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三
田
舉
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
七
號

て
も
獨
占
の
存
在
の
故
に
生
ず
る
限
界
生
產
力
と
賃
金
の
乖
離
は
理
論
經
濟
學
，；
 

的
に
說
明
で
き
る
讓
で
あ
り
、
資
本
と
勞
働
の
補
完
關
係
の
存
在
も
生
產
函
. 

數
の
形
を
根
本
的
に
變
ぇ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
更
に
勢
力
關
係
の
故
に
こ
れ 

を
否
定
す
る
に
至
っ
て
は
近
代
經
濟
學
の「

理
論」

を
否
定
す
る
に
近
い
。
嘗 

て
高
闽
保
馬
博
士
は
限
界
生
產
カ
說
を
補
ぅ
も
の
と
し
て
勢
力
論
を
採
用
さ
れ 

た
が
著
者
の
立
場
は
高
田
傅
士
の
理
論
育
成
の
立
場
と
は
全
く
逆
の
も
の
の
樣 

に
見
え
る
。

限
界
生
產
カ
說
を
排
除
し
た
I

、
本
書
に
お
い
て
主
要
な
分
析
手
段
と
し 

て
と
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
は
勞
働
の
平
均
生
產
カ
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の「

勞 

働
の
生
產
性」

概
念
で
あ
る
"第
二
章
で
は
大
正
初
年
か
ら
昭
和
十
年
ま
で
の
物 

的
に
見
た
勞
働
生
產
性
に
*
質
賃
金
の
關
係
が
論
ぜ
ら
れ
、
景
氣
上
#
期
に
は 

勞
働
生
產
性
に
比
べ
て
1

賃
金
が
相
對
的
に
低
下
す
る
が
趨
勢
的
に
は
雨
者 

は
略
ぐ
同
一
®

rt
で
平
行
し
て
上
#
し
て
い
る
事
實
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
又 

yJ

れ
を
產
業
別
に
比
較
す
る
と
き
、昭
和
七
年
に
は
兩
渚
の
對
數
値
の
間
に
〇
.
. 

六
九
ニ
、
昭
和
十
二
年
に
は
〇

.
七
六
五
.

(

食
料
品
工
業
を
除
く)

.の

薩

度 

が
得
ら
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
統
計
學
的
に
は
標
本
が
僅
か
八
個
で
は
果
し
て 

有
意
的
な
相
關
と
云
い
得
る
か
否
か
疑
わ
し
い(

動
態
的
に
見
た
場
合
の
相
關 

は
〇

•
八
七
で
こ
れ
よ
り
稍
々
よ
い)

。各
產
業
の
中
で
特
に
紡
織
工
業
の
賃
金 

が
他
と
異
な
る
動
き
方
を
見
せ
て
い
る
理
由
と
し
て
著
者
は
女
工
を
中
心
と
す 

る
不
熟
練H

の
供
給
源
を
地
方
農
村
に
求
め
、
熟
練H

の
賃
金
よ
り
も
不
熟
練 

H

の
そ
れ
の
方
が
景
氣
變
動
に
對
し
て
敏
感
で
あ
る
と
の
結
論
を
統
計
的
に
導 

き
出
そ
ぅ
と
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
結
局
に
お
い
て
勞
働
の
供
耠
函
數
の
分 

析
に
發
展
す
る
答
で
あ
る
が
そ
こ
.ま
で
の
分
析
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
戰
後
資 

料
と
し
て
は
一
一一一1

1

一
五
年
に
お
け
る
勞
働
生
產
性
と
賃
金
の
關
係
が
#
せ
ら

四

六

(

五
四
四)

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
特
記
す
る
ほ
ど
の
結
論
は
な
い
。

ヽ
第
三
章
で
は
昭
和
四
I
十
七
年
に
亙
る
分
配
率
の
推
計
が
行
わ
れ
て
い
る
。
 

著
者
は
山
田
雄
三
教
授
の
所
得
率
變
化
の
法
則
が
迂
囘
生
產
ょ
り
も
む
し
ろ
相 

對
價
格
の
變
化
に
基
礎
を
お
く
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
が(

七
頁)

、
著
素
自
身 

は
ケ
ィ
ン
ズ
の
雇
用
函
數
と
ピ
グ
ゥ
のr

勞
働
需
要
の
弾
力
性」

概
念
を
折
莰 

.
し
た
方
式
を
提
案
し
て
い
る(

四
八
頁)

。
こ
こ
で
は
そ
の
方
程
式
を
十
分
に
檢 

討
す
る
だ
け
の
紙
面
が
な
い
が
、
私
の
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
彈
カ
性
槪
念 

.の

.導
入
は
著
.者
の
初
め
の
意
圖
で
あ
る「

限
界
生
_
力
説
の
棚
上
げ」

と
矛
盾 

し
な
い
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
資
料
的
に
は
非
常
に
詳
密
な
檢
討
が 

