
.人
を
知
る」(

此
の
買
手
は
明
か
に
ア
ゥ
グ
ス
チ
ヌ
ス
自
身
を
指 

す
も
の
で
あ
る)

(
s
e
d

 

q
u
o
a
a
m

 

revera vitium 

est, 

potest q

s.sque 

adipisci

a
^

i
&

i
u
s
s
i
a

 
日 vel allcuius 

alterius 

vitu, 

q
u
o
d

 irnic 

contrarlum 

est, 

incurrere 

pestilentiam, 

q
ua 

huic 

resist

-pt et 

vincat. 

N
a

日 s
d
o

 i*pse 

h
o
m
i
n
e
m
,

 

c
u
m

 venalis codex ei 

fuisset 

oblatus, 

p
r
s
q
u
e

 ejus 

igioarum 

€t 

i
d
s

 

q
u
i
d
d
i

 

exiguu

日 

poscentem 

c
emeret 

venaltorem, 

jus
t
u
m

 pretium; 

q
u
o
d

 

multo 

amplius erat, 

nec opinanti dedisse

し
と
^:(

て

、̂-
に

中
1|
*ー
正
賈
^
の
基
5
0

を

開
い
た
の
で
あ
る
が
、
而
も
這
般
の
價
格
を
決
定
す
る
所
の
も
の
を
發
見
せ
ん
と
す
る
が
如
き
と
と
は
な
か
つ
た
。

(
D
e

 

Trinitate, 

lib. XIII. cap* 

3
I
M
i
g
n
e
,

 

op. 

c
i
r

xlii, 

p
.

0
1
7
, 

1
0
1

00
し

然
も
、
ア
ゥ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
基
督
敎
々
理
を
し
て
或
る
程
度
ま
で
羅
馬
.の
貨
幣
經
濟
と
一
致
せ
し
め
調
和
せ
し
め
ん
と
を
企
圖
し
た
。 

茈
價
遲
史
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正
.
?
-

i裔

觀 

七H.

八
' 

(
H
o

六
六)

彼
れ
は
禾
子
の
徵
收
を
梦
じ
た
.が
' 

.
努
慟
を
尊
重
す
る
こ
と
褪
め
て
大
.で
.あ
つ
て
*
.是
.れ
を
以
つ
て
人
を
し
て
偷
理
的
完
成
ぷ
赴
か
.
.

\ 

%
る
.
$年
段
'で
あ
る
と
做
し
、修
道
院
に
在
る
者
と
雖
も
之
れ
ょ
;^
し
て
免
る
可
き
も
の
に
非
ず
と
說
き
、
而
し
て
人
は
生
計
を
取
得
す 

.る
4
爲
め
に
は
農
業
及
び
エ
業
の
み
.な
ら
^

.
靈
に
し
て
正
-1
:
く
9
§
|〕

行
设
れ
た
な
ら
.ば
.、
印
ち
換
言
す
れ
ば
、
A
が
公
正
な 

;
價

:^
.>
請

求

し
且
つ
支
拂
ふ
な
ら
ば
、
商
業
に
，す
ら
從
事

.す
る
を
傅
可
き
も
の
で
あ
石
と
觀
た
の
-e
あ
る
0「

漁
色
は
常
に
赛
h
せ
ら 

,る
，
、
も
ノ
商
業
は
時
に
合
法
で
あ
り
、
時
に
不
法
で
あ

.る」

0
彼
れ
难「

我
れ
凇
商
賣

(

|

&

|
运
日)

を
知
ら
ざ'れ
ば」

と
言
へ
る『

詩 

,篇』

第
七
十(

七
1 
一
，}篇
第
十
五
節
.の

章
句
に
就
い
て
日
く
. r

雀
督
敎
徒
は
腐
業
に
從
事
す
育
き
に
非
ず
と
主
張
.せ
ら
る
、
を
得
可
き 

■が
如
く
で
あ
る

」

が
、

而
も
商
人
は
之
れ
に
答
へ
て

「

余

は

遠

隔

，の
國
々
ょ
り
財
貨
を
取
得
し
招
來
し
つ
、
あ
る

も

.

の
.
.で.あ

る
.0
余
は
單 

，に
余
の
勞
働
に
對
し
て
賃
銀
を
得
ん
と
試
み
つ

i
あ
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
で
あ
る
、
.
.而
し
、て
、
勞
働
者
は
當
然
其
の
エ
錢
を
受
く
可
き 

4

の
で
あ
る
。
是
れ
ょ
り
し
.て
金
は
正
し
く
余
が
與
へ
^
る
價
格
ょ
り
も
高
價
に
販
賣
す
る
を
得
る
こ
と
、
爲
る
の
で
あ
る」

と
稱
す 

る
。
ア
ゥ
グ
ス
チ
ヌ
X
は
語
を
續
け
.て
言

ふ
、「

余
は
貪
發

な
る
商
人
を
善
しAJ

觀
る
も
の
.で
は
な
い

r
.

蓋
し
、
貪
發
な
る
者
は
皮
れ

が 

損

失

を

蒙

り

つ

、
あ

る

際

に

は

神

蕃

り

、
其

Q

商
品
の
價
格
に
著
て
虛
言
を
吐
き
、
僞
り
Q

^

e立
つ
。
然
し
な
が
ら
、
そ
は
犯 

す
者
の
！̂
で
あ
つ
て
職
業

其
の
者
の
罪
で
は
な
い
、
、そ
は
斯
く
の
如
き
麗
を
行
ふ
.と
と

.な
く
し
て
行
は
る
可
き
も
の
で
あ
‘る
。
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N
e
g
&
a
t
o
l
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avid
u
s 

acquirendi 

p
w
o

 

d
a
m
n
o

 

b
l
a
s
p
h
e
m
a
t
, 

p
r
o

 

jrretiis 
r
e
r
i

 

...mentitur. et 

peieraf. 

S
e
d

 h

ぉc 

vitia 

h
o
t
s sunt, 

g

n

.

l 
!
 
f
 bis 

i

s
 

a
u 

p
o
t
e
s
o
o
.

縱
令
ひ
そ
れ
が

製
靴
業
、
.裁
縫
業
、
..農
業
で

あ
つ
て
も
、
總
べ
て 

の
職
業
に
在
つ
て
、
罪
は
犯
.さ
れ
る
、
而
も
非
難
を
受
く
可
き
も
の
は
職
業
で
は
な
く
し
て
、
罪
を
犯
す
人
で
あ
る
。
是
1
よ
り
し
て
、

■

賣
貢
及
び
商
業
は
1
，そ
が
虛
言
を
吐
く
こ
と
な
く
又
僞
證
の
罪
-̂
.犯
す
こ
と
な
く
し
て
.行
は
れ
.る
と
す
る
な
ら
ば
、
合
法
で
あ
る
と
 ̂

ふ
結
論
を
生
ず
る
。
正
直
な
る
農
夫
が
存
す
る
と
等
し
く
、
JH
直
^.
る
'商
.人
'は
存
し
得
る
。「

稗
學
者」

ば
.言
ふ
、
各
人
は
食
料
、被
服
、 

住
宅
等
の
如
き
彼
れ
が
其
の
生
存
の
爲
め
に
自
ら
生
座
す
る
ご
と
を
得
な
い
.多
く
の
物
を
必
要
と
.す
る
が
故
に
.
人
は
it
#
の
中
こ
. 

換
言
す
れ
ば
、
他
の
種
々
な
る
職
業
の
人
々
と
共
に
、
、i

し
な
け
，れ
ば
な
ら
ず
、
而
し
て
彼
れ
等
は
其
•の
成
嵐
が
彼
れ
等
相
瓦
の
印 

益
に
對
し
て
彼
れ
等
の
财
貨
及
び
勤
務
を
交
換
す
る
交
易
圃
體
を
形
成
す
る
とo

斯
く
て
、
寶
買
及
び
商
業
は
害
惡
で
は
な
く
し
て
、 

_
然
法
に
從
へ
る
，も
の
で
あ
る
。
而
し
て
カ
シ
オ
ド
ー
ル
ス(Flavius 

M
a
g
n
u
s

 ..Aurelius CassiodorusVrA

商
^
は
{
t
\買
^
て
高 

く
賣
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
故
に
' 
そ
は
不
法
で
あ
る
と
稱
ず
.る
の
時
、
斯
く
の
如
き
は
單
.に
、
'
穀
物
の
如
き
生
存
に
取
つ
て
必
要
な 

る
財
貨
を
鞒
少
な
ら
し
め
、
而
し
て
後
、
專
斷
的
に
靈
せ
ら
れ
た
價
格
に
於
.

S
V

之
れ
を
販
賣
す
る
が
爲
めH

、

其Q

總
べ
て
を
買

ひ
占
む
I

入
に
適
用
f

れ

得

る

の
み
で
あ
る
。
斯
，く

の

如

き

商

人

產

堂

及

び

總

べ

て

■の

神

聖

な

裏

所
ょ
り
逐
ひ
m

i
可
き 

で
あ
る
.0(Enarratio in P

s
a
l
m
u
m

 x
x
x
.
h
v
e
r
s
.
15, 

ノ
。 

.

.
-
:
.
.

...斯
くQ.

如

き

養Q

價
格
に
關
し
、
叉
，
商

取

引

義Q

菌

S

す
.るK

多

：

K

チ
ヌK

 iQ

言
說
は
是
れ
f

し
て
八
九
世
紀
の 

後
に
至
り
、
第
十
三
濃
に
於
け
る
大
ス
.コ
.ラ
5

者
等
.の
.正
價
論
及
び
商
業
論
の
出
發
點
を
供
給
す
ぎ
と
、
爲
つ
た
の
で
あ
る
。

七

.~

.

.::

...
■:
■•
..
 

.

.

交
易
は
中
邪
の
初
期
を
通
じ
て
、
，餅
太
利
避
及
.び
南
部
佛
蘭
西
地
方
.に
：於
い
.て
、
殆
ん
ど
他
に
比
類
を
見
ざ
る
迄
に
淺
存
す
る
こ 

と
力
多
力
つ
た
。
雪
法
は
集
圃
生
活
の
_

と
.し
て
採
用
せ
ら
れy

居
.つ

を

而

.し
て
其Q

發

馨

■

取

引

は

又

、

幾

多

の

^

--
主
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.正
®
思
想
史
，槪
觀 

七
三
〇

0
1
0

六
八)

を
し
て
後
期
羅
馬
皇
帝
に
ょ
つ
て
採
用
.せ
ら
れ
た
る
に
等
し
き
政
策
を
採
用
す
る
哀
：，至
ら
し
め
た
。
都
市
に
在
つ
て
は
官
權
は
交
易
殊 

に
賈
格
規
制
を
行
は
ん
と
し
た
。
四
百
四
十
八
年
伊
太
利
駔
に
侵
人
し
た
東
ゴ
ー
.ト
主
テ
オ
ド
リ
ク
ス
.

(
T
h
s
d
o
r
i
c
u
s
)

大
王
の
勅
令
は 

商
人
側
に
於
け
る
度
簠
の
點
に
於
け
る
總
べ
て
の
不
公
正
な
る
取
引
に
極
カ
反
對
し
、9

一
 
多

G
e
r
B
a

s.ae 

historica. 

Leges, 

100
3
5
-
1
9
0
6
,
w
d

 

V, 
s. 

1
6
7
0
、

而
し
て
彼
れ
は
又
1
公
正
な
る
價
栳
が
官
吏
の
恣
意
に
ょ
つ
て
決
定
せ
ら
る
可
き
も
の
で 

な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。(cassiodsus, 

V
a
r
i
a

-Hu
m

 libri 

XII, 

ii, 

2
6
.〕

o
五
百
一
一
十
六
年
テ
オ
ド
リ
ク

ス
の
死
後
東
ゴー
ト

の
王 

と
爲
1
る
ア
ク
ラ
リ
々
ク(Athalaric)
及
び
テ
オ
ダ

ハ
ッ
ド(

H

J3
*

s
d
. p

b
a
4
.五

.
百

三

十

五

I

六
年〕

は
特
に
^

作
時
に
於
け
る
經
濟
的 

吠
勢
に
關
し
て
同
樣
の
手
^
を
採
つ
た
。
0
5:
?-
K

5; 

X
,  

2
.°
°)

.
0
即
ち
是
れ
に
由
つ
て
觀
る
に
、
中
世
初
期
に
於
い
て
は
、
ィ
ナ 

マ
*
ス
テ
ル
ネ
ッ
グ(

W
P
J1T

h
e
o
d
o
r

 v
o
n

 

I
n
a
m
a
-
s
t
e
r
n
e
g
g
)

等
の
說
く
が
如
く
、.

1

般
經
濟
生
活
の
單
純
性
、
整
然
性
及
び
畫一 

唑
が
一
般
に
有
用
な
る
總
べ
て
の
物
件
に
對
し
て
同
一
.の
價
値
を
定
め
、
而
し
て
種
々
な
る
地
域
に
於
い
て
又
長
期
間
に
互
つ
て
道
般 

の
：質
値
を
維
持
し
た
と
前
す
る
は
事
實
に
反
す
る
が
如
く
で
ぁ
る
。(

c

rInama-Sternegg, 

Deutsche 

Wirtschaftsgeschichte,

B
d

 

I, 

1
8
7
9
、
s. 

2
6
6
0
0

此
の
時
代
に
於
い
て
は
*
價
格
の
自
由
決
定
に
必
要
な
る
總
べ
て
の
條
件
は
缺
け
て
居
り
，

而
し
て
買
手 

及
び
賣
手
の
規
則
正
し
き
會
合
所
と
し
て
の
'市
場
及
び
其
の
他
の
場
所
に
於
け
る
芷
味
原
價
の
知
識
は
稃
す
る
こ
と
な
く
、加
之
、生
產 

費
は
斟
酌
せ
ら
る
、
を
得
な
か
つ
た
と
考
ふ
る
は
誤
謬
で
ぁ
つ
て
、生
■產

の

現

實

の

諸

條

件

’
•人
民
の
窮
乏
狀

態
.、
殊
に
又
納
税
者
等
の

淫
濟
的
生
-新
カ
は
時
々
惯
格
の
決
定
に
際
し
て
考
慮
せ
ら
る
可
き
も
，の
で
ぁ
つ
た
。
皇
帝
ユ
ス
チ
二
ア
ヌ
ス一

世
は
五
百
五
十
四
年
の 

K
事
詔
勅
に
於
い
て
，同
樣
の
態
度
を
，取
り
價
格
は
市
場
に
從
っ
て
定
ま
る
可
き
も
の
と
做
し
た
o( <=•1

s、
M
o
n
u
m
e
n
t
a

 G
e
r
s

 

as.
a
e
、
.

