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.

三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
..第
十
一
號 

い
て
除
外
し
て
い
各(P

，
1
6
5
。 

(

遊

.部
久

藏

)

宮
下
忠
雄
箸
：

『

中
日
貿
易
の

.

硏

究

』

.

I

は
昨
年
秋
の
太
平
I

題
調
奄
會
、
國
際
會
議
に
提
出
し
た
デー

タ
• 

ぺ
ー
パ
I
を
擴
充
、
發
展
さ
せ
た
も
の
だ
ぞ
う
で
あ
る
。

著
港
の
中
國
經
濟
に 

對
す
る
硏
究
經
歷
ば
長
く
、
そ
れ
だ
け
に
新
中
國
の
實
證
的
視
點
か
ら
中
日
貿 

易
を
ど
う

考
え
ら
れ
る
か
が
興
味
の
中
心
で
も

あ

ろ

う

9

本
書
の
構
成
は
や
や
簡
單
に
す
ぎ
る
が
、
il
l
rf
は
中
共
5

の
基
礎
的
知
！ 

か
ら
、
l

Bl
i
戰
後
の
中
共
贸
易
の
此
較*

推
移
に
す
す
み
、
中
日
貿
易
關
係
に 

視
觀
を
し
ぽ
り
、
こ
れ
を
わ
が
國
の
對
中
共
輸
出
制
限
對
策
と
中
日
貿
易
.阻
害 

51

因
か
ら
み
よ
う
と
す
る
’
。

‘

'
新
中
國
の
對
外
贸
囊
策
の
基
礎
に
つ
い
て
、
著
渚

ばr

共
同
綱
領」

か 

ら
、

「

敗
く
は
ソ
連
圈
全
體
、
狹
く
は
新
中
國
そ
の
も
の
の
經
濟
計
蠻
に
よ
つ 

て
遨
本
的
に
規
定
さ
れ
る」

こAJ、
「

一
切
は
そq

追
求
す
る
革
命
一
殷
の
戰 

略
、
戰
術
と
そ
の
時
々
の
、
而
し
て
そ
の
國
々
の
現
實
的
必
要(

現
段
階
の
新 

中
國
に
お
い
て
は
社
會
主
義
工
業
化)

.に

よ

つ
て
政
策
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の 

で
あ
る」

こ
と
、
從
つ
て
.

「

潜
在
的
な
需
要
の
質
と
量
は
中
共
政
苻
の
經
濟
計 

靈
を
通
し
て
は
じ
め
て
對
外
的
に
复
味
を
も
つ」

と

み

な

す

(

六

丨
七
頁)

。
そ

し
て
以
下
、
對
外
貿
易
管
理
疆
、
馨

管

理

、
贸
易
櫸
構
•
方
式
、
諸
機
關 

に
つ
い
て
資
料
的
に
紹
介
す
る
。

五

六

(

八
八
八)

,

芽
ニ
章
^

ー
節
で
は
、

一
九
五
o
年
前
後
よ
り
す
す
め
ら
れ
た
協
定
贸
易
の 

實
際
に
ふ
れ
る
。

一
九
五
〇
年 
ー
ニ
月
對
中
共
禁
輸
が
强
化
さ
れ
て
か
ら
の
贸 

易
方
式
は
、
對
資
本
主
義
諸
國
に
は
輸
入
先
行
の
バ
ー
タ
ー
方
式
、

ソ
連
圏
に 

は
協
.定
贸
易
を
各
々
と
り
、
質
易
の
櫥
大
を
計
つ
て
き
た
。
そ
の
對
中
共
禁
輸 

の
强
化
の
影
響
に
つ
い
て
著
者
は
具
體
的
に
語
ら
な
い
が
、

「

建
設
資
材
の
獲 

得
に
麗
を
感
じ
、
ソ
連
圏
と
の
貿
易
も
遠
距
離
に
よ
る
運
賃
高

、
中
國
生
產 

品
に
對
す
る
東
歐
側
の
消
化
力
不
足
、
東
歐
か
ら
の
資
本
財
輸
入
の
不
圓
糟
、
 

中
國
國
內
に
.お
け
る
農
鑛
產
物
滞
貨
の
激
增
等
の
現
象
を
來
し」

「

今
後
の
經 

濟
建
設
上
の
需
要
に
思
を
は
せ
る
な
ら
ば
、
ソ
連
及
び
東
歐
諸
國
よ
り
の
必
需 

物
資
^
^

に
は
制
約
が
あ
る
か
ら
、
資
本
主
義
證
と
の
貿
易
の
一
層
の
縮
少 

，は
中
共
經
濟
の
運
命
に
も
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
あ
た
え
つ
つ
あ
る
も
の」

と 

い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
國
際
經
濟
會
議
に
論
及
し
て
、
こ
れ
が
以 

.