行
わ
•れ
て
い
る
。
.更
に
第
四
章
で
は
第
三
章
で
提
案
し
た
基
本
方
程
式
を
戰
後 

資
料
に
照
合
せ
し
め
て
昭
和
ニ
三
年
以
後
の
賃
金
舉
と
分
配
率
の
檢
討
が
行
わ 

れ
原
料
價
格
と
の
關
係
に
ま
で
及
ぼ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か 

し
こ
こ
で
も
望
^
の
感
な
き
を
得
な
い
の
は
、
著
者
の
中
心
概
念
と
す
る
相
對 

價
格
の
變
化
が
何
故
起
る
か
を
說
明
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
思
う
。
迂
囘 

生
產
の
變
化
か
ら
分
配
率
を
說
明
し
ょ
う
と
す
る
試
み
は
、
相
對
價
格
の
變
化 

に
ょ
る
說
明
と
擇
一
的
な
も
の
で
は
な
く
、
.後
者
の
方
が
統
計
的
檢
證
の
面
で 

は
容
易
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
相
對
價
格
を
變
化
せ
し
め
る
原
理
と 

し
て
の
迀
囘
生
產
の
原
理
が
潜
在
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
二
部
で
は
表
題
の
示
す
如
く
、
.ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
賃
金
資
料
が
と 

り
极
わ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
.時
間
賃
金
と
日
本
の
月
收
賃
金
と
の
平
行
性
を
說
こ 

う
と
す
る
試
み
が
行
わ
れ
、
ス
リ
ク
タ
ー
に
從
つ
て
平
均
時
間
賃
金
を
變
化
せ 

じ
め
る
諸
要
因
の
影
響
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
レ
|
バ
|
ゴ
，，
ト
、
ダ 

ソQ

ッ
プ
、
口
ス
等
の
研
究
が
紹
介
さ
れ
、
最
後
に「

ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の 

成
熟
と
停
滞」

に
お
け
る
ス
タ
イ
ン
ド
ル
の
所
說
が
紹
介
さ
れ
る
。
以
上
が
本

書
の
大
要
で
あ
る
が
、
資
料
的
に
見
れ
ば
極
め
て
網
羅
的
に
內
外
の
文
献
を
淡 

獵
し
、
實
務
家
や
政
策
問
題
を
論
ず
る
人
々
に
と
つ
て
は
好
適
な
著
書
で
あ
る 

と
茇
い
た
い
。
た
だ
•理
論
經
濟
學
的
觀
點
か
ら
こ
れ
を
見
る
と
、
か
か
る
實
證 

的
分
析
か
ら
一
つ
の
理
論
的
體
系
が
組
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
點
に
不
滿
が
感
ぜ 

ら
れ
る
。
か
か
る
感
じ
は
前
著「

雇
用
と
賃
金」

に
お
い
て
は
受
け
な
か
つ
た
も 

の
で
、
.俊
才
膝
原
氏
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
犬
な
る
だ
け
に
理
論
體
系
の
完
成
を 

切
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

岩
波
書
店
刊
、
ニ
ニ
〇
圓)

(

鈴

木

諒

I)
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N
r
.

1
5

書
評
及
び
紹
介

等
の
諸
著
作
な
ど
見
る
べ
き
成
果
は
洗
し
て
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
保 

.險
學
を
經
濟
學
の
一
分
科
と
す
る
說
が
最
も
有
力
で
あ
る
。
わ
が
國
に
お
い
て 

も
小
島
昌
太
郞(

保
險
本
質
論
、
大
正
十
四
年
七
月
五
日)

を
始
め
近
藤
文
ニ 

(

保
險
經
濟
學
第
一
卷
、
昭
和
十
年
十
月
ニ
十
日
、
第
二
卷
昭
和
十
四
苹
二
月 

五
日)

、
来
高
信(

保
險
經
濟
の
理
論
、
昭
和
十
六
年
四
月
十
五
日)

、
さ
ら
に 

戰
後
で
は
印
南
博
吉(

保
險
經
：濟
、
昭
和
二
十
五
年
一
月
十
五
日)

、
佐
波
宣 

平

(

保
險
學
講
案
、
.昭
和
ニ
十
六
年
七
月
五
日)

、齋
藤
利
三
郞(
保
險
理
論
の 

硏
究
、
昭
和
ニ
十
九
年
五
月
二
十
五
日〕

や
園
乾
治(

保
險
學
、
昭
和
二
十
九 

年
十
一
月
十
五
日)

な
ど
の
諸
家
の
保
險
の
經
濟
理
論
の
確
立
を
志
向
す
る
著 

書
が
相
次
い
で
發
行
せ
ら
れ
、
こ
の
傾
向
は
わ
が
國
保
險
學
界
の
主
潮
と
成
っ 

た
1
が
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で 

一
ロ
に
保
險
經
濟
學(

廣
義
に
解
し
た
場
合)

と 

1
K

っ
て
も
、
.硏
究
の
重
點
を
そ
の
社
會
經
濟
的
機
能
の
解
明
に
置
く
も
の
と
、
 

私
經
濟
と
し
て
の
保
險
企
業
の
經
營
經
濟
的
硏
究
を
主
眼
と
す
る
も
の
、
さ
ら 

に
は
そ
れ
ら
の
理
論
的
ま
た
は
實
證
的
硏
究
の
い
ず
れ
を
主
と
す
る
か
で
、
そ 

の
.