Mcgres, 

5, 

1
7
3
0
。

自
山
價
格
の
利
益
は
斯
く
し
て
總
べ
て
の
干
渉
よ
り
市
場
の
取
^
を
免
れ
し
む
る
に
よ
つ
て
確
保
せ
ら
る
可
き
で 

あ
る
。
事
實
上
、
都
市
の
市
場
に
於
い
て
は
地
方
に
於
け
る
よ
り
も
同一

.の
產
物
に
對
し
て
旣
に
よ
り
高
き
價
格
が
支
拂
は
れ
.て
届
っ 

た
。(

グ
レ
ゴ
：̂
ゥ
ス
大
法
王(

Q
r
e

 

的

 orius 

M
a
g
n
u
s
〕

親
翰 vii, 

23 ; 

M
o
n
u
m
e
n
t
a

 G
e
r
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a
e
,

 

Epistope,. 

lco
-0
0
3 二 
9
-2
,
w
d 

I, 

s. 

4
6
00

.

)

0
.唯
り
伊
太
利
蓝
に
於
い
て
の
み
な
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ク
國
王
に
於
い
.て
も
，
早
く
旣
に
五
百
三
十
八
年
の
ア
ル
レ
ア
ン
の
會 

議
忆
於
い
て
銳
意
公
芷
な
る
價
栳
を
擁
護
し
て
居
っ
た
。(ibid.,.concil.,I

,

.-
0
0
2
,

 

P 3
0
0
0

西
ゴ
ー
ト
法
は
動
產(

奴
隸
*
家
畜)

及 

び
不
動
產(

土
地〕

の
賣
却
に
於
い
て
公
芷
價
格
を
認
め
、
而

し

て

安

價

pretium.〕

と
高
き
に
過
ぐ
る
價
格
と
を
對
比
區
別
し
た
。 

(V, 

4, 

6, 

7; 

M
o
m
e
n
t

 v

 Leges, 

sec. 

i, 

r 
2

1

9

0

0サ
リ
族
法
の
法
典
も
亦
明
か
に
公
正
價
格
の
概
念
を
承
認
し
て
居
っ
た
。 

(
Alfons 

D
opscb, 

Tiie E
c
o
n
o
m
i
c

 

a
n
d
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n
o
a
a
l

 Foundations 
0
£
w
CJ
M
O
J
J
e
a
n

 civszation, 

IVO
3
7
, s
. 

3
501
丨3
は
0 \
.)

0
而
し
て
、 

遂
に
力
ー
ル
大
帝(Carolus 

M
a
g
n
u
s
}

に
至
っ
て「

僧
俗
其
の
孰
れ
を
問
は
ず
、
豐
IX
!
孰
れ
の
場
合
に
在
っ
て
も
，
各
穀
量
に
就

い
て
近
く
規
觉
せ
る
厲
格
よ
り
も
高
く
食
料
を
賣
る
可
ら
ず」

と
命
ず
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。(

c
a
p
i
t
u
l
a

.He
g
u
m

 f
r
s
c
o
r
u
m
,

 

d
e

,

« 

•
 

.
 

.
.

.

 

v
i
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o
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■

八

斯
く
正
價
概
念
は
中
世
初
期
の
法
制
中
に
淺
存
し
、
而
し
て
基
督
敎
神
學
者
は
又
、
價
格
4
を
以
っ
て
正
義
感
に
從
っ
て
決
定
せ
ら 

る
可
き
も
の
と
思
惟
し
た
の
で
あ
る
が
、而
も
、「

公
正
の
價
格」

は
特
に
第
十
二
世
紙
.の
頃
よ
り
し
て
、
.

「

命
題
集
の
大
人」

(
M
a
g
i
s
t
e

-H 

s
s
t
e
n
t
i
a
r
u
m
〕

と
稱
せ
ら
れ
た『

命
題
集
六
篇』

(
s
s
t
e
n
t
i
a
r
u

日

libri 

IV,〕

の
著
者
、
べ
>
ル
ス
*
ロ
ン
バ
ル
、、ッ
ス(

p
.<
t
>
t
r
 ̂
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L
o

日bar
d
u
s
)

以
來
の
大
ス
>コ
ラ
哲
學
者
に
よ
.つ
て
特
に
カ
說
せ
.ら
，る

と

-
爲̂
っ
た
。
斯
く
の
如
き
は
第
十
-1
&
紀
に
於
け
る
宗
敎
的 

興
奮
に
由
っ
.て
生
じ
た
る
寺
院
建
設
の
情
熱
に
於
い
て
、
.又
聖
地
：.奪
.還

.の
十
字
軍
戰
役
に
於
い

V

瑰
れ
た
る
貨
幣
に
對
す
る
新
た
な
る 

必
要
に
由
る
處
大
な
る
も
の
で
遇
る
。
斯
:<
.の
.如
き
渐
衣
な
名
#
猶
.に
當
面
':
1
.て
、
：碁
督
敎
食
.の
：人
.

5

枕
再
び
其
の
住
意
を
經
濟
上
の 

諸
命
題
に
向
は
し
む
る
に
室
り
、
而
し
て
、
基
督
教
原
理
の
新
た
な
る
適
用
に
よ
っ
て
彼
れ
等
が「

婆
婆
世
界
の
原
理」

た
る
羅
馬
法
の 

有
害
な
る
倾
向
と
看
做
し
た
る
所
の
も
の
と
戰
っ
た
の
‘で
あ
る
。
十
字
軍
の
結
果
と
し
て
多
量
の
貨
幣
及
び
地
金
は
續
々
と
し
て
西
方 

に

流

入

し

た

^

朝

期
資
本
主
義
は
中
世
的
*

*
に
侵
入
し
.て
、
從
來
.の
社
#
秩
序
並
び
.に
傅
統
的
價
格
制
渡
を
覆
し
っ
.，.あ
っ
た
。
是 

に
於
か
.て
乎
、
如
何
方
.る
要
素
が
正
價
を
決
定
す
る
>
の
問
韻
龙
最
早
避
け
得
ざ
る
も
の
と
爲
っ
た
。

羅
馬
の
铒
學
者
は
、
或
名
物
が
、
之
れ
に
對
し
'て
支
拂
は
る
、
價
格
よ
り
も
大
な
'る
價
値
を
有
す
る
.こ
と
を
認
め
た
。
而
も
又
、「

一
 

定
物
件
の
價
格
は
一
時
的Q

も
の
で
あ
る
。
汝
が
汝
の
商
品
を
稱
揚
す
る
と
と
：が
如
何
に
犬
で
あ
つ
て
も
、
是
れ
等
の
も
の
は
單
に
.其

の
資
ら
る
可
.き
だ
け
を
値
す
る
に
過
ぎ
な
い」

と
稱
せ
ら
れ
た
。(Seneca) 

D
e

 

B
i
n
s
s
a
F
IV; 

XXV.)。

而
し
て
、
羅
馬
の
锊
擧
者

• 

. 

• 

•

は
遂
に
斯
く
の
如
き
價
値
の
兩
方
面
に
存
す
る
矛
盾
を
說
明
す
.る
と
と
な
く
し
て
終
つ
た
。
ス
ト
：マ
哲
學
者
に
取
っ
て
は
，.德
に
於
い 

て
の
み
唯
り
無
條
件
的
故
る
赝
値
は
存
す
る
。
，其
の
他一

切
の
も
の
は
悉
く
其
の
價
値
を
芷
し
き
用
途
に
俟
つ
不
善
不
惡
の
も
の
.で
あ 

る
。
是
れ
等
の
も
.の
は
合
理
的
に
も
又
は
不
合
理
的
に
も

使
用
せ
ら
れ
得
る
所
の
も
'の
.で
あ
る
。
斯
く
て
富
の
如
き
も
の
も
聖
賢
の
選 

擇
の
範
圍
內
に
裔
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
而
し
て
聖
賢
の
み
唯
り
能
く
外
物
を
疋
し
く
使
用
す
る
の
-*
あ
る
が
故
に
、.
.
彼
れ
等
の
.み
獨
り 

眞
の
富
者
た
る
も
の
で
あ
る
。
之
れ
に
反
し
て

基
督
敎
祖
は
富
の

取
得
を
蔑
視
す
可
き
/

j
と
を
教

へ
、
私
有
財
產
を
以
、
つ
て
同
胞
愛
の

實
現
を
妨
ぐ
る
も
の
.で
あ
る
と
信
じ
た
。
ス
ト
ア
哲
學
は
商
取
引
に
於
け
る
不
干
渉
の
原
則
に
到
達
し
、
而
し
て
經
濟
的
競
讲
を
制
眼 

す
.る
成
法
的
規
定
を
以
つ
て
、
利
潤
を
追
求
す
る
努
力
の
、
自
然
權
的
に
斯
く
て
又
原
則
的
に
許
容
せ
ら
れ
た
る
完
全
な
る
自
由
の
狀 

態
に
於
け
る
單
&■
る
例
外
的
侵
害
で
あ
る
と
觀
た
。
然
る
に
敎
會
法
學
者
は
,.
一.貨
物
の
正
常
市
場
價
格
即
ち
公
正
な
る
價
格
以
上
を 

之
れ
に
對
し
て
取
得
す
る
は
不
面
目
な
る
利
得
C0
5

e
£*
c
l
u
m

)

で
あ
る
と
稱
し
た
。
不
面
目
な
る
利
得
は
高
く
寶
却
せ
ん
が
爲
め
に 

安
く
買
人
る
、
よ
力
生
ず
る
。(

T
u
r
p
e

£*
ロ
^
日 s

e
q

-atTlr, 

qui m
i
n
u
s

 

e
m
i
v
d
t

 

p
l'P
J
s 

v
'o
>
n
d
a
t
o
o

 

(
d
e
c
r
e
t
u
m

 

Gratiani, 
EJa'rs 

secu 
ロ da, 

c
a
t
s
a

-'
>
<
I
<

questio. iii; 

c
,
l
,
2
,

 

3, 

4; 

questio iv, 

c. 

9
，

)

o 

.

交
換
は
平
等
な
る
價
値
.の
上
に
存
す
可
き
も
の
で
あ
り
、
販
賣
は
公
正
な
る
價
格
.を
以
つ
て
行
は
れ
な
け
れ
.ば
な
ら
ぬ
。
敎
會
法
學 

者
は
双
務
契
約
に
於
け
る
疋
當
と
衡
平
と
を
以
つ
て
嚴
密
に
相
等
し
き
義
務
の
交
換
、
換
言
す
れ
ば
I i

方
の
當
窬
若
に
よ
つ
て
致
さ 

る
可
き
勤
務
.の
價
'値
は
他
の
/當
事
者
に
よ
つ
て
致
さ
る
可
き
勤
務
の
其
れ
ど
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
解
釋
し
た
。
斯
く
の
如 

き
均
衡(aequalitas.)

を
發
見
す
る
は
常
に
容
易
な
る
業
.で
は
な
：か
つ
た
。
唯

J

の
_單
純
な
.る
場
合
は
、
貸

付

の

契

約

 

に
於
い
て
坐
ず
る
が
如
く
，
引
き
渡
さ
名
i
物
件
が
貨
幣
額
な
る
場
合
で
あ
る
。
敎
會
法
學
者
を
以
つ
て
觀
れ
ば
、
貨
幣
貸
付
の
契
約 

は
一
種
の
賫
買
に
外
致
ら
ざ
る
も
の
で
あ
名
。
而
し
て
彼
れ
等
は
這
般
の
契
約
に
於
け
る
公
正
の
價
楮
を
以
つ
て
貸
與
せ
b
れ
た
も
の
.
 

と
正
確
に
同
..

一

價
値
の
代
替
物
即
ち
貨
幣
額
の
返
還
に
在
り
と
觀
た
。
玆
に
彼
れ
等
の
や
、、ッ

ラ

理

論

並

び

に

其

の

總

べ

て

の

..
 

利
附
貸
付
禁
止
の
，基
礎
は
存
.す
る
。(

前
褐
拙
著
四
四
六
-丨
四
五
三
炱
參
照)

。
然
し
な
が
ら
、
大
多
數
の
場
合
に
於
い
て
は
、
契
約
は
、
 

そ
が
公
正
賃
銀
決
定
の
問
題
と
爲
る
際
に
は一

胄
11
務
の
給
付
、
若
し
く
は
又
、、
そ
が
公
正
價
格
決
定
、
當
事
者
の
一
方
に
よ
る
契
約 

, 

正
價
思
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史
槪
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の
破
棄
又
は
不
履
行
の
結
娱
確
定
の
問
題
と
爲
る
際
に
は
貨
幣
以
外
の
不
動
產
若
し
く
は
動
產
の
交
付
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
。
總
べ 

.て」

の
交
換
的
契
約
.に
在
つ
て
、
敎
會
法
學
者
は
、
價
楮
を
決
定
す
る
が
爲
め
に
、
契
約
當
事
者
に
よ
つ
て
供
給
せ
ら
る
可
き
物
質
的
物 

件
及
び
勤
務
を
注
意
し
.た
。
彼
れ
等
は
固
よ
り
其
の
基
礎
と
し
..て
需
要
供
給
の
法
則
を
承
認
す
る
が
如
き
と
と
な
、

彼
れ
等
を
し
て
.
 

ニ
定
不
動
の
價
格
表
を
推
定
せ
し
め
た
る
價
値
の
客
觀
的
標
準
を
有
し
て
居
つ
た
。
彼
れ
等
は一

貨
物
の
使
用
價
値
が
茈
常
の
見
橫
に 

依
つ
て
人
間
の
欲
望
の
見
地
よ
り
確
宠
せ
ら
れ
得
る
と
と
を
信
じ
た
。
然
し
な
が
ら
、
正
常
使
用
價
値
を
出
發
點
と
做
す
は
交
換
の
行 

.爲
中
に
表
明
せ
ら
る
、
客
觀
的
欲
望
が
確
定
的
定
量
た
る
を
推
定
‘す
る
と
と
で
あ
つ
た
。
這
般
の
推
宠
に
蕋
い
て
、
貨
物
其
の
者
の
中 

に
其
の
交
換
價
値
に
於
け
る
變
動
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
つ
た
。

.