1K

う
と
こ
ろ
の
保
險
經
濟
學
の
性
格
も
內
容
も
相
違
し
て
く
る
こ
と
は
否
め 

な
い
。
本
書
は
初
版C

昭
和
二
十
四
年
六
月
五
日)

に
、
綿
密
に
し
て
極
め
て 

重
要
な
る
修
正
增
補
を
施
し
、
こ
れ
に
附
錄
I
、
I
、
M (

保
險
會
社
の
損
益 

計
算
書
、
貸
借
對
照
表)

を
ホ
文
中
よ
り
拔
出
し
て
末
尾
に
加
ぇ
て
㈣
㈣
に
附 

し
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
.主
張
す
る
と
こ
ろ
は
保
險
の
國
民
經
濟
學
ま
た
は 

社
會
經
濟
學
で
あ
っ
て
、
こ
の
點
で
は
前
掲
諸
家
の
學
理
と
莲
を
一
に
し
て
從 

來
の
法
律
的
、
數
理
技
術
的
保
險
論
と
は
異
る
が
、
さ
ら
に
本
書
が
保
險
經
營 

學
の
一
面
を
も
廣
汎
に
あ
わ
せ
有
す
る
こ
と
か
ら
、
原
理
あ
る
い
は
經
營
の
一 

方
に
偏
す
る
と
运
う
こ
と
な
く
し
て
、
よ
つ
て
生
ず
る
本
書
の
諸
特
色
は
十
分 

に
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
價
値
が
あ
ろ
う
。

. 

四

七

(

五
四
五)
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G
.

 

H
P
. 

b. 

H
.
>

を
譯
述
し
、..戰
時
中
に
.は「

保
險 

新
體
制」

ハ
昭
和
十
七
年
六
月
ー
ー
十
八
日

)

、
最
近
で
は
學
位
論
文
で
あ
る

「

保 

慕

」

.(

昭
和
ニ
十
八
¥
ニ
月
—-
日)

、「

保
險
硏
究」

C

昭
和
一
一
十
八
年
三
月
ニ 

■
十
日〕

.
お
'ょ
び
.本
書
と
續
い
て
そ
の
諸
勞
作
を
發
表
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
，本
書 

.は
著
渚
の「

神
戶
大
學
に
お
け
る
講
顏
を
基
礎
に
し
て
書
か
れ
た
も
の

」

で
あ 

り
、.

「

保
險
に
關
す
る
一
般
的
敍
述」

を
目
的
と
し
、
保
險
の
經
濟
學
的
な
ら 

び
に
經
營
學
的
硏
究
と
保
險
の
.理
論
的
な
ら
び
に
實
踐
的
硏
究
と
を
内
容
と
す 

る
、

「

保
險
の
綜
合
的
硏
究
を
な
さ
ん
と
す
る
も
の

」
に
：し
て
、
從
っ
て
著
渚.
 

の
保
險
に
關
す
る
根
本
的
見
解
と
そ
の
#
造
を
理
解
す
る
に
は
ま
さ
に
恰
好
の 

書
物
で
あ
る
。
と
く
に
著
者
が
不
幸
に
し
て
本
年

(

昭
和
三
十
年
三
月
二
十
六 

日)

死
去
せ
ら
れ
た
た
め
に
、
本
書
は
そ
の
保
險
理
論
の
金
體
系
を
示
す
唯
一 

.
に
.し
て
最
終
の
著
書
と
な
っ
た
。

保
險
學
は
い
か
な
る
性
格
の
學
問•で
あ
る
か
。
著
渚
は
本
書
を
ま
ず
保
險
學 

の
概
念
に
っ
い
て
方
法
論
的
吟
味
か
ら
始
め
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

㈠ 

保
®

を
集
合
科
學
と
す
る
も
の
、㈡
保
險
經
濟
藝
;>
:
す
る
も
の
、
㈢
保
險
經 

營
學
と
す
る
も
の
の
三
っ
の
立
場
の
存
在
に
關
し
て
、
ま

ず

「

集
合
科
學
と
し 

て
の
保
險
學
は
、
た
か
だ
か
、.技
術
論
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
ぅ

」

と
斷
じ
、

マ 

!
ネ

ス(A. 
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n
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の
主
張
を
排
し
、

「

保
險
は
、
.一
.
つ

の

經

濟

四

八

(

五
■四

六)

的
現
象
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
研
究
對
象
と
す
る
學
問
は
、
經
濟
學
で
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い」

と
述
べ
、
.

「

そ
も
そ
も
經
濟
學
は
實
踐
的
科
學
で
あ
る」

か
ら
、

T

そ
.の
一
部
門
で
あ
る
保
險
經
濟
學
も
、
ま
た
、
實
_
的
科
學
で
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
‘

」

。
保
險
學(

廣
義
の
保
險
經
濟
學)

は
保
險
經
濟
學
と
保
險
經
释
a
子
と 

か
ら
成
る
も
の
と
し
て
、
'「

保
險
經
濟
學
が
實
踐
的
1

を
も
つ
點
に
お
い
て 

保
險
經
營
學
と
な
ん
ら
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い」

と
。
そ
し
て
經
濟
現
象
の
規
則 

性
は
、
外
面
的
原
理
と
两
面
的
原
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
■い
る
が
、
こ
の
兩 

者
.の
關
係
を
大
宇
宙
と
小
宇
密
、
ま
た

は
物
理
學
に
お

け
る
原
子
^
造
の
法
則 

と
全
宇
宙
の
法
則
の
關
係
に
例
え
て
、

「

經
營
を
支
配
す
る
原
理
が
、
同
時
に 

.風
！

S

經
濟
に
妥
當
す
る
.の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
原
理
的
統
一
が
あ
る」

、
玨
視 

的
な
保
險
經
濟
學
は
、「

國
民
經
濟
內
に
お
い
て
保
險
な
る
構
成
體(

G
e
b
i
l
d
e
)

 

に
よ
っ
て
規
制
せ
ら
れ
、
確
保
せ
ら
れ
た
經
濟
的
現
象
の
作
用
關
職
を
明
ら
か 

に
ヤ
る
こ
と
を
任
務」

と
し
、
微
視
的
な
保
險
經
營
學
は
、
.

「

保
險
な
る
構
成 

體
の
內
部
璣
制
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
任
務」

と
す
る
。
し
か
し
て
本
書
は 

.

「

保
險
全
般
に
通
ず
る
研
究
を
總
括
し
た
る
も
の」

、
す
な
わ
ち
保
險
學
總
論 

で
あ
づ
て
、
保
險
經
濟
學
の
分
野
に
屬
す
る
問
題
は
、「

保
險
本
質
論」——

第 

一
韋
、
第
二
章
、
第
三
章
、「

保
險
形
態
論」

-

-

第
四
章
、「

保
險
の
歴
史」 

——

第
六
章
、「

保
險
の
機
能」——

第
七
章
、「

保
險
の
限
界」——

第
五
章
、
 

「

保
險
政
策」

|

第
士
ー
章
、
保
險
經
營
學
の
分
野
に
屬
す
る
問
題
は
、「

保 

險
の
經
營
原
测」一

"第
九
章
、r

經
營
組
織
論」

—

|衝
八
韋
、「

保
險
業
務」 

1

第
十
章
、
.