,

、■

.
 

\

ア
ル
べ
ル
ッ
ス
。
マ
グ
ヌ
ス(

>
1|3
6ュ

自M
a
g
n
u
s
)

は
實
に
斯
く
の
如
き
探
究
に
着
手
せ
■.る
最
初
の
人
た
る
の
觀
が
あ
る
。
彼
れ
は
、

兩
貨
物
の
生
產
が
等
し
き
勞
働
及
び
費
用
の
高
‘を
表
示
す
石
な
ら
ば
、
是
れ
等
の
を
の
は
價
値
に
於
い
て
等
し
く
、
斯
く
て
叉
、
是
れ 

等
の
も
の
V
交
換
は
公
正
で
あ
る
ど
主
張
す
る
。
價
應
は
是
れ
等
の
ニ
要
求
に
よ
つ
，て
決
定
せ
ら
れ
る
。「

勞
働
及
び
費
刖
の
牢
等
な
る 

高
が
相
亙
に
交
換
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
、
寢
麻
の
製
造
人
が
之
れ
に
對
す
る
彼
れ
の
投
費
に
相
應
す
る
だ
け
の
量
と
質
と 

を
受
理
す
る
こ
と
が
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
彼
れ
は
將
來
に
於
い
て
最
早r

の
寢
床
を
も
製
造
す
る
こ
と
な
か
る
可
く
、
從
つ
て
寢
床
製 

造
業
は
滅
»
せ
し
め
ら
る
可
き
が
故
で
あ
る
。
其
の
他
の
職
業
に
就
い
て
も
同
樣
で
あ
る」

。
ハ
T
.t
>
>
l
i
s 

a
u
t

fp
'日
.coniectatio. sedli 

ib, 

comiautatione

p
H
t
i
u 
日
.：mechanica'rum est. 

Artes. 
e
D
i
B
.

 illae

.
 d.es

ctruerentuf .uti

*oue> 

nisi 

PAr. 

z
n
o
d
u
m

a'g'entis.se .habe

phin .contractu. e
B
d
t
i
o
n
i
s

 

e
t

<i
o>
y
&?.
o
n
i
s
,
r4
-
'
a
n
t
u

 
日 et
：

r+
a
l
e
 

faccret, 

q
u
a
n
t
u
m

 
e.t 

quale 

patitns 

passus 

est, 

jxoc est.ventens; 

qui 

M
o
o
a
t
f
s 

patientis.se habet: 

in 

aHtifLciati,

.
 q

u
o
d

 

o
p
e
r
a
t
u
s

 

est 

laboribus 
et 

s
p
e
n
s
i
s
,

 

c
o
m
m
u
t
a
t
i
o
n
e
.

 Si 

eniin 

le
c
t
o
r
u
B factor 

p
r
o

 

lecto n
o
n

rt-antu 

日.

et. tale 

accipiat, 

'
q
'
&
n
r+
u
m 

e
c-
t
-

quale 
でosuit 

Inexpensls.i 

lectu 

日

 

d
e

 

caetero 

n
o
n

 

faciet: 

er+sic 

destruetui
： 

a
-s
!
, <juae 

l
e
c
t
o
r
u
m

 

f

.pctrix 

est

*.Similiter 

a
u
t
e
m

 

est 

i
paliis 

a
r

rt-ibus.

-Ethica, 

lit}. 

V
.

 

tract, 

ii. 

cap. 

7, 
ノ

o 

.

玆
に
後
の
ス
コ
ラ
哲
學
者
の
總
べ
て
が
採
つ
て
以
つ
て
正
價
を
決
定
f
ん
と
試
み
た
る
ニ
概
念
は
導
入
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、 

勞
働
及
び
費
用
が
是
れ
で
あ
る
。
而
し
て
ア
ル
べ
ル
ッ
ス
の
弟
子
で
あ
り
、
.中
世
最
大
な
る
系
統
的
ス
コ
ラ
哲
學
者
で
^
つ
た「

天
使 

的
博
士」

(ooctor angelicus)

聖
ト
マ
ス
•
ア
ク
ィ

ナ
ス
ハ3

, 

T
h
o
m
a
s

 

A
q
u
i
n
a
s

ン
は
、
勞
働
の
概
念
を
更
ら
に
明
確
に
定
義
せ
ん
こ 

と
を
企
圖
し
た
。
彼
れ
は
勞
働
の
尺
度
を
以
つ
て
勞
働
時
間
で
あ
る
と
述
べ
た
。
一
一
日
の
勞
働
を
要
す
る
生
產
物
は
、
單
に
其
の
半
分
’ 

即
ち
.一

日
の
'勞
働
を
要
求
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
生
產
物
ょ
り
も
二
倍
’の
價
値
あ
る
も
の
で
あ
る
。

(patet ergo, 

q
u
o
d

 

coajunctio 

A

 

c
a
m

 
o id est： rei dujplae 

c
u
m

 

persona 

dudlo 

dignioxi, 

et 

w c
u
m

 D

 

id est 

dimidii c
u
m

cu
i
n
u
a
i
o

est 

iustu 

日
 

distri

cru
t
i
v
u
B

:r
t
>
t 

tale 

iustu 
日 est m

e
d
i
u
m
,
—
—

 

In X

 l
i
b

-Hos ethicoru 
日 a

d
^
icomachu 

日 commentaria, 

lib. V  
•lect.

V
o
。

然
も
、
ト
マ
.ス
.は
又
、
分
配
の
正
翁
に
於
け
る
と
等
し
く
*
交
換
の
芷
義
に
於
い
て
も
人
々
の
社
會
的
地
位
を
注
意
す
可
き
も
の 

と
觀
た
。
恰
も
、人
々
の
.價
値
が
彼
れ
等
の
身
分
に
依
存
す
る
と
等
し
く
、彼
れ
等
の
勤
務
'の
價
値
も
亦
然
る
も
の
で
あ
る
。(p

s
-
e
r
e
a
,

 

in 5
u

.mdti§
. distributive

p
oo.
^.
t-
h
c
J
.

 m
e
d
i
u
m

 attendendodiveisa 
日 d

ig
n
i
t
a

rs-
m
p
e
r
s
o
n
a
r
u
m
.

 

w
e
d

 

di 
的nitas 

personarum
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七三六
へニ〇
七

四)

.I9ttenditur 
etiam in 

commutative, 

justiti^sicut

s*
J
p
l
i
-B
.
t
i.o
t»
i
b
u
s
.
—

—
S
u
m
m
a

 

Theoloica, 

Secuada 

SACUndaeJ

I

f

 

a
r

r-
2
,
.

〕

。
然
る
に
他
方
に
於
い
て
、
當
時
、
工
業
資
本
は
猶
ほ
未
だ
重
要
な
る
地
位
を
有
す
る
こ
.と
な
く
、
生
產
の
條

件
從
っ
て
又
生
產
費
の
相
違
は
極
め
て
些
少
で
あ
っ
た
が
爲
め
に
、
彼
れ
は
費
用
の
定
義
を
下
す
の
要
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

.询
に
、
ギ
ル
ド
は
生
產
の
條
件
を
し
て
出
來
得
る
限
り
窬一

な
ら
し
め
て
、
不
公
正
な
る
競
宰
を
抑
制
せ
ん
こ
と
を
企
圖
.し
ノ
使
用
せ

.ら
る
可
き
道
具
の
性
質
、

一
日
の
勞
働
時
間
及
び
あ
ら
ゆ
る
坐
產
過
程
の
細
目
を
規
制
す
る
の
準
則
を
.勵
行
し
、
而
し
て
原
料
に
對
し

て
支
拂
.は
る
X
價
格
を
總
ベ
て
の
成
員
.の
間
に
均
等
な
ら
し
め
つ
i
.あ
っ
た
の
で
あ
る
。
：

商
取
引
中
に
包
含
せ
ら
れ
た
勞
働
及
び
費
用
は
公
正
價
格
の
算
定
に
際
し
て
斟
酌
せ
ら
る
可
き
も
の
で
あ
る
か
如
何
か
、
叉
斟
酌
せ 

.ら
る
可
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
那
邊
ま
で
之
れ
を
勘
定
の
中
に
入
る
可
き
で
あ
る
か
は
解
答
困
難
な
る
問
題
で
あ
っ
た
。
初
期
の
敎 

父
.は
諸
般
の
取
引
於
け
る
商
人
の
利
得
の
性
質
を
精
細
に
論
ず
る
と
と
は
な
.か
っ
た
が
'
而
も
之
れ
に
對
す
る
彼
れ
等
の
言
辭
は
頗 

'る
辛
辣
を
極
め
て
居
っ
た
。(『

前
史』

三
九
九
頁
參
照)

。
然
る
に
、
實
際
經
濟
生
活
上
に
於
け
る
商
取
引
の
發
達
と
之
れ
に
負
ふ
所
大 

:

な
る
都
市
の
繁
榮
と
は
敎
會
諸
學
苕
の
意
見
を
緩
和
せ
し
め
、商
業
是
認
の
範
圍
を
獷
張
せ
し
め
た
。(

『

前
£

四
.
1七
丨
八
頁
參
照)

。 

彼
れ
等
は
恰
も
聖
ブ
ゥ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
八
九
世
紀
似
前
に
.於
い
.
て
、
即
ち
敎
父
の
敎
理
が
羅
馬
の
.貨
幣
經
濟
と
矛
盾
し
た
る
際
に
試
み 

，た
る
が
如
く
*
拒
否
し
若
し
く
ば
非
難
し
得
ざ
る
諸
權
威
に
基
礎
を
置
け
る
敎
理
と
執
拗
頑
强
な
る
經
濟
的
事
實
と
を
論
理
と
辯
證
と 

.の
援
#
に
.ょ
.つ
て
調
停
.せ
ん
こ
^
を
企
圖
し
た
0
 

;

販
賣
の
調
得
に
關
し
、
又
^
法
及
び
不
法
の
商
取
引
に
關
す
る
ア
ゥ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
主
張
は
.ス
コ
ラ
哲
學
者
及
び
總
，ベ
て
の
神
擊
上 

の
黑
^
に
よ
つ
て
彼
れ
等
が
商
樂
及
ひ
和
浪
..の
問
題
を
取
极
ひ
つ
、
あ
り
し
際
に
弓
用
せ
ら
る
k
こ
.と
が
多
か
つ
た
.o「

論
駿
し
難
き
博 

士」

厂Do
c
t
o
r

1
.
1
*
1
^

^

^
叫
以
2:
1&;
*〕

の
# '

あ
る
英
吉
利
の
ス

コ
ラ
學
.者
へ
ト
ル
ズ
.の
.ア
レ
グ
ザ
ン
グI

(
A
l
e
x
a

.£er 

tlalesius)

は

「

商

 ̂

は
合
法
な
り
.や」

(
u
t
r
u
m

 

I
c
t
i
a
t
o

 sit licita?
)

の
問
題
を
提
供
し
、『

馬
太
傳』

第
一
干
'
章
第
士
ー
節
に
就
い
て
、「
利
潤
を
目 

的
と
し
、其
の
儘
-何
等
の
變
更
す
•も
加
ふ
る
こ
と
な
く
し
て
、之
れ
を
寶
ら
ん
が
爲
め
に
、
或
る
物
を
購
入
す
る
若
は
、神
の
宮
よ
り
逐 

ひ
出
さ
れ
た
る
商
人
で
.あ
る」

と
言
へ
る
ク
リ
ソ
ス
ト
ム
ス(Johanr.es 

c
h
r
y
s
o
s
t
l
u
s
)

の
所
言「

v
e
r
s
.
1
2
,
〇
pus 

I

日perfectl, 

s 

Komil. 

X
X
X
V
H
O

に
依
據
し
て
之
れ
に
答
へ
た
-0
ク
リ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
更
ら
に
、
商
人
た
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
蕋
督
敎 

徒
は
敎
會
に
.入
る
こ
と
を
許
さ
る
可
き
に
非
, ^
と

.*
言
し
た
。
蓋
し
、『

詩
篇』

.第
七
十
.(

七
十
一〕

篇
第
十
五
節
に「

余
は
商
賣 

(

はHo
n
s
m

 )

を
知
ら
ざ
る
が
故
に
、
.余
は
神
の
_
美
を
始
め
ん」

と
稱
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
@
め
で
あ
る
o
彼
れ
は
更
ら
に
語
を
續 

け
て
日
くT

余
は
商
人
と
呼
ば
れ
得
ざ
る
者
と
斯
く
呼
ば
れ
得
る
.者
と
を
明
か
に
し
よ
ぅo

或
る
物
件
を
溝
入
し
て
之
れ
を
變
形
す
る 

者
、
即
ち
加
エ
せ
ら
れ
て
有
用
な
る
，物
件
た
ら
し
め
ら
る
可
き
原
料
品
と
し
て
之
れ
を
購
人
す
る
が
如
き
人
は
商
人
で
は
.な
い
0
例
へ 

ば
或
る
者
が
箱
を
造
る
の
目
的
を
以
つ
て
柄
木
を
購
入
し
、
若
し
く
は
本
を
書
く
が
爲
め
に
數
葉
の
紙
を
購
ふ
上
す
る
な
ら
ば
-
斯 

く
の
'か
き
蒸
除
人
で
は
な5

。

然
も
、
'單
.に
觀

を

收

め
て
之
れ
を
賣
却
す
る
が
爲
め
に
或
る
物
件
を
購
人
し
而
し
て
其Q

儘
變
化 

せ
ら
.

f
A
J

と
な
く
之
れ
を
殘
す
が
如
き
人
は
商
人
で
あ
つ
て
、
神
の
宮H

入
含
と
を
許
^
;る
、
こ
と
を
得
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
 

殆
ん
ど
總
ベ
て
の
營
業
的
獻
は
疆
の
部
類
f
i
す
る
が
故
に
，

基
督
敎
徒
は
商
取

^
;を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヵ
シ
オ
ド
丨
ル 

正
s

s

f

.
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1
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ス
も
亦
^