「

經
營
計
算」——

第
十
一
章
等
に
そ
れ
ぞ
れ
論
述
せ
ら
れ
、
さ 

ら
に
保
險
經
營
學
に
對
す
る
技
術
的
補
助
學
と
し
て
Q
保
險
法
學
お
よ
び
保
險 

數
學
は
、
機
に
應
じ
て
本
文
中
あ
る
い
は
數
多
な
欄
外
の
註
に
お
い
て
說
明
せ 

ら
れ
て
い
る
。

我
々
は
著
渚
の
名
を
聞
け
ば
卽
座
に
稼
得
確
保
說
を
想
い
起
こ
す
ほ
ど
、
そ 

の
保
險
學
說
は
獨
得
な
も
の
で
あ
り
有
名
で
あ
る
が
、

「

保
險
學
總
論」

の
初 

版
に
お
い
て
は
、
第
二
章「

保
險
の
概
念」

、
第
一
節「

保
險
の
本
質」

に
て
保 

險
を
定
義
し
て「

保
險
と
は
一
定
の
偶
然
的
事
件
に
對
し
て
稼
得
を
確
保
す
る 

た
め
多
數
の
經
濟
眾
位
が
集
合
し
、
合
理
的
な
計
算
的
基
礎
に
基
い
て
こ
の
目 

的
達
成
の
た
め
に
必
要
な
資
金
を
分
擔
酸
出
す
る
經
濟
的
制
度
で
あ
る」

と
し
、
 

保
險
の
耍
素
を
、
㈠

ー
定
の
偶
然
馨
件
、
㈡
稼
得
の
確
保
、
㈢
多
數
經
濟
の 

集
合
、
H
合
理
的
計
S

基
く
_
金
、
_

濟
的
制
度
，
と
か
く
の
ご
と
く
列 

擧
し
た
の
ち
、
同
節
の
第
二
款「

稼
得
の
確
保」

に
お
い
て
稼
得
と
は「

財
產
の 

形
成
と
所
得
の
獲
得
と
を
包
括
す
る
經
濟
學
上
の
槪
念」

に
し
て「

分
業
と
交 

換
に
も
と
づ
く
貨
幣
經
濟
的
社
會
を
前
提
と
し
て
妥
當
性
を
も
つ
槪
念」

で
あ 

る
と
述
べ
、
稼
得
の
一
態
^
た
る
財
產
の
形
成
の
目
標
を
、
財
_
價
値
の
雜
持 

と
财
產
價
値
の
增
加
と
二
分
し
、
他
の
態
樣
た
る
所
得
の
目
標
を
財
產
所
得
と 

勤
勞
所
得
と
し
て
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
稼
得
の
目
標
を
阻
害
し
得
る
偶
然
的
事
件 

の
起
る
對
象
を
人
と
財
產
と
指
摘
し
て
、
前
渚
を
對
象
と
す
る
保
險
を
人
保
險 

後
者
の
は
財
產
保
險
と
す
る
と1K

う
。F

保
險
に
よ
る
稼
得
の
確
保
の
意
味
は
、
 

保
險
に
加
入
せ
る
者
は
偶
然
的
事
件
に
よ
る
財
產
の
形
成
又
は
折
得
の
獲
得
の 

障
害
に
.對
し
て
こ
れ
を
樹
正
す
べ
き
金
錢
的
丰
段(

保
險
金)

を
供
與
せ
ら
れ 

る
立
場
に
あ
る
.と
い
う
こ
と
に
あ
る」

。
そ
し
て
そ
れ
は「

契
約
上
定
め
ら
れ
た 

金
額
•(

保
險
金
額)

を
，
度
と
し

て

、

あ
る
貨
幣
額
を
給
與
す
る」

こ
と
で
あ 

り
、
か
く
の
ご
と
き
稼
得
の
確
保
と
い
う
概
念
は
、
柚
象
的
な
普
遍
的
な
S
 

濟
生
活
の
確
保」

と
い
う
よ
，.う
な
概
念
と
は
相
違
し
て
、

「

從
つ
て
、
こ
れ
は 

保
險
の
歷
史
性
を
い
い
表
わ
す
に
適
當
で
あ
ろ
う」

と
詳
論
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
著
者
の
稼
得
確
保
説
に
は
必
ず
し
も
批
判
の
餘
地
が
な
い
の
で 

鄯
評
及
び
貂
介
‘

は
な
い
。
例
え
ば
印
南
博
吉
氏
は
そ
の
著「
保
險
經
濟J

に
お
い
て「

稼
得
の 

,

槪
念
の
な
か
に
、
財
產
價
値
の
雜
持
と
い
う
觀
念
を
含
ま
せ
る
の
は
適
當
で
な 

い
よ
う
に
思
わ
れ
る」

、す
な
わ
ちE

r
w
e
r
b
,

 

ga
in, a

c
q
u
i
s
i
t
i
o
n

な
る
言 

葉
は
か
く
の
ご
と
き
槪
念
と
は
相
異
る
も
の
で
あ
り
、
か
っ
ま
た「

財
產
の
形 

成
ま
た
は
所
得
の
獲
得」

と
は
相
互
に
全
く
異
る
觀
念
で
あ
っ
て
、
か
く
の
ご 

と
きj

ー
渚
擇
一
的(

a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
)

な
表
現
は「

W
M
上
に
お
い
て
一
一
元
說 

た
る
缺
陷
を
有
す
る
こ
と
.に
な
ろ
う」

と
.。
そ
し
て
同
じ
く
園
乾
治
氏「

保
險 

學」

に
お
い
て
も
、
こ
の
説
は
共
通
準
備
財
產
說
と
酷
似
す
る
財
產
保
全
說
の 

一
種
に
し
てn

一
元
擇
ー
說
の
弊
害
を
そ
の
ま
ま
胎
ん
で
い
る」

と
適
切
に
批 

,

判
さ
れ
て
い
る
。

以
上
.の
よ
う
な
稼
得
確
保
說
に
對
す
る
學
界
一
般
の
批
判
に
應
え
ら
れ
て
か 

ど
う
か
は
推
測
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
著
者
は
本
書
す
な
わ
ち「

保
險
學 

總
論」

两
訂
版
に
お
い
て
稼
得
確
保
說
を
披
粱
せ
ら
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ 

る
。
初
版
.に
お
け
る「

稼
得
の
確
保」

と
袞
う
文
言
の
す
べ
て
を「

財
產
形
成 

の
確
保」

と
變
更
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
観
に
は
も
は
や「

稼
得」

と
沄 

う
語
句
は
發
見
で
き
な
い
。
特
に
第
二
章
、.第
一
節
、
第
二
款「

財
產
形
成
の 

.
確
保」

に
お
い
て
は
全
面
的
な
訂
正
、
削
除
お
よ
び
加
筆
を
施
し
て「

保
險
は 

財
產
形
成
の
確
保
を
目
的
と
す
る」

と
述
べ
て
、
さ
ら
に「

財
產
の
形
成
は
、
 

廣
義
に
解
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
' 

所
得
の
形
成
ま
た
は
獲
得
を
も

含
む」

。
っ 

ま
り
個
人
に
歸
屬
す
る
所
得
は
そ
の
渚
の
財
產
を
形
成
す
る
わ
け
で
あ
っ
て
、

「

保
險
は
、
双
ホ
的
に
、
私
有
財
產
の
確
保
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、 

保
險
の
目
的
を
財
產
形
成
の
確
保
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
、
無
理
で 

は
な
い
で
あ
ろ
う」

と
記
し
て
い
る
。
財
產
形
成
の
目
標
は
財
產
價
値
の
雜
持
、
 

增
加
と
所
得
の
權
得
に
あ
る
と
云
う
譯
で
あ
る
。
そ
し
て
上
述
の
よ
う
豸
險

四

九

(

革
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三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
七
號

.

保
護
の
對
象
と
な
る
經
濟
的
傲
値
を
保
險
法
上
の
被
保
險
利
益(

I
g
u
r
a
b
l
e

 

interest, 
V
e
r
s
i
c
h
e
r
t
'
a
r
e
s

 

I
n
t
e
r
e
s
s
e
)

と
#1
し
て
、
生
命
保
險
に
お 

い
て
は
、
こ
れ(

被
保
險
利
益)

を
否
定
す
る
に
傾
く
が
' 

生
命
保
險
に
お
い 

て
も
、
保
險
に
ょ
っ
て
保
詖
せ
ら
る
べ
き
經
濟
的
償
値
の
存
す
る
こ
と
は
、
否 

ま
れ
な
い」

と
し
て
、
各
處
に
.お
い
て
そ
の
保
險
學
說
の
一
元
化
に
努
め
て
い 

る
。
第
三
奪T

保
險
の
本
質
に
關
す
る
學
說」

の
末
尾
に
お
い
て
偶
然
的
事
件 

に
ょ
る
趴
產
形
成
の
目
標
の
阻
番
の
可
能
性
を
認
め
た
こ
と
か
ち
、
著
者
の
說 

が
損
害
說
の
一
種
と
目
せ
ら
れ
る
-J
：
う
に
な
る
こ
と
に
反
對
し
て
、

「

わ
た
く 

し
が
損
害
の
m
補
ま
た
は
分
擔
の
代
わ
り
に
、
偶
然
的
事
件
に
對
し
ズ
財
產
形 

成
'の
！

E

標
を
確
保
す
る
こ
と
を
保
險
の
本
質
的
目
的
と
す
る
ゆ
え
ん
は
、
保
險 

の
！：！：

的
を
加
入
渚
の
意
圖
に
結
び
っ
け
て
考
察
せ
ん
と
す
る
か
ら
に
外
な
ら
な 

い」

か
ら
で
あ
り
、保
險
加
入
渚
は
偶
然
的
事
件
に
ょ
る
損
害
の
瑱
補
.
分
擔
を 

主
た
る
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
實

に「

偶
然
的
事
件
に
處
し
て
、
な
お
確 

實
に
M
,ii
形
成
のsi

標

を

達

成

す

る

こ

と

を

主

眼

と

す

る

」
か

ら

で

あ

る->
:
す 

-

る
。
稼
得
確
保
說
を
放
棄
し
て
自
ら
の
保
險
學
說
の
一
元
化
を
圖
ら
ん
と
す
る 

著
潘
の
努
ガ
は
生
生
し
く
本
書
の
隨
所
に
發
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
果
し 

て
こ
の
目
的
は
十
分
に
達
せ
ら
れ
た
と
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

'

本
書
が
そ
の
初
版
に
數
多
く
の
訂
TE
-
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に 

述
べ
た
が
、
そ
れ
は
二
十
五
箇
所
を
越
え
る
程
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
主
な
る
も 

の
は
前
述
の
ご
と
く
學
說
に
，關
す
る
部
分
と
、
保
險
經
營
に
關
す
る
部
分
、
す 

な

わ

ち第
二
章
、
第
一
節
、
第
四
款「

醵
金」

に
お
け
る
保
險
料
の
計
算
に
っ 

い
て
の
四
頁
の
挿
入
、
第
十
章
、
第
四
節「

保
險
給
付」

の
新
た
な
三
頁
に
わ 

た
る
一
項E

の
挿
入
等
で
あ
り
、
削
除
は
第
十
章
、
第
二
節
、‘
第
五
款「

附
加 

保
僉
料
の
賦
課」

に
お
け
る
保
險
經
營
經
費

の

®

、
と
そ
の
中
の
蘇
集
費

、
集

五
〇

，

(

五
四
八)