は
書
譖
を
知
ら
ざ
る
が
故
に
^
容
エ
旨n

o
n

 

c
o
g
n
o
v
i

 l
i
t
t
e
r
a
t
u
r
a
m
)(

他g

技
丁
譯
に
據
れ
ば
、前
記
の
如
く「

商
寶」 

(
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
e
m
〕

と
爲
る
。

へ
ブ
ル
原
語
は
昔
1

0

、
余
は
神
の
奮
を
始
め
ん」

と
云
へ
る
.か
の『

詩
篇』

第
七
十(

七
十
一〕

篇 

都
十
五
節
の
章
句
に
言
及
し
て「

然
ら
ば
，
商
業
は
歡
に
よ
り
安
く
買
ひ
て
よ
り
高
く
賣
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
で
は
な
い
か」

と
問
ふ 

た
。
7n
し
.て
彼
れ
は
語
を
續
け
て
日
く
、「

斯
く
の
如
き
.商
人
等
を
主
は
、
汝
等
は
之
れ
を
盜
賊
の
巢
と
爲
せ
b
と
稱
し
て
、
刺
殿
よ
り 

逐
ひ 

U し
た
の
で
あ
る」

と
。「

cf., .
D
e
s
t
u
m

 

Gl*atia

2., 

d
i
s
t
i
n
c
t
i
o

00
00
; causa 

1
1
,
F
a
l
e
a

 

E
i
c
e
o
o
o 

然
し
な
が
ら
、
之
れ
に

反
す
る
も
の
は
前
記
聖
ア
ゥ
グ
ス
チ
.ヌ
•ろ
の
.所
論
で
あ
る
。
是
に
於
い
て
乎
、
ア
レ
グ
ザ
ン
ザ
ー
は
解
答
を
與
へ
て
日
く
、
商
取
引
が 

梁
し
て
適
法
な
り
や
若
し
く
は
不
法
な
り
や
に
關
，す
る
問
題
は
人
、
物
、
方
法
、
時
期
及
び
場
所
の
見
地
か
ら
考
察
せ
ら
れ
な
け
れ
ば 

な
ら
ぬ
と
。
.商
取
引
は
そ
が
私
通
及
び
利
附
貸
付
の
妯
く
其
れ
自
體
に
於
い
て
不
善
な
る
行
爲
を
包
含
す
る
時
は
不
法
で
あ
る
が
、
，而 

も
商
取
引
は
其
れ
自
體
に
.於
い
て
不
.善
で
は
な
い
、
そ
は
僧
侶
の
如
く
商
取
引
に
從
事
す
る
と
と
を
禁
止
せ
ら
る
X
人
々
に
よ
つ
て
營 

ま
る
X
な
ら
ば
不
善
と
爲
る
。商
取
引
は
先
廻
り
し
て
買
ひ
ぎ
む
る
が
如
き
邪
ま
な
る
目
的
を
.以
つ
て
營
ま
る
、
な
ら
ば
不
法
で
あ
る
。 

そ
は
日
曜
日
及
び
祭
日
の
如
き
須
ら
く
禮
拜
及
.び
祈
禱
に
捧
げ
ら
る
可
き
時
期
.に
於
い
て
は
禁
止
せ
ら
れ
る
。
そ
は
寺
院
の
如
き
主
の 

禮
拜
に
奉
献
せ
ら
れ
た
場
所
に
於
い
て
遂
行
せ
ら
る
、
時
に
は
禁
止
せ
ら
れ
る
、
而
し
て
主
が
神
殿
よ
り
商
人
を
逐
ひ
出
せ
る
は
這
般 

の
理
山
に
據
つ
て
V
あ
るf

商
業
は
我
れ
等
の
同
胞
に
彼
れ
の
.必
要
と
す
る
財
貨
を
供
給
す
る
の
目
的
を
以
つ
て
誠
實
に
營
ま
る
、
際

に
は
合
法
.で
あ
る
。
そ
は
窮
迫
せ
る
我
れ
等
の
同
胞
を
救
助
す
る
に
要
す
る
資
金
を
取
得
す
る
が
爲
め
に
營
ま
る
\
際
に
は
合
法
で
あ 

る
。
商
人
が
生
.存
祀
^'
っ
て
必
要
な
る
財
貨
を
他
の
國
土
ょ
り
齎
し
、
而
し
て
其
の
腐
敗
窃
取
、
又
は
燒
失
を
防
止
す
る
時
は
、
そ
は

■A
C
T法
で
あ
る
。
彼
れ
の
放
行
及
び
給
仕
の
任
務
は
勞
働
で
あ
り
、而
し
て
勞
働
者
は
.其
の
エ
錢
を
受
く
る
の
が
當
然
で
あ
る
。(

S
U
3
I 

.
 

•
Theologise. 

pars 

I
I

ハq

-cestio i, 

m
e
m
b
r
u

日

1
00

斯
く
て
.ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
は
-
聖
ア
ゥ
グ
ス
チ
ヌ
ス

の
擧
示
し
た
る
商
人
の 

主
張
を
採
用
し
て
ク
リ
ソ
ス
ト
モ
ス
め
意
見
を
獷
大
し
た
.の
で
あ
.る
。

. 

.

而
し
.て
、
聖
ト
マ
ス
も
亦
、
マ
ゥ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
依
據
.し
.て
、
ク
.リ
ツ
ス
.•ト
モ
ス
の
所
言
と
の
調
和
を
見
出
さ
ん
こ
と
を
企
圖
し
た
。 

彼
れ
に
從
へ
ば
、
或
る
人
が
其
の
麥
族
の
維
持
又
は
貧
民
救
助
の
爲
め
に
商
取
引
に
由
つ
.て
相
當
の
利
得
を
求
む
る
場
合
、更
ら
に
又
、 

祖
國
が
坐
活
の
必
耍
品
を
缺
く
と
と
ゐ
，な
い
や
ぅ
に
、
-公
共
の
利
益
の
爲
め
に
商
取
引
，に
從
事
す
る
場
合
-
並
び
に
目
的
と
し
て
利
得 

を
求
む
る
こ
と
な
く
、
彼
れ
の
勞
働
に
對
す
る
報
酬
と
し
て
之
れ
を
見
る
が
如
き
場
合
に
は
商
賣
は
合
法
と
爲
る
の
で
あ
る
。(et 

sic 

p
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し
。(『

前
史』

四1

三—

-

K

 
頁
參
照)

。

公
正
價
格
‘は
聖
.ト
マ
ス
がpretium. 

d
a
t
u
m

と
呼
ん
だ
市
場
價
格
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
而
も
、
ギ
ル
ド 

制
度
は
十
字
軍
後
.の
數
世
紀
卯
、
歐
羅
巴
の
淹
：業
生
活
を
支
配
し
、
各
地
方
に
於
け
る
生
產
及
び
販
寶
を
調
節
し
，
需
要
及
び
故
給
を 

盤
序
す
る
.
0
.作
用
を
爲
し
て
居
つ
た
。
而
し
て
，ギ
ル
ド

の
採
れ
る
政
策
は
其
の
成
員
に
相
應
な
る
生
計
を
保
.證
す
る
に
存
し
た
。
斯
く 

の
如
き
目
的
の
爲
め
に
-
價
格
は
十
分
に
當
業
苕
.の
勞
働
及
び
其
の
他
の
齋
用
を
償
ひ
、
.而
し
て
尙
ほ
幾
分
の
利
潤
を
淺
す
の
水
準
に 

K
傾
.思
想
史
槪
觀
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於
い
.て
決
定
せ
ら
.
た
の
で
.あ
っ
た
。
這
般
の
價
格
政
策
は
敎
會
ぃ
代
表
者
等
.に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
る
正
義
の
要
求
と
全
然
一
致
す 

る
所
の
も
の
で
あ
っ
た
。
而
も
、
都
市
經
濟
の
發
達
と
貨
幣
交
易
の
普
及
と
‘は
旣
に
此
の
時
代
に
在
っ
て
寶
買
及
び
價
袼
に
關
す
る
思 

.想
を
變
化
せ
し
め
つ
、
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
內
外
の
商
業
は
共
に
急
速
，な
る
發
展
を
遂
げ
て
、
.殆
ん
ど
生
產
費
を
知
る
こ
と
を
得
ざ
る 

遠
隔
地
方
に
於
い
て
生
■
せ
ら
れ
た
财
貨
が
地
方
市
場
に
供
給
せ
ら
る
A
こ
'と
次
第
に
其
の
多
き
を
加
へ
た
。
斯
く
て
中
-I
L
f
:の
神
學
者 

は
一
般
に
無
制
限
な
る
商
業
の
發
達
に
伴
ふ
危
險
を
響
吿
し
、
聖
ト
マ
ス
の
如
き
は
純
乎
た
る
.正
義
の
問
題
と
し
て
價
格
を
取
り
扱 

.ひ
、
公
正
價
格
を
以
o
て
事
物
の
客
觀
的
秩
序
の一

成
分
で
あ
り
、
自
级
法
に
基
礎
を
有
す
：る
も
の
と
觀
、
人
叫
社
會
は
正
し
き
賣
買 

と
正
し
き
價
格
な
く
，

J

て
持
續
す
る
/

j

と
を
得
ず
と
說
き
、(

s
u
m
m
a
,

 

P
r
i
m
a

 

Secundae, 

quaestio 

xcv, 

a
r
r
4
.
〕、

物
質
的
利
^

v

を
し
て
唯
.

一

.C
o

經
濟
的
活
動
の
動
機
た
ら
し
む
.る
と
上
を
防
止
し
、
基
督
敎
的
生
活
方
法
を
齋
濟
的
領
域
に
擴
張
し
、
而
し
て
傅
銃
的 

社
會
組
織
を
防
護
せ
ん
と
努
む
.る
と
共
に
、
正
價
を
論
ず
る
に
.當

っ

て

、
.物
の
效
用
と
其
の

販

賣

に

對

し

て

提
供
せ
ら
れ
た
る

高
、
郎 

.ち
供
給
に
對
し
.て
一
定
の
餅
酌
を
加
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
彼
れ
は
、
販
賣
を
目
的
と
せ
ず
し
て
、
所
有
す
る
が
爲
め
に 

.買
ひ
入
れ
.
後
に
至
っ
て
或
る
事
情
の
爲
め
に
賣
却
せ
ん
こ
と
を
欲
す
る
#
は
、
■縦
令
ひ
V
よ
り
高
價
に
之
れ
を
寶
る
.’も
商
取
引
を
行 

ふ
も
の
で
は
な
い
と
觀
た
。
即
ち
、
彼
れ
が
其
■の
物
を
改
良
し
た
る
が
故
に
、
或
ひ
は
其
の
物
の
價
値
が
場
所
若
し
く
は
時
の
變
化
に 

連
れ
、
叉
は
其
の
物
を一

方
よ
り
他
の
場
所
に
移
し
、
若
し
く
は
又
之
れ
を
運
搬
せ
し
め
た
る
際
に
生
じ
た
危
險
の
爲
め
に
相
違
し
.た 

る
に
由
つ
て
彼
れ
は
.之
れ
を

合
法
に
行
ふ
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。

(potest 

e
a
r
n

 h
o
c

 l
i
e
s

 

f
a
c
e
?

 

v
e
l

f
 

I
 

m
e
l
i
o
r
a
v
i
t
,

 v
e
l

 

q
u
i
a

 

p
r
e
t
i
u
m

 r
e
i

 

e
s
t

 

n
m
t
a
t
x
i
m

 

s
e
c
u
n
s
m

 

d
i
v
e
r
s
i
t
a
t
e
m

 

loci, v
e
l

 

t
e
m
p
o
r
i
s
、
v
e
l

 p
r
o
p
t
e
r

 

p
e
r
i
c

c
l
e
m
. 

n
E

s
e

 

e
x
p
u
n
i
^

t
H
a-a
co
H,
e
r
e
nD*
o

M
e
m
a
e

 

l
o
c
o

 

a
d

 

l
o
c
u
m

 

v
e
l

 

h
j
.
i
t 

i 

s
 

■
 

i

s
c
u
m
,

 v
e
l

 

e
t
i
a
r
n 

f
e
3

 

f
a
c
l
e
n
d
p
——

S
u
m
m
a
,

 

s
e
c
u
p
d
a

 
S
e
c
u
n
d
a

灰 q
u
a
e
s
t
i
o

X
X
V
F

 

a
l
t
.

备
0
0 

•

• 

- 

. 

4

依

然

.
と

し

て

費

用

を

價

狩

中

I

.
入
し
な
が
らも
、
眞
價
若
し
く
は
一
：
般
.
價

値

の

基

礎

と

.
し

て

效

用

を

贏

せ

ん

と

す

る
の
擧
は 

次
第
に
其
の
步
を
進
め
た
。

ト
マ
ス
と
同
時
代
の
人
で
あ
.り
、「

徽
天
使
博
士」

(
D
o
c
t
o
r

言

p

f)

の
稱
あ
る
ボ
ナ
ヴH

ン
，ッ
ラf

a
v

l
a

,

 

Johannes 

F
l
d
l
a
)

.為

へ

ば

、
交
換
は
、
之
れ
な
く
し
て
は
個
人
S

り
其
の
欲
望Q

充
分
I

滿
足
は
可
能
な
I

る
が
故
に
•必
要
な
る 

の
觀
I

の
で
あ
る
。(

D
e
t
l

 

f
t
. p. 

f

.
1
4
.

)

、彼
れ
は
|

正

雲

霞

の

|

就
|

く
と
と
が
な 

V 

而
し
て
、
彼
S

露
を
强
め
て c

u
l
a
s

 

b
o
m
f

 

I
r
e
m

I

s
 

I

I
 vel O

P
I

 quia si 

f
 io h

e
l
m

 

v

f
. s

t
a
i

 

plus 

V
i
e
t

 

I

 

P

I
 vei 

f

t

p
と
說
い
て
ノ
主
觀
價
値
學
說
の
學
徒
た
.る
の
概
を
示
し
て
ゐ
るo 

(

: !
. de 

T

I
 F

e
r
‘ 

11,..? 

p
a
s
c
h
a
o
o

彼
れ
は
斷
平
と
し
て
、
各
人
が
交
換
よ
り
し
て
利
潤
を
期
待
す
る
も
の
と
觀
る
。
卽 

ち
、
彼
れ
H

人
が
1

せ
ん
こ
と
を
希
望
I

財
貨
は
彼
れ
自
身
が
之
れ
と
交
換
し
て
引
I
•
す
財
貨
よ
り
も
受
領
f

よ
つ
.
I 

の
價
値
に
於
い
て
よ
I

く
見
積
ら
る
可
き
こ
と
を
宣
明
し
た
。

0

1 l
u

r
i

l
f

/
e
l
, 

I

.
 p

i
i

u
o

,

(

ぎ

，！

.
 

s
. ̂
 

f 
 ̂

s 
s
o
彼
れ
は
_
だ
他
の
筒
所
に
於
い
.て
、
表
面
的
.に
、
霜
に
對
す
る
勞
働
及
び
蒙
用
の 

重
要
浩
觸
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。

(
i
n
.
t
e
r
r
a
s
t
e
r
i
l
.
^
a

 

a
g

r
l

f

 

l
a

f

 

etsi 

l
u

s

 

p
a
l
,

 

sed

.
名
價
思
想
史
^
^
. 