金
費
お
ょ
び
一
般
經
費
、
解
約
費
、
損
害
奄
定
費
お
ょ
び
財
產
投
資
費
等
の
諸 

費
用
の
賦
課
に
っ
い
て
說
明
し
•た
部
分
の
七
頁
が
最
も
量
の
多
い
所
で
あ
る
。
 

削
除
の
部
分
.は
別
に
し
て
、
こ
れ
ら
數
多
の
加
筆
.
.
揷
入
は
初
版
と
比
較
し
て 

本
書
に
一
層
の
保
險
の
經
營
經
濟
學
的
硏
究
成
果
の
充
實
.を
燔
す
こ
と
に
な
ろ 

う
。.
っ
ぎ
に
挿
入
個
所
で
目
立
っ
の
は
社
會
保
險
、
社
會
保
障
に
關
す
る
説
明 

部
分
で
あ
る
。
第
二
章
、
第
二
節
、
六

「

相
互
救
濟
ま
た
は
共
濟」

、
七「

社
會 

救
濟
ま
た
は
社
會
扶
肋」

.

(

ニ
頁)

、
第
四
章
、
第
一
節
、
十

「

普
通
保
險
と
社 

會
保
險」

(

ニ
頁)

、
第
六
章
、
第
三
節「

近
時
に
お
け
る
保
險
の
發
達」

(

半 

頁)

を
中
心
と
す
る
若
干
の
錦
入
は
、
社
會
保
險
が
保
險
制
度
の
ー
.と
し
て
簠 

要
性
を
增
し
て
來
た
今
日
、
極
め
て
適
切
な
る
措
置
で
あ
る
。
第
七
章
、
第
二 

節

「

保
險
の
社
會
經
濟」

に
お
け
る
一
頁
の
加
筆
を
始
め
保
險
の
經
濟
理
論
に 

關
す
る
四
、
五
以
增
補
も
保
險
經
濟
學
の
發
展
と
確
立
を
志
向
す
る
本
書
に
お 

い
て
有
意
義
な
る
部
分
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
.

本
書
に
お
け
る
保
險
の
研
究
は
多
岐
に
亙
っ
て
多
彩
を
極
め
る
も

の
で
あ 

り
、「

保
險
の
綜
合
的
硏
究
を
な
さ
ん」

と
ず
る
箸
渚
の
所
期
の
民
的
は
、
ー
應 

達
成
せ
ら
れ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
初
版
に
く
ら
べ
て
、
 

そ
の
本
質
論
の
部
分
を
始
め
と
す
る
數
多
く
の
修
正
增
M-
は
、
や
や
承
服
し
麵 

い
點
は
あ
る
と
し
て
も
、
し
か
も
一
段
と
本
書
の
價
値
を
高
か
ら
し
め
る
も
の 

で
あ
る
。
保
險
學
全
般(

保
險
經
濟
學
と
保
險
經
營
學)

に
っ
い
て
の
一
般
的
な 

知
識
の
攝
取
は
、
本
書
を
も
っ
て
十
分
に
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
一
段 

'
と
高
度
な
保
險
研
究
へ
の
緖
ロ
の
發
見
も
容
易
で
あ
ろ
う
。

(

A

5

版
、
ニ
六 

四
頁
、.
昭
和
二
十
九
ギ
六
月
十
日
、
千
倉
書
房
、
三
苗
五
十
圆
、
著
者
、
商
學 

博
士
、
神
戶
大
學
敎
授) 

(

庭
田
範

秋)

古

川

榮

ー

編

.

，

『

財

務

管

理

』

,
 

I

.
本
書
は
佐
々
木•

古
川
兩
敎
授
の
責
任
編
集
に
な
る
經
營
學
講
座
の
第
六
卷 

を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
講
座
の
例
に
洩
れ
ず
共
同
執
筆
の
形
を
と
る 

も
の
の
、
經
營
管
理
の
觀
點
か
ら
統
一
的
な
體
系
に
從
つ
て
企
業
に
お
け
る
資 

本
の
調
達
と
そ
の
運
用
に
つ
い
て
論
究
さ
れ
て
お
り
、
從
來
の
經
營
財
務
論
乃 

,
至
企
業
金
融
論
と
そ
の
中
心
問
題
を
異
に
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
■財
務
管 