>

•
 

七
四1

(

.二 

0
七
九
し



正
價
思
想
史
槪
觀
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•
 

•

.

'

七
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ニ 

(

ニ
〇
八
o)

►drecium maius, 

ert
-quae 

aifgoilius 

elaborantur,. 
s
a-n
>
p
e

oarius 

venduntur

-D
e

 sex aliis 

s
e
r
a
p
r
c
.

 

V
,

l
o
.

〕

o 「
Dr.

w
d
m
u
n
d
.

 

sch.rei

crer. 
D
i
e

 .v

o.lkswirtscllaftlicilen A
n
s
c
b
a
u

d.n

 
内 en. d

e
r

 

■
 Scholastik 

stit: 

T
h
o
m
a
s

<!
• A

o
u
i
n
,
1
9
1
3
,

 

1
27- 

1.28; 

D
r
.
K
a
n
s

 

G
s
r
g

 

s
c
h
a
c
h
t
s
c
h

.pbel, 

D
e
r

 

G
e
r
e
c
h
t
e

 

preis. 

G
eschichte 

einer 

Wirtschaftsethischen 

Idee, 

1
9
3
9
,

 

S.

,
1
000
.

)

。
： 

. 

.
 

.
 

.

.

. 

•

.
聖
ト
マ
ス
の
死
後
直
ち
に
起
れ
る
反
ト
マ
ス
運
動
の
最
有
力
^「

莊
嚴
な
る
博
士」(Do

c
t
o
r

 sel
e
m
n
i
s
)

ガ
ン
の
ァ
ン
リ
ィ(

ff
i

§
i 

de Gand, 

Heinrich 

vcn G
e
n
c

は
彼
れ
の
同
時
代
の
人
ょ
り
も
更
ら
に
善
く
商
業
の
正
當
と
其
の
效
用
と
を
了
解
し
、
財
貨
が
-I
I
I-'び 

之
れ
を
賣
却
す
る
が
爲
め
に
そ
を
購
入
せ
.る
者
の
'手
中
に
-於
い
て
受
け
た
る
場
所
、
時
間
及
び
狀
態
の
變
化
に
基
け
る
利
潤
の
適
法
な 

•

る
こ
と
を
明
確
に
承
認
し
た
。
交
換
に
於
け
る
價
値
の
平
準
は
絕
對
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。(XV.QUOdlibeta. 

tom. 

I, qu. 

40.)

o 

各
個
：の
財
貨
の
價
値
決
记
に
於
い
て
は
、
彼
れ
杖
ぁ
ら
ゆ
る
財
貨
に
は
之
れ
.に
附
着
せ
る
正
常
價
値
の
存
す
る
こ
と
■を
主
張
す
る
。
洵 

に
財
貨
の
僧
値
は
そ
が
各
個
の
人
間
.に
與
ふ
る
效
用
に
ょ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
。
價
値
は
場
所
及
び
時
間
に
依
っ
て
相
異
り
、
殊
.に
現 

存
流
人
高
に
依
っ
て
異
な
る
も
の
で
ぁ
る
。
そ
は
人
間
の
勞
働
等
に
依
っ
て
高
め
ら
る
\
と
と
が
出
来
る
。
然
し
な
が
ら
*

一
 

宛
の
關 

係
の
下
に
在
づ
て
は
價
値
は
常
に
確
定
せ
ら
れ
た
る
も
の
'と
し
て
現
れ
る
o (
.

Quod., 

VI, 

2
2
.〕

o

這
般
の
確
定
的
價
値
の
等
一
は
交 

換
に
取
っ
て
は
自
然
法
的
要
求
と
し
て
想
望
せ
ら
れ
る
。(Quod., 

II 
ニ5

0
。

而
も
、
財
貨
の
正
常
價
値
は
精
密
に
算
定
せ
ら
る
、

Z
と
能
は
ざ
る
が
故
に
、
人
は
/^
論
單
に
概
算
を
往
ふ
こ
と
を
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
公
正
價
格
の
半
ば
以
上
.の

不

當

利

得

が

生

じ

.た

際
 

に

於
い
て
契
約
は
初
め
て
無
效
な
る
可
き
こ
と
を
宣
言
せ
る
羅
馬
法
の
規
定
は
成
法
に
取
つ
て
は

適
切
.で
あ

る

。

斯
く
て
商
業
の
目
的

は
出
來
得
る
限
り
公
正
0
價
格
に
接
近
す
る
に
存
す
る
。c

§
o
d
.
,

 

III,. 

2
00
0

0
然
し
な
が
ら
之
れ
が
爲
め
に
は
充

分

な

る

決

定

の

自 

由
が
持
續
せ
ら
れ
而
し
て
疑
.ひ
な
き
價
，値
認
識
が
財
貨
の
上
に
存
し
念
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

唯
り
斯
く

の

如

き

場

合

に

於

い

.て

の

み

交

換

 

に
際
し
て
何
人
も
彼
れ
の
受
理
せ
る
所
ょ
り
も
多
く
を
與
ふ
る
こ
と
な
か
る
司
き
で
あ
る
。(

io
u
cp*I

I
,
1
, 5

し
。(

S
c
b
3
ibcr, 

p a
， 

o., 

s. 

l

oi'
2
- 1

3
3
; 

Schachtschabel, 

p. a. 

0
., S. 

l
o?°
l
o9
.ン
。

英
國
の
フ
ラ
ン
チ
ヱ
ス
づ
敎
團
員
で
あ
りT

堅
牢
不
抜
の
博
士」
(
Doctor solidus et fundatissimus 

ノ
と
稱
せ
ら
' 
セ
ミ
ッ
ド
ル 

ト
ン
の
リ
チ
ャ
ー
ド(Richard 

of 

M
i
4
d
!
e
l

 

Ricardus 

de 

M
e
d
F

 v
i
l
l
a
)

は
商
取
引
が
三
個
の
哩
由
に
.據
つ
て
合
法
た
る
も
の 

で
あ
る
と
看
做
し
た
。
第
一
は
、
人
々
の
相
異
れ
る
欲
望
と
其
の
結
果
た
る
相
互
的
勤
務
即
ち
交
換
に
對
す
る
彼
れ
等
の
屢
で
あ
り
、
 

第
二
は
、
人
々
は
總
、へ
て
神
な
る
一
の
君
主
の
下
に
在
る
が
故
に
、
彼
れ
等
は
其
の
交
際
に
於
い
て
相
互
に
援
助
.す
可
き
こ
と
を
自
然 

が
正
し
く
命
令
せ
る
と
と
で
あ
り
、
第
三
は
"
漣
々
な
る
國
々
の
自
然
的
資
源
及
び
產
物
は
其
の
數
量
及
.び
品
質
に
於
け
る
と
等
し
く 

種
類
に
於
い
て
相
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
I
ド
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
.丨
ス
に
從
つ
て
效
用
を
以
つ
て
價
値
又
は
匱
格
の
本
體
と
署 

做
し
な
'が
ら
、
交
換
S

し
て
は
兩
當
事
者
が
利
得
す
る
所
以
を
明
か
に
し
、
是
れ
に
由
つV

商
取
引
が
營
利
的
で
は
あ
る
が
合
法
な 

る
化
と
を
示
し
た
。
彼
れ
は
自
然
に
ょ
つ
•て
不
同
な
る
賦
與
を
受
け
た
る
A
及
び
B
Q
兩
國
を
假
定
し
、
而
し
て
A
國
は
縠
物
を
產
す 

る
こ
と
豐
か
な
る
も
、
殆
ん
ど
葡
萄
酒
美
す
る
と
と
な
く
、
之
れ
に
反
し
、
晶
は
葡
萄
酒
に
富
む
も
穀
物
を
缺
く
も
の
と
す
る
。
 

吾
人
はj

貨
物
の
市
場
價
格
浩
し
く
は
公
正
價
格
が
其
の
夥
多
若
し
く
は
稀
少
に
ょ

つ

.て
異
尨
る
と
と
を
知
る
。
同
一
の
貨
物
も
其
の 

夥
多
な
.る
際
に
は
、
.其
の
稀
少
散
る
際
に
於
け
る
ょ
り
も
低
く
評
價
せ
ら
れ
る
0
斯
く
の
如
く
し
て
A
國
に
於
け
る
一
セ
ク
ス
タ

リ
ウ 

u

p

 

' 

七
四
一
一
一
£

0
へ
こ



混

I

史

癯

•
 

，
■

.
 

.
 

'七
s
 

3

0
八
5

.
ム
の
穀
物
は
B
國
に
於
け
る
よ
り
.も
低
廉
為
る
可
く
、
其
の
反
對
に
A
國
に
於
け
名j

ド
リ
ゥ
ム
の
葡
萄
酒
は
^
國
に
於
け
る
よ
り
も 

髙
價
な
る
可
き
で
あ
る
。
是
に
於
い
.て
.乎
、
交
易
及
び
商
業
の
業
務
•は
自
か
ら
供
給
を
均
等
化
す
可
き
で
あ
る
。
斯
く
て
商
人
は
<
國 

.に
於
い
て
.低
廉
に
縠
物
を
購
入
し
て
、之
れ
>
5
國
に
於
い
て
當
時
行
は
れ
つ
X
あ
る
之
ル
よ
セ
も
高
き
，市

場

賈

格

に

於

い

て

賣

却

し

、 

若
し
く
は
晶
に
於
い
て
低
廉
に
葡
萄
酒
を
購
入
し
、
而
し
て
之
れ
を
八
國
に
於
い
て
行
は
れ
つ
、
あ
る
之
れ
よ
.り
も
高
き
市
場
價
格 

に
於
い
て
賫
啣
し
、
是
れ
に
.由
つ
て
琦
费
者
は
各
々
の
貨
物
に
對
し
て
其
の
各
自
の
國
家
に
於
い
て
行
は
れ
つ
X
あ

る

正

常

價

格

、

即 

ち
么
正
價
格
を
支
拂
ふ
が
故
.に
、
實
際
上
毫
基
.過
當

_

の
價
格
を
要
求
せ
ら
..る
X
と
と
な
き
も
の
で
あ
るO

交
換
は
平
等
で
あ
る
が
、p

 

も
獪
ほ
商
人
讨
彼
れ
の
利
肩
を
取
得
す
る
而
し
て
彼
れ
比
孰
れ
の
國
を
も
撗
傷
す
る
と
と
友
き
の
み
な
ら
ず
、
爾
者
に
利
益
を
齎
す 

，.を
以
つ
て
彼
れ
は
正
當
に
禾
浪
を
收
む
る
も
の
で
あ
るo 

vi.de

力ergo 

_quando 

.possent

.
 esse 

iustae 

in 

se 

mercationes 

,
 

lucrativae 

propter m
u
t
u
a
m

 indigentiam in diversis 
par

d
b
u
s 

m
u
n
d
i
.

是
に
於
ハ
て
^
、
彼
'
の
利 
P
I
±
ゥ
ズ
ラ
で
も
欠
く
、

又
醜
陋
.な
る
利
濶(turpe i

u
c
n
)

ゼ
も
友
い
o
‘吾
人
が
國
際
質
易
に
於
い
て
看
姐
す
と

向
一
の
交
換
平
等
の
原
則
は
其
の
自
國
内

.

に
於
け
る
個
人
の
商
取
引
に
.も
亦
、
適
合
す
る
。
消
費
者
の
受
理
す
.る
貨
物
は
' 
彼
れ
が
之
れ
に
代
へ
て
與
ふ
る
貨
幣
よ
り
も
彼
れ
防

取
つ
て
更
ら
に
直
接
の
.效
用
•あ
る
も
の
で
あ
り
、
之
れ
に
反
し
商
人
に
取
つ
て
は
彼
れ
が
其
の
貨
幣
に
代
へ
て
受
理
す
る
貨
幣
は
彼
れ

の
弓
渡
す
貨
物
よ
り
も
更
ら
に
大
な
る
直
接
の
效
用
あ
る
も
の
で
あ
つ
て•

是
れ
に
由
つ
て
兩
者
は
交
換
に
よ
つ
て
平
等
の
利
益
を
& 

得
す
る
,0
で
.あ
る
。servata iustia 

p
o
t
s

 esse 

c
o
m
m
u
t
a
t
i
o

 Jucrativa 

tain 

ementi 

q
u
a
m

 

くendenti、
quia 

pecuaia、

vo
u
a
m
-
 

v
e
n
d
s

フ recepit 

p

名 j
u
o
v
l
i
t
o

 

sibi 

es_t 

l
i
o
r

 

q
u
a
m

 

esset 

e
q
u
u
y

 

容 

e
q
i

 
utilior est 

e
m
s
t
i

 

q
u
a
m

 

p
e
c
u
l

1

3 

?
ズ
§ 

I

，

f
 

a
am. vendens 

plus i
n
d
f

 t p
e
c
l
a
,

 q
u
a
m

 

吾

。et i
n
s

 

plus 

indiget 
!

1

3
 

pecunia. 