理
f
の
展
開
と
し
て
と
り
上
げ
て
み
た
の
で
あ
る
。
編
箸
古
川
教
授
は
夙
に
經 

營
财
務
の
問
題
に
取
組
ん
で
来
ら
れ
、
戰
後
特
に
財
務
管
理
論
の
展
開
に
つ
い 

て
多
く
の
雜
誌
に
そ
の
論
稿
を
寄
せ
て
い
る
が
、
先
に『

財
務
管
理
組
織』

を 

公
に
し
本
書
に
お
い
て
も
第
一
章
の
總
論
及
び
第
一
一
章
の
財
務
計
靈
を
擔
當
し 

て
い
.る
の
で
、
古
川
教
授
の
財
務
管
理
論
の
構
想
を
中
心
に
、
財
務
計
靈
、
資 

本
調
達
、
設
備
資
本
管
理
、
運
轉
資
本
管
理
、
自
己
金
融
の
諸
問
題
を
檢
討
し

な
が
ら
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み
ょ
う
。
 

.

#
 

,
 

,

ニ

「

企
業
に
お
け
る
財
務
問
題
を
、
財
務
管
理
の
觀
點
か
ら
硏
究
し
ょ
う
と
す 

る
の
は
、
經
營
者
の
統
一
的
立
場
か
ら
、
そ
の
金
領
域
を
包
括
的
に
あ
き
ら
か 

•
に
な
し
う
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。」

(

財
務
管
理
組
織
七
頁)

と
い
う
古

書
評
及
び
紹
介

川
教
授
の
財
務
管
理
論
の
主
張
ぼ
.
、從
來
の
經
營
財
務
論
が
主
と
し
て
經
營
活 

動
の
基
礎
と
な
る
べ
き
長
期
資
本
の
調
達
論
中

心
主
義
で
あ
っ
た
こ
と
に
對
す 

る
批
判
を
な
す
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
か
か
る
主
張
の
基
礎
を
な
す
も
の
は
勿 

論
長
期
資
本
に
對
す
る
短
期
資
本
の
需
要
と
、
そ
の
充
足•
運
用
と
い
う
局
面 

の
重
要
他
の
認
識
を
深
め
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
特
に
我
國
の
最
近
の
企
業 

資

本

の

割

合

で

長

期

資

本

に

比

し

て

短

-®
^

本

の

比

重

が

大

と

な

っ

て

い

る

傾 

向
は
、
經
營
財
務
，の
諸
問
題
を
具
體
的
に
提
出
し
た
。
例
え
ば
短
期
資
本
の
比 

重
增
大
の
傾
向
は
、
企
’業
の
利
子
負
擔
を
大
な
ら
し
め
、
自
&
資
本
蓄
稍
の
課 

題
に
對
し
て
相
矛
盾
す
る
が
如
き
惡
循
環
を
惹
起
し
た
。
か
か
る
經
營
財
務
の 

問
題
は
如
何
な
る
條
件
が
充
た
さ
れ
な
か
っ
た
場
令
に
起
因
す
る
の
か
。
か
か 

.

る
條
件
を
分
析
檢
討
し
財
務
問
題
を
克
服
す
る
た
め
の
有
用
な
理
論
こ
そ「

經 

營
活
動
の
進
行
に
密
着
し
た
、
資
本
運
用
に
關
す
る
經
營
財
務
論(

序
一
頁)」 

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
從
つ
て
マ
ッ
キ
ン
ゼ
一
等
の
.研
究
に
示
さ
れ
て
い 

る
問
題
群
を
整
理
し
た
收
入
の
統
制
を
含
む
資
本
調
達
の
問
題
、
必
要
現
金
及 

び
信
用
を
含
む
資
本
統
制
の
問
題
、
そ
し
て
會
計
、
統
計
、
內
部
監
査
及
び
豫
.
 

算
統
制
等
に
關
す
る
財
務
管
理
組
織
の
問
題
等
が
財
務
管
理
の
課
題
と
な
る
こ 

と
を
明
ら
か
に
す
る(

一
九
丨
二
三
頁)

。
勿
論
か
か
る
講
座
の
^
^
と
し
て
此
'
 

■等
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
少
く
と 

も
財
務
管
理
の
銃
一
的
.な
把
握
を
目
指
し
て
い
る
限
.り
そ
の
統
一
原
理
は
明
ら 

か
に
せ
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば「

罾
ホ
運
用
は
、
こ
の
利
益
の
可
及 

的
墙
大
と
、
そ
れ
に
よ
る
內
部
蓄
積
を
重
要
な
課
題
と
し
て
い
る
と

も

考
え
ら 

れ
る」

(

ニ
ニ
頁)

と
い
う
表
現
は
、
資
本
運
用
の
結
果
又
は
資
本
調
達
と
い
う 

從
來
の
經
營
財
務
論
に
と
ら
わ
れ
て
、
此
處
で
主
張
す
る
財
務
管
理
論
の
i

 

を
甚
だ
弱
め
て
い
る
の
.で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
實
わ
が
國
に
お
け
る
經
營
財
務

.
 

五

一

(

五
四
九)