CQuodhbeta, 

II, 

questio 

.ゆ 3,. articulus 

I;: Sententiae 

III, 

distinct。
33, 

articulus 

3, 

questio 

4
0
0

；

同
じ
く
英
國
の
ス
コ
ラ
哲
學
者
で
あ
り
、「

明
敏
な
る
博
士」

(Doctor 

I

I
と
稱
せ
ら
れ
た
る
後
期
.フ
ラ
ン
：チ
ェ
ス
コ
學
派
の 

创
設
f
 
y
ス

コ

ッK

 

(

I

s 

- 

S
C
I
)

も
同一

の
.見
解
を
取
る
.と
.と
が
.多
か
つ
た
。
彼
れ
は
商
人
の
取
得
す
る
利
潤
が
其
の
國 

家
に
致
す
公
の
.勤
務
に
對
し
、
其
の
生
活
上
の
地
位
に
比
例
せ
る
俸
給
.1

り
、
而
し
て
そ
が
何
等
の
詐
術
な
ぐ
又
總
ベ
て
相
互
に
對 

し
て
S

S

ぐ
る
こ
と
の
な
い
賣
手
を
買
手
に
ょ
つ
て
启
由
に
且
つ
公
正
に
意
見
の
.一
致
直
た
論
格
に
於
い
て
續
行
せ
ら
る 

、
誠
實
な
る
業
務
.で
あ
る
限
り
、報
酬
は
正
當
で
あ
る
と
信
じ
た
。
'正
規
.の
交
易
の
皆
め
に
財
貨
に
加
ェ
を
施
す
こ
と
も
^
く
.又
之
1 

I

送
し
芒
く
は
貯
f

t

と
も
な
く
、
供
給
を
し
て
.稀

I

ら
し
め
、
斯
く
，て
又
、
市

場

Q

I
以
上
s

f

引
！

ぐ
る
が 

爲
め
に
之
れ
を
買
ひ
占
む
る
霞
人
の
み
が
唯
り
不
法
た
る
に
過
ぎ
な
い
。(sentstiae, 

IV, distinctio 

XV' questio 

2
, 22 et 

s
êQ
*
ノ。

H

ヂ
デ
ィ
ウ
ス
•
レ
シ
ヌ
ス
.

(Aegidius ussinus)
、

ジ
ャ
ン
•
ビ
ュ
リ
ー
ド
ン「

v
g 

«日
2:
岂)

、ジ
ャ
ン
•
シ
.v
i
ル
リ
エ
•、'ツ
•ジ
- 

ノ
、
ン(Jean Cha.rll.er de Gerson)

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
•フ
ォ
ン

i
フ
ン
ゲ
ン
シ
ユ
ク
イ
ン

(
H
e
i
n

-ach von Langenstein)、

ヨ
ハ 

ン
。
一
一
ー
デ
ル
_ CJ

O
b
a
m

 

N
i
e
d
e
r
)

其
の
他
の
ス
コ
ラ
學
者
等
が
經
濟
的
發
達
と
歩
調
を
合
せ
て
引
き
續
き
種
々
な
る
附
加
と
修
正
と 

を
！̂
へ
る
こ
と
は
吾
人
が
舊
著
中
に
於
.い
て
述
べ
た
る
が
如
く
で
あ
る
o (

『

.
史』

四 
一一O

I
四
ニ一

一、
四一

一
四—

四 
一
£

頁
參
照〕

o 

伊
太
利
®
に
於
い
て
は
ジ
ェ
ナ
の
塗
べ
ル
ナ
ル
デ
ィ
ノ 

C
B
e
n
a
r
d
i
n
o
)

は
：舊

の

謹

と

し

.て
唯
り
勞
働
及
び
費
用)

み
な
ら
ず
丨 

1

藍

」
(

I

s

s

a即
ち
新
た
な
•る
企
業
家
の
熱
意
、
精
勵
反
.び
創
造
的
活
證
び
に
企
業
遂
行
上
の「

危
險」

(
p
e
r
i
l
m
.
)

を
も 

JE
m
思
想
史
槪
觀
.
. 

. 

七
四
五
.
'

(

ニ
、

0

八
一
！

D



.
正
筒
思
想
史
槪
觀 

.
 

七

四

六

a
i
o

八
四) 

承
認
し
た
。
是
れ
等
の
.も
の
は
商
人
が
價
格
及
び
貨
幣
價
値
の
動
搖
に
由
っ
て
利
潤
を
收
む
可
き
正
當
な
，る
ロ
實
で
す
ら
あ
っ
，た
。
商 

人
は
經
費
、
勤
勉
、
辛
勞
、
危

險

及

び

勞

働

に

よ

つ

て

sumptibus,. industria, 

soIHcitudine, 

periculis 

et 

l
aCT
*
o
r
e

) 

適
度
の
利
潤
を
取
得
せ
ん
と
と
を
努
む
可
き
で
あ
る
o (

s
e
r
m
o

 

X
X
X
I
I
I
,

 

art. 

ii, 

c
a
p
.

oo
o
o又
フ
ィ
レ
ン
ッH

の
聖
ア
ン
ト
.

1

ー
ノ 

(

A
n
t
r
a
g

)

は
價
値
の
決
定
要
素
と
し
て
財
貨
の一

般
的
有
用
性(Yirtuositus〕

及
.び
稀
少
性(raritas)

の
外
に
快
適
性
の
程
度 

(
c
c
m
p
p
c
i
b
i
H
t
a
s
)

を
も
加
へ
た
。
斯
く
て
價
格
は
數
量
的
に
固
定
せ
.ら
れ
た
る
大
さ
と
し
て
取
り
扱
は
る
、
こ
と
な
き
に
至
り
、人
、
 

場
|̂
'
及
び
時
の
相
遠
に
對
-1
.
.て
餘
地
を
殘
す
こ
と
、
爲
.つ
た
の
で
あ
る
.0(

s
u
m
m
a

 

Tbeolog ica in quatuor 

partes 

distri

cruta, 

p. 

II. 

t. 

i, 

c
.
.16, 

§ 

3
0
0

ア
ン
ト
=
ノ
は
正
價
の
上
、
中
、
下
三
樣
の
水
準
を
承
認
し
、
其
の
上
層
の
水
準
は
信
用
販
賣
に
關
し 

.
て
微
せ
ら
れ
得
る
も
の
と
做
し
た
。(ibid., 

p. 

II. 

t. 
i, 

0
.
0 0

, §
l
o
o

而
し
•て
.「

最
後
の
ス
コ
ラ
學
者」

と
稱
ぜ
ら
る
、
ガ
ブ
リ
ー 

ル
*
ビ
ー
ル(

G
a
b
r
i
e
l

田
5

は
公
疋
の
價
格
が
時
を
異
に
し
、
場
所
を
變
ず
る
に
從
.つ
て
絕
ぇ
ず
變
化
し
つ
、
-!
>
る
こ
と
を
認
め
た
。 

(Jn./elvaTinm 

s
e
u
w
e
p
e
r
t
o
r
i
u
m

 

generale 

super 

quatuor Hbros 

Sententiarum, 

I, 

dist. 

xv, 

q
u
'

 

1
0
0
0 

(
『

前
史』

3 
一一
 

三
丨
四
ー
一
六
頁
參
照

)

。

.
 

•

斯
く
て
後
期
ス
コ
ラ
哲
擧
者
‘等
は
彼
れ
等
の
先
眾
の
如
く
公
正
價
格
を
靜
的
客
觀
的
規
範
と
し
て
觀
る
と
と
な
き
に
至
り
、
貨
物
に 

固
布
な
る
も
の
と
し
て
の
公
正
價
格
.の
舊
觀
念
は
消
減
し
去
っ
て
、
之
れ
に
代
っ
て
更
ら
に
屈
伸
性
に
賓
み
史
ら
に
近
世
的
思
想
と
.

j 

致
す
る
こ
と
大
な
る
價
値
觀
念
は
發
生
し
來
り
、
公
正
價
格
は
動
的
市
場
變
化
を
抱
擁
す
る
.に
延
る
迄
に
弛
緩
せ
る
も
の
と
爲
る
に
至 

,っ
た
の
で
^
る
。
斯
く
の
如
ぎ
は
實
It
資
本
主
義
勢
'力
の
.浸
漸
に
山
る
中
世
的
靜
的
社
會
秩
序
の
崩
壞
を
反
映
す
る
も

の

で
あ
っ
た
？

.
 

:

.

. 

' .

:

.

.

. 

:

^

I-1-,1

-zi
l
w
w
p
w
^
t
g
m
l
B
g
H
T
g
—

—
B
n
w
i
—

MBiilMir

■
 

i 

.
 

■
 

.
 

. 

.
 

■
 

■.

而

-L
て
競
爭
慣
格
是
認
の
範
圍
を
大
な
ら
し
め
ん
と
す
‘る
の
傾
向
は
サ
ッ
パ

•ダ
•
ヵ

ス

チ
9
オ
ンI

ハSaLbba 

d
a

 
c
a
s
t
i
g
l
i
o
x
l
i
y

デ

ア

•
 

.
 

.

ム

バ

チ

ィ

'
スタ，•ル
ポ(

Giambattista 

LUPO.

ン

ト

マ

ッ

ソ

•
ブ

オ

-1

ン
■
セil

.f T
o
m
m
a
s
o
.
w
u
o
n
i
n
s
e
g
n
i
)

及
び
バ
ル
ト
ロ 
メ

オ

•
ガ 

ス

バ

リ

ノ
 

cwartolomeo 

G
a
s
p
a

 
二 no

}

等
の
第
十

六

、
七
世
紀
に
於
け
る
伊
太
利
55
神
學
者
の
著
中
に
規
れ
て
ゐ
る
0(
昭
和
七
年
版 

拙

著『

重
商
キ
：
義
經
濟
學
說
硏
究

』

ニ
五
ニ
Iニ
五
兰
頁
，『

前
史』

.
四
.ニ
六
頁
參
照7

法
律
的
概
念
と
し
て
は•

倫
理
的
價
格
は
敗 

戰
の一

路
を
迪
り
っ
-
あ̂
る
の
觀
が
あ
っ
た
。
中
世
的
規
制
は
纏
が
て
重
商
主
義
的
統
制
に
道
を
ー
り
、
而
し
て
重
商
主
義
的
統
制
は 

又
、
個
人
主
義
的
自
由
競
爭
の
前
.に
屈
す
る
に
至
.る
の
で
あ
る
。

(
E
d
m
u
n
d

 

Wbittaker, 

A
K
i
s
t
o
r
y

 

of 

E
c
o
n
o
m
i
c

 

Ideas, 

1940, 

p. 

4
1
2
0
0

十Ij

i

f

よ
り
し
て
學
問
が
漸
次
僧
I

よ
り
俗
人
の
手
に
移
り
、
其
の
I

J

i

f

f
、
古

代

慕 

の
自
然
法
概
念
の
浸
潤
愈
々
深
き
を
加
へ
、
而
し
て
古
代
羅
馬
に
於
け
る
が
如
く
、
法
律
家
が
僧
侶
に
代
っ
て
洱
び
知
識
的
指
導
者
た 

る
め
地
位
を
占
む
.る
に
至
ク
.て
後
も
-
スn

ラ
铒
學
的
價
値
學
說
の
傅
銃
は
猶
ほ
依
然
と
し
て
理
論
的
及
び
實
際
的
領
域
に
殘
存
し
て 

居
っ
た
。
而
も
、
羅
馬
法
の
洗
禮
を
受
く
る
こ
.と
犬
な
る
彼
れ
等
は
又
、.
商
取
引
に
於
け
る
自
⑴
契
約
の
觀
念
に
對
し
.て
；史
ら
に
大
な 

る
妥
當
性
を
歸
與
せ
ざ
る
を
得
な
.か
っ
た
。

一
千
六
百
十
九
年
にTractatus 

de ccmmerciis 

et 

C
a
m
b
i
o
.

を
著
せ
る
ス
ヵ
ッ
シ
ア(sigismondo 

scaccia)

は
公
正
賈
格
の 

決
定
要
素
を
八
搭
す
る
に
際
し
、
先
づ
當
該
物
件
の
内
在
的
效
用(bonitas intrinseca)

及

び

多

寡(

。
。
1

篆

3 -
a
u
a

〕

を
擧
げ
、

It
價

思

想

史

槪

観

. 

' 

.七

四

七

(

ニ
〇
八
茈)

409592



■ 

I

想
I

.
 

' 

' 

, 
:

.

.

.

.

七

四

八

 

0

5
八
山
？

ヴ
い
で
其
の
輸
送
崖
す
る
經
費
及
び
雪
’.保
存
に
要
す
る
注
意
及
び
經
費
並
び
に
賣
手
.の
危
險
の
評
價
を
包
含
す
可
f

の
と
故 

し
た
o (Ibid., 

J, 
i, 

4
3
6

ン
o 

.

, 

.

,

一
0
六

百

七

士

一

年

を

以

.
っ

て

o
. Jure I

r
a
e

 e
t
l
t
f
l
i
b
r
i

 

V
I
I
I
.

を
.出

し

、
其

の

交

換

價

値

及

'び
公
正
價
格
に
關
す

F

l

f)

.

は

慕

現

象

と

し

て

價

値

を

取

り

极

ひ

な

が

ら

、
.恰

も

ス

コ
ニ
フ
幫

.流
の
方
法
に
從
っ
て
公
正
價

格
の

本
質
を
議
し 

た
。
彼
れ
は
充
分
に
市
場
及
び
商
f

知

悉

せ

る

者

に

よ

っ

て

I

般
に
協
定
せ
ら
れ
た
る
も
の
が
公
正
の
價
格

h
稱

f

る
、
.を
得
可 

き
も
の
と
觀
、
而
し
て
ニ
.般

的

價

格(
p
r
l
.

 c
o
m
i
)

を
規
制
す
る
に
際
し
て
は
商
人
が
其
の
財
貨
を
輸
人
し
管
理
す

る
の 

勞
働
及
I

n

慮
し
な
け
れ
f

ら
ぬ
と
說
い
た
。
然
し
な
が
ら
.
彼
れ
は
後
期
の
S

ラ

慕

者
と

等
し
く
.
彼
れ
の
時
代
に 

於
け
る
辟
業
の
よ
り
大
な
る
發
達
と
重
要
性
增
加
と
に
順
應
し

て「

費
用」

の
名
辭
に
對
し
て
前
期
の

スn
.

ラ
慕
者
に
よ
り
て
承
認 

せ
ら
れ
奢
よ
り
1

か
I

し
く
廣
大
な
る
意
味
を
與
へ
た
。
即
ち
.
彼
れ
に
從
へ
ば
、I

も
亦
、償
は
れ
ざ
る
を
得
ざ
る
も

の

で
 

ぁ

っ

て

、
寶

手

は

彼

れ

に

取
っ
て
有
利
の
程
度
少
な
き
時
機
に
於
け
，る

販

賣

若

し

く

は

支

拂

遲

延

の
.爲
め
に
蒙
る
損
失
.に
對
し
て
賠

償

. 

を
受
，
、可
き
も
の
で
ぁ
り
、
而
し
て
、
買
手
‘
貨
幣
若
し
く
は
貨
物
の
多
S

由
っ
て
市
場
が
急
激
頻
繁
な
る
變
化
を
受
く
る
と
と
は 

周
知
の
尊
實
な
る
が
故
に
、
市
場
.の
情
況
も
.亦
顧
慮
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
と
ム
爲
る
0(

|
.
ニ
&
.
<
• 

0
. 

s
o 

.

十
三

.

.都
市
經
濟
時
代
、
l

i

時
代Q

靜
止
的
I

、
I

的
裏
值
格
に
於
い
て
、
..其
I

用

靈

學

I

表
現
I

出
し
I

此

.

的
正
值
論
が
、
商
業
の
發
達
、
殊
に
遠
隔
地
方
と
の
交
易
の
發
達
に
俾
ひ
，
•交
換
を
し
て
平
等
な
ら
し
め
、
價
格
を
し
て
公
芷
な
ら
し 

む
.る
客
觀
的
檩
準
を
見
失
ひ
、
漸
次
效
用
價
値
學
說
的
色
彩
を
#
厚
_な
ら
し
め
た
こ
と
は
前
述
せ
る
.が
如
く
で
.あ
み
。
然
る
に
又
、
國 

民
的
工
業
の
發
生
發
達
は
經
满
思
想
上
に
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
.さ
な
け
れ
ば
已
ま
な
か
っ
た
。
而
し
て
、
旣
に
質
格
變
動
の
.»
:
界
4 

入
り
な
が
ら
.猶
ほ
生
淹
容
間
に
於
け
る
自
由
競
带
に
對
す
.る
拘
束
.が
多
大
で
あ
っ
た
時
代
に
は
價
値
を
費
用
の
要
素
に
由
っ
て
決
定
す 

る
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
が
效
用
の
耍
素
に
ょ
っ
て
決
定
せ
ら
る
‘-
こ̂
と
は
免
れ
得
ざ
る
所
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
.ら

.■
•
坐
產
者
間 

に
.於
け
る
競
爭
が
自
凼
無
障
と
爲
る
と
共
に
、
價
値
は
自
か
ら
生
.產
費
に
一
致
せ
ん
と
す
る
の
傾
向
.を
示
す
に
.至
る
の
で
あ
る
。
斯
く 

て
夙
に
商
業
主
義
ょ
り
エ
業
主
義
に
移
ら
ん
と
せ
る
英
國
に
於
い
.て
-
第
十
七
世
紀
の
後
半
に
、
勞
働
を
以
っ
て
單
、に
價
値
の
创
造
者 

た
る
の
み
な
ら
ず
.又
之
れ
が
尺
度
と
觀
ん
と
す
る「

經
濟
學
の
父」

サ
ー
•
ゥ

ィ

リ

ア

ム

•
。
へ

チ
ィ(sir w

s
i
a
m

 

petty)

を
出
し 

.た

.の
•で
あ
る
。(

『

重
商
主
義』

ニ
六
六—

ニ
六
七
頁
參
照)

。 

.

.

.
次
い
で
ジ

ン*

口
ッ
ク
.ao

h
n

 

L
o
c
k
e
)

は
..一
千
六
百
八
十
九
年
八
月
二
十
三
日
に
官
許
を
得
た
る

T
w
o

 

T
re
a 

け
 ises 

of

o
o
.
i
l
.を
公
に
しr

自
然
法
の
原
理
に
基
い
て
私
有
財
產
を
正
當
視
じ
.、
是
れ
に
由
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
は
本
然
に
自
己
の
も
の 

た
る
其
、の
肉
體
の
勞
働
と
其
の
雙
手
の
作
業
と
.に
依
っ
て
、
他
人
の
共
同
權
を
棑
除
す
可
き
權
利
を
取
得
す
る
旨
を
論
述
し
.(

I
.
, 

pp. 

2
4
5
:
2
4
6
.〕

r

し
て
.
あ
ら
ゆ
る
物
の
上
に
價
値
の
相
違
を
置
く
は
勞
働
な
り
と
觀
、
人
生
に
取
り
て
有
用
な
る
土
地
の
產
勿
中

、 

其
の
十
分
の
九
は
勞
働
の
着
な
り
と

稱
す
る
も
極
.めH

内
端Q

計
算
に
過
ぎ
U

で
あ
っ
て
、
吾
人
に
依
？

使
用
せ
ら
る
、 

物
に
市
，き

之
れ
に
要
し
た
る
諸
般
の
費
用
の
中
で
、
全
然
自
然
に
歸
す
可
き
も
の
と
-
發
働
忙
歸
す
可
き
も
の
と
を
計
第
し
た
な
.ら 

疋
.倒
思
想
史
槪
觀
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.

|

思
想
史
槪
觀
.
. 

' 

' 

'

、七
五
9 

0

一
〇
八
八)

ば
其
の
大
多
數
中
百
分
の
九
十
九
は
總
べ
て
皆
、
勞
働
に
歸
す
可
き
も
の
で
あ
る
こ
ど
を
知
る
可
き
で
あ
る
と
說
い
た
。

•?
■
■

2
S
S
-
2
5
9
.〕
。

斯
く
の
如
.き
思
想
系
統
の
論
理
的
歸
結
は
、財
貨
の
交
換
は
唯
り
交
換
せ
^.
る
X
貨
物
の
.生
康
に
等
一
な
る
勞
勁
量 

が
包
含
せ
ら
れ
た
る
際
に
於
い
て
の
み
自
然
法
の

要
求
と
一
致
す
る
と
云
ふ
に
存
す
るo

斯
く
て
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
铒
學
は
又
、
ス
コ 

.ラ
禅
學
の

其
れ
と
.は
別
箇
の
進
.路
を
取
つ
て
進
み
な
が
ら
も
、
其
の
公
正
價
格
、
即
ち
交
換
慣
値
と
勞
働
價
値
と
の

一
致
を
表
^

し
つ 

、
あ
る
公
正
.價
格
の
概
念
に
至
達
し
た
の
.で
あ
る
。

而
も
彼
れ
は
其
の
後
年
の
著S

o
m
e

 

C
o
n
s
ideiations 

of the 

C
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s

 

of 

the 

L
o
w
e
r
i
n
g

 

o
f

 

Interest 

a
n
d

 

R
a
i
s
i
n
g

 
the 

V
a
l
u
e

 

o
f

 

M
l
'
1
6
9
2
.

に
於
い
.て
は
、
交
易
行
は
れ
、
貨
幣
流
通
す
る
/if
f
:
#狀 

勝
に
於
け
る
自
然
的
價
値
關
係
を
觀
ん
と
し
て
、
國
法
の
規
定
以
外
に
立
つ
價
値
と
し
て
.「

自
然
價
値」

(natural' 

value, 

natural 

t
r
m
s
l
c
.
v
a
l
u
e
,

 

natural 

m
a
r
k
e
t

 

v
a
l
u
e
)

を

云
々
し
、

一
見
前
著
に
現
れ
た
る
勞
働
價
値
說
^j

は
相
客
れ
ざ
る
の
觀
あ
る
需
要
供
給 

r
格
說
を
提
唱
し
而
し
て
法
定
價
値
が
結
局
自
然
價
値
を

動
か
す
の
力
な
き
を
見
た
の
で
あ
る
。(cf., 

ibid,,. 

P
D

.  

J
6
4
-
I
6
5
,)。

當
時
の
經
濟
的
社
會
機
權
の
進
歩
を
直
視
し
て
，.
經
驗
的
優
理
論
を
打
ち
建
て
ん
と
し
た
紫
は
多
く
勞
働
費
說
に
赴
か
ん
と

せ

る 

が
如
く
で
.あ
る
。
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
•
フ
ラ
ン
ク
リ
ン

(Benjamin 

Fra.nk;in)

は
其
の
'一
千
七

百
一
一
十
九
年
の
著

>

M
o
d
e
s
t 

Inauiry 

i
m
o

 

the 

Native and 

Necessity.of a

 

P
a
p
e
r

 

curren:y.

に
於
い
て
、

一
財
貨
の
自
然
價
格

を
以
つ
て
其
の
生
產
に
費
さ
れ
た

る

-
 

正
常
の
勞
働
時
間
に
ょ
つ
て
決
定
せ
ら
る

X
も
の
と
做
し
、(ibid,, 

in W
o
r
k
s
,

 

ed. 
Spark, 

v
o
l
.
H
,

100
3
6、p. 

2
5
3

 

f
£
.
y

而
し

て
自
然
價
格
.が
同
時
に

.又
公
正
債
格
な
.る
こ
と
を

强
調
し
た
。(

i
b
i
d
.
,

 

P
，

.
2

S

B}
o
。
著
者
並
び
に
出
版
の
年
月

共

に

不
明
な
る
第
十

.
 

八
世
紀
の
顯
著
な
る
文
献

 S
o
m
e

 

T
u
o
u
s
h
t
s

 

o
n t

h
e

 

I
n
t
e
r
e
s
t

 

o
f M

o
n
e
y

 

i
n

 

g
r
e
a
e
r
a
l

 

a
n
d

 
p
a
r
<
i
c
u
_
a
r
i
y

 

i
n

 

t
h
e

 

P
u
b
l
i
c

 F
u
a
d
s
,

は
又
、
生
活
必
要
品
が
相
¥
;に
交
換
せ
ら
る
、
の
時
、
是
れ
等
の
も
の
、
價
値
は
其
の
生
產
上
必
然
的
に
要
せ
ら
れ
且
っ
費
さ
る
、
の 

常
な
る
勞
働
量
.

(.quantity 

of l
a
b
o
u
r
)

に
_支

配

せ

.ら

.る
、
と
做

し

たo
. (ibid., 

p. 

3
8
0
0次

い

で*
ジ
ョ
シ
ッ
フ
•
ハ

リ

ス

(Joseph 

Harris)

は
..其

の

度

名

の

著

A
n

 

Essay, u
p
o
n

 

Money, and 

C
o
i
n
s
,
17 57-17 

500
•
.に
於
い
て
、
一
般
物
件
は
人
々
の
必
要
品
支
給
上 

に
於
け
る
其
の
眞
の
效
用
に
從
っ
て
評
價
せ
ら
る
-
に̂
非
ず
し
て
、
寧
ろ
日k

れ
等
の
も
の
を
生
產
す
る
に
要
す
る
土
地
、
勞
働
及
び
熟 

練
に
準
•じ

て

評

價

せ

ら

る

、

も

.の
で
あ
っ
て
、
諸
物
件
又
は
貨
物
が
相
互
に
交
換
せ
ら
る
、
は
畧
々
此
の
比
準
に
從
ふ
も
の
と
做
し
、 

(ibid. 

P
a
r
t
1
,
,
p. 

5
0
、

而
し
て
大
多
數
の
生
產
に
在
づ
て
勞
働
は
最
大
な
る
部
分
を
占
む
る
が
故
に
、
勞
働
の
價
値
を
以
っ
て
總 

ベ
て
の
貨
物
の
價
値
を
支
配
す
る
主
た
る
標
準
と
認
め
ら
る
可
き
％
の
で
あ
る
と
說
い
た
。(

さ
^
., 

P.
.
00
0
0.

.
縱
令
ひ
•
貨
物
の
眞
實
價
値
が
單
に
其
の
生
產
に
取
っ
て
必
要
と
せ
ら
る
、
勞
働
量
の
み
に
ょ
っ
て
規
制
せ
ら
る
、
も
の
と
は
見
ざ 

る
迄
も
、
一.般
的
生
產
費
を
以
つ
て
價
格
の
相
違
を
來
さ
し
む
る
原
理
と
し
て
提
示
せ
る
も
の
に
リ
チ
ャ
ー
ド
•
力
ン
チ
ロ
ン(

R
i
c
h
a

*a 

cantiuon〕

及

び

サ

ー

•
ジ
JC
V

ム
ズ
•
ス
.チ
.
ュ
ア
丨
ト

(sir; J
a
m
e
s 

steuart)

が
あ
つ
.
た
。
カ
ン
'チ
ロ
ン
.は「

或
る
物
の
價
格
若
し
く
は 

內
在
的
價
値
は
、
尾
の
土
地
の
沃
度
若
し
く
は
產
物
の
分
量
及
び
其
の
勞
働
の
品
質
に
注
意
を
拂
は
ざ
る
を
得
な
い
が
、
其
の
生
産
に 

參
加
せ
る
土
地
及
び
.勞
働
の
分
量
の
尺
度
な
る
こ
と
を
了
解
す
可
き
も
の
と
余
は
思
惟
す
る」

と
做
し
、

(Essai s
u
r
l
a

 

Nature d
u

 

C
o
m
m
e
r
c
e

 e
n

I

E

. 1755, 

p. 

3
6
0
、

而
し
て
彼
れ
は
諸
物
が
實
際
に
市
場
に
.於
い
て
其
の
内
在
的
價
値
に
於
い
て
交
換
せ
ら 

る
、
も
の
に
非
ざ
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
が
、：(ibid:}、

而
も
、
充
分
な
る
時
間
が
與
へ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
市
場
價
格
の
影
響
の 

下
に
、
供
給
は
需
要
に
適
合
す
る
も
の
と
觀
た
の
で
あ
る
。(cr.ibid,, 

p. 

s
-oo
o
o
彼
れ
日
く
、
實
際
の
市
場
價
格
は
概
し
て「

內 

JK
m
思
想
史
槪
觀 

. 

七
五
一
-

人
ニ
〇
八
九

)



霞

.
 

.

.

, 

.

'

七
五
ニ
.
 

3

2

0〕

.

在
價
値
ょ
|

て
離
れ
る
こ
と
が
な
い」

と
.
0

(

|

,
こ

5
7
0
0而
し
て
.、
ス
チ
ユ
ヮ
丨
ト
は「

ニ
重
の
競
季」

^

0

|

|

?

|§) 

に
ょ
つ
て「

仕
事
と
需
要
と
の
間
の
天
砰J 

(the b
a
l
a
n
c
e
s
w
e
e
p

 w
o
r
k

 and 

d
e
m
a
n
d

)

^
TE」

<
〒
t#
s:
n

4

m
±
、
賀
格
. 

は
其
の
財
貨
を
生
產
す
る
眞
の
經
費
に
、
製
造
業
者
及
び
商
人
に
謝
す
：る
利
潤
と
し
.て
少
額
を
附
加
せ
る
も
の
と
正
當
な
る
比
例
を
以 

，
つ

て

看

出

さ

る

、

も
.

の
と
思
推
し
た
の
で
あ
る
。(

A
n

 I
n
q
a
l
y
i
n
t
o

 

the Principles of 

Political 

E
c
o
n
o
m
y
;

 

1767, 

p. 2
1
7

 

'b

十
四

自
由
主
義
經
濟
s

成
f

共
に
\
正
價
學
說
は
事
實
上
消
滅
し
去
れ
る
が
如
く
で
き
が
、
而
も
公
正
價
格
Q

f

i
々
な
る 

... 

姿
に
於
い
て
殘
存
し
矿
け
た
パ
重
農
學
派
の「
自
然
價
格」

は
宗
敦
ょ
り
離
脫
せ
る
形
態
に
於
け
る
スn.

ラ
哲
學
的
正
價
で
あ
り
、
自
然 

法
：

Q

新
た
な
る
8

を
以
つ
て
せ
る
霊E

で
あ
る
。
彼
れ
等
は
、
.主

と

し

て

憂

義

S

く

麗

Q

棄
及
び
制
限
を
以
つ
て
、

.

經

濟

倫

理

■

礎
、
即
ち
、
.人
と
人
、
州
と
州
、
賣
と
國
民
とQ

間
に
、
是
れ
等
の
も
の
.を
■

に
分
離
す
る
政
治
的
境
〒 

に
關
す
t

と
‘な
く
し
、

商
取
引
を
支
配
す
f

交
換Q

?
.

公
.正Q

價
格
若
し
く
は
交
換
上
室
義
と
矛
盾
す
る
もq

で
あ
る 

.と
觀
た
の
で
.あ
：る
。
ア
ダ
ム
*
ス
ミ
ス
の「

自
然
惯
格」

は
、其
の
理
論
的
基
礎
に
淤
い
て
全
然
相
違
レ
從
つ
て
之
1
て
到
達
す
る
が
爲
め 

.

に
指
定
せ
ら
れ
た
る
方
法
に
於
い
て
相
同
じ
か
ら
ざ
る
も
、
而
も
實
質
上
舊
ス
■■コ
ラ
哲
學
の
公
正
價
格
と
同
一
な
る
も
の
で
あ
る
。
皮 

.

.

.

れ
に
從
へ
ば
霞

の

、理
想
的
尺
度
は
勞
働
で
あ
.る
。.
而

し

て

、
，
彼

れ

は

.價

格

の

原

因

と

し

て

使
用
傻
値
'
即
ち
效
用
を
、
除

し

、

勢 

''働
費
に
對
し
て
優
越
：な
る
地
位
を
與
へ
た
°
4
ら
ゆ
.る一

定
瞬
間
に
於
い
て
‘は
、
慎
値
は
需
要
及
び
供
給
の
條
件
に
ょ
つ
て
決
定
せ
ら 

.
る
く
の
.1?
ぁ
る
が
、
而
も
、
競
爭
の
作
用
す
る
下
に
於
い
て
は
、賣
手
が
特
^
有
利
な
る
地
位
を
占

む

る
例

外

的

の

場

合

は
別

と

し

て

、

讓

一！！

.
_|ーー__ー一i 

wmmoMliiBMllBiwnw—
WWHMMMIr:

そ
社
絕
ぇ
ず
生
嵛
費
に
歸
向
す
る
。
ァ
ダ
ム
*
ス
ミ
ス
が
自
由
貿
易
と
無
拘
束
な
る
商
業
と
を
要
求
し
た
の
は「
自
然
的
自
出
及
び
正
_」 

.の
理
論
的
結
果
と
し
て
^
あ
る
.o (

G
u
s
t
a
v

 

Schmoller, 

D
i
e

 

Gerechtigkeit 

in dei- 

Volkswii;thschaft, 
in 

Jalirb. 

f. 

Ges.,

V
e
r
w
.

 

ri. 

v
o
l
ksw., 

N
.

 

F
.
J
a
h
r
g
.

 

V
,

ff
i
e
f
t
r

1
S
S
1, 

s. 

2
0
. )

o
而
し
て
*
自
li
l
な
る
個
人
的
競
爭
は
.

「
ア
ダ
ム
*
ス
ミ
ス
の
敦

.
 

•
 

-
 

-

大
な
る
學
徒

」
「

リ
ヵ
ー
ド
，
オ
に
在
つ
て
杖
總
べ

て

の

勞

作

し

つ

、
あ
る
人
々
に
對
す
.る
嚴
芷
，な

る

1£
義
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
J
o (a. 

a. 

0
0。
彼
れ
は
务
働
費
用
は
市
場
價
格
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
理
論
を
發
達
せ
し
め
、而
し
て
.結
局
に
於
い
て
，
勞
働
費
用
の
定 

優
が
貨
物
の
交
換
.價
値
を
決
定
す
る
と
做
す
の
說
は
、
彼
れ
の
直
接
後
繼
者
等
に
ょ
つ
て
，一.

層
强
調
せ
ら
れ
た
？
而
し
て
彼
れ
等
は
資 

本
家
に
ょ
つ
て
提
供
せ
ら
る
i
勞
働
に
對
す
る
賃
銀
た
る
資
本
利
潤
が
公
正
.價
格
の
自
然
的
要
素
た
る
と
と
を
認
め
て
•
是
れ
を
以
つ 

て
經
濟
的
に
正
當
視
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
必
要
で
あ
る
と
す
ら
觀
た
の
で
办
る
が
、
.之

れ

に

反

し

"

地
代
が
之
れ
に
應
答
す
る
勞
苦 

な
く
し
て
自
か
ら
地
主
の
手
に
歸
す
る
一
種
の
所
得
た
る
、こ
と
を
認
め
、
而
し
て
其
の
或
る
者
は
課
税
權
に
依
.る
其
の
沒
收
若
し
く
は

社
會
化
を
主
張
す
る
に
至
つ
た
の
.で
あ
る
。
、

.

« 

•
 

. 

■ 

■
 

■

勞
働
價
滌
說
は
鱅
が
て
社
會
主
義
者
の
間
に
.地
步
を
占
め
*
其
の
主
張
に
對
し
て
科
學
的
基
礎
を
與
ふ
る
に
至
り
、一

方
に
於
い
て 

は
、
リ
ヵ
ー
ド
オ
の
價
値
學
說.を

！
！！

學

的

是

認

を

以

つ

て

反

復

す

名

者

あ

る

と

共

に

.
*他
方
-に
於
い
て
は
、勞
働
を
以
つ
て
、斷
じ
て
自
由 

交
易
の
下
に
於
け
■る
實
際
の
價
格
形
成
.冗
對
す
る
價
値
標
準
で
は
な
い
が
-
而
も
理
想
的
價
値
の
尺
度
と
做
す
の
意
見
が
擡
頭
し
た
。
 

力
ー

ル

•
ロ

ー

ド

べ

ル

ト

ス

R
c
d
b
e
r
m
s
w

に
從
へ
ば
、
生
產
物
の
交
換
價
値
と
之
れ
に
要
し
た
勞
働
量
と
の
一
致
は
決
し
て
事

實
で
は
な
い
が
、
而
■も
常
に
其
の
實
現
を
想
望
し
來
れ
る
宏
大
な
る
國
家
經
濟
的
理
想
で
あ
る
。(
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Frage, 

T

sI,. 2. 

A

u

rtr
r
soq
. von 

M
o
r
.

 

v̂
irth, 

100
9

PS. 
6
00

.

)

。

.

然
る
に
、社
#
主
義
的
學
說
の
對
抗
理
論
と
し
て
發
展
せ
し
め
ら
れ
た
限
界
效
用
學
派
は
經
濟
學
の
獨
立
性
自
律
性
を
主
張
し
て
-彼 

れ
等
の
科
學
ヵ
ら
總
ベ
て
の
形
而
上
學
的
總
念
と
共
に
公
正
價
格
の
理
念
を
驅
逐
し
た
。
ゴ
ッ
セ
ン(

H
e
r
m
a
n
n

 

H
e
i
n
r
i
c
h

 

G
o
s
s
e
n
)

 

の

如
き
は
、
未
だ
' 
造
物
主
に
よ
つ
.て
與
へ
ら
れ
た
る
眞
の
默
示
を
以
.つ
て

T

人

間

！

余
が
創
造
の
法
則
を
探
张
し

、

而
し
て
是
れ
等 

の
法
|1
|
に
一
致
し
て
行
動
せ
よ
！」

(
M
e
n
s
c
h
!

 

w
r
f
o
r
s
c
h
e

 

d
i
e

 

G
e
s
e
t
z
e

 

m
e
i
n
e
r
,

 

s
c
h

o:p
f
l
m
g
,

 

u
n
d

 

d
i
e
s
e
n

 

G
e
s
e
t
z
s

 

叫 eE
S
S

 

.げ
吕
穿0

と
云
ふ
に
在
る
も
の
で
あ
§
と
觀
て
居
つ
た
の
で
あ
る
が
、( w

s
w
i
c
k
e
l
u
n
g

豸

d
e
s

 

m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
n

 

V
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4
0
、

掘
民
經
濟
的
動
因
は
外
界
の
自
然
が
支
配
せ 

ら
る
、
廿
；

(

れ
に
等
し
き
自
'&
に
内
在
す
る
特
有
の
諸
法
則
に
:1
-
つ
て
規
制
せ
ら
る
X
と
做
す
の
信
念
が
次
第
に
有
力
と
爲
る
に
連
れ 

て
國
民
轺
濟
學
の
自
然
法
哲
學
と
の
緊
密
な
る
歷

史
的
連

繫

よ

り

生
じ
た
る

國
民
經
濟
學
と
倫
理
學

と

の
緊
密
な
る
關
策
は
必
然
消 

失
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
蓋
し
、
自
然
法
則
は
其
の
本
質
に
於
い
て
善
悪
及
び
正
不
正
を
超
ぇ
て
立
ち
、
.而
し
て
其
の
作

用

は 

毫
も
倫
理
的
評
價
に
服
す
る

と

と
な
き
が
故
で
あ
るo
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4
00
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.

然
も
社
會
經
濟
的
過
程
は
機
械
的
な
る
自
然
法
則

性

を

以

つ

て

行
は
る

X
も

の

で

は

な

い

。

寧

ろ

斯

く

の

如

き

過

程

は

、

自

覺

と 

ニ

定

の

目

的

と

を

以

つ

て

生

ず

る

人

間

の

行

爲

よ

り

成

る

も

の

で

あ

る

。

經

濟

學

は

管

だ

に

生

物

を

叹

り

扱

ひ

0 .
、

あ

る

ば

か

り

で

は

■
 

な

く

一

見

、

自

己

の

生

活

を

指

導

す

る

の

a

あ

る

生

物

を

取

り

扱

ひ

つ

、
あ

る

も

の

.で

あ

る

。

而

し

て

國

民

經

濟

學

b

の
i

句

が

I 

實

的

と

'爲

り

、

實

際

に

#

す

る

が

儘

に

人

間

を

解

釋

せ

ん

こ

と

を

期

し

-

そ

が

種

々

な

る

動

機

、

即

ち

非

經

濟

的

動

機

te
よ

つ

て

も

^
;

...ず”，，

等

し

く

動

さ

る

、
も
の
で
あ
り
、
又
一

.定
の
國
民
、
國
家
、
時
代
に
屬
す
る
の
事
實
を
認
め
て
之
れ
を
解
釋
す
る
に
至
り
、
而
し
て
如 

何
な
る
も
の
が
果
し
て
有
用
な
リ
や
の
問
題
に
對
接
し
、
一
個
人
の
私
的
效
用
の
.み
を
考
慮
せ
ず
し
て
.
全
國
民
の
效
用
に
及
び
、
又
、
 

單
に
現
在
の
瞬
間
の
み
を
念
頭
S

か
ず
しV

*
1<壬

國
民
的
生p

に
想
到
す
る
に
至
る
と
共
に
、
效
用
の
概
念
は
深
化
せ
ら
れ
て
、

J 

民
紘
濟
學
は
洱
び
其
の
最
初
に
於
け
る
よ
り
高
き
形
態
に
復
歸
す
るo

究
極
に
於
い
て
は
、
財
貨
の
價
値
決
定
に
對
し
て
も
、
公
1£
こ丨
 

し
て
倫
理
的
な
f

Q

k決
定
に
學
る
が
如
く「

至
上
命
令」

が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
，•

震

の

經

醬

者

は

S

上

の

事

.
項

に

對
 

す
る
國
家
Q

f
を
擊
退
し
、
之
れ
を
し
て
其
の
自
然
的
過
程
を
取
る
に
委
せ
し
め
ん
と
し
た
。
然
し
な
が
ら
•言
ふ
迄
も
な
く
國
家
は 

決
し
て
庄
の
方
•面
に
於
け
る
陽
入
者
で
は
な
い
。
讓
は
最
初
よ
り
し
て
經
濟
組
織
の
中
心
に
植
え
附
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

而
し
て
*
國 

家
は
今
や
經
爵
値Q

謹

に

於

.け
る
主
要
I

s

と
爲
つ
た
。
.國

讓

其

の

覽

の

_

生
活
に
干

渉

す

.1

や

軍

は

最
早
問
 

題
で
は
な
く
、
如
何
に
干
渉
す
I

か

裔

S

I

。
果
し
て
然
ら
ば
'
交
換
價
値
は
如
何
に
し
て
公
正Q

原
則
と
適
合
せ
し
め
ら 

る
可
き
かQ

問
題
が
復
も
吾
人
の
前
^
揭
げ
ら
れ
た
こ
と
は
當
然
で
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

, 

. 

. 

•

.
(

附
s

1

は
余
が
雜
誌『

改
磐
本
年
八
月
號
に
寄
せ
た
論
々g

頁

の

讓『

正
價』

の
敷
衍
讀
と
も
見
る
可
I

の
で
あ
る
。舊
■

經
濟 

疼
f
史』

第
一U

檢
第
二
軍「

E

®前
./ ：T

の
所
述
は
能
ふ
限
り
之
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
を
避
け
た
。
沒

、
井
上
芳
郞
、
高
村
象
平
刚
成
よ
o
參 

考
文
献
其
の
他
に
關
し
て
示
敎
を
_
ぅ
し
た
る
こ
と
を
感
謝
す
、る
0
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