.上
の
よ
う
な
.

「

經
濟
上
の
要
求」

に
發
す
る
も
の
と
意
義
づ
け
る(

三
ニ—

三 

頁)

。
し
か
し
中
國
の
資
本
主
義
國
と
の
®
易
擴
大
の「

叫
び」

に
つ
い
て
著
者 

は
時
期
的
に
や
や
過
大
評
價
を
行
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
國
際
經
濟
會 

議
に
關
す
る
解
釋
は
勿
論
、
社
會
主
義
圈
諸
國
の
經
濟
的
要
求
を
も
、
そ
の
段 

階
的
分
析
を
通
じ
て
充
分
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
中

共

の
一
九
五 

.一一

年
の
通

貨

.
物
償
の
安
定
、
こ
れ
を
基
礎
と
す
る
經
濟
建
設
へ
の
出
發
に
眼 

を
む
け
る
S

は
霧
で
あ
る
。
だ
が
、
著
者
が
當
時
對
資
本
主
義
醫
の
贸 

易
擴
大
を「

さ
し
せ
ま
つ
た
_

_」

と
み
な
す
に
は
分
析
が
不
充
分
で
あ
ろ
う
。

第
三
節
で
は
中
共
侧
の
發
表
に
か
か
る
質
易
統
計
を
斷
片
的
に
引
用
、
集
錄 

し
、
最
後
に
私
見
を
附
加
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
著

者

は「

輕
工
業
の
發 

展」

■

目
し
、

一
九
五
〒
三
年
の
對
ソ
隱
貿
易
比
重
の
增
加
率
が
わ
ず 

か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「

ソ
連
圈
贸
易
の
限
界
が
近
づ
い
て
き
た
こ
と
、
足
つ

て
建
設
の
た
め
、
中
共
の
資
本
主
義
國
と
の
贸
易
擴
大
の
要
求
が
切
實
化
し
て 

い
る」

と
推
定
し
、_「

中
共
の
欲
す
る
物
資
は
建
設
に
役
立
っ
生
產
資
料
に
あ 

る
が
、
他
方
、
人
民
生
活
の
向
上
と
發
展
に
ょ
っ
て
■

資
料
に
對
す
る
對
外 

的
需
耍
も
絕
對
的
に
は
炙
第
に
增
加
す
る
徵
候
を
示
し
て
い
る」

と
い
ぅ(

五 

三
丨
四
頁)

。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
ネ
中
共
の
對
資
本
主
義
諸
國
質
易
擴
大
の
根 

據
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
殘
念
な
が
ら
對
ソ
連
圈
貿
易
に
つ
い
て
資
料 

に
制
約
さ
れ
て
か
ま
だ
充
分
な
論
證
に
乏
し
い
？

第
三
章
は
以
下
の
中
日
贸
易
の
分
析
に
先
だ
ち
、
1
刖
•
戰
後
の
質
易
量
と 

贸
易
商
品
構
成
の
變
化
を
統
計
的
に
槪
觀
す
る
。
そ
し
て(

六
一
頁) 

3
戰
後
の
對
中
國
贸
具
は
§

に
比
山
て
日
本
貿
易
に
お
け
る
比
重
を
大
幅 

に
低
下
さ
せ
て
い
る
。
⑵
戰
M

に
お
い
て
は
我
國
に
と
り
轍
出
市
場
と
し
て
重 

要
で
あ
っ
た
が
、
戰
後
は
反
對
に
.輸
入
市
場
と
な
っ
て
き
て
.い
る
。
⑶
戰
前
で 

は
全
體
と
し
て
我
國
は
中
國
に
對
し
て
1

財
_
出
を
中
心
と
し
て
き
た
が
、
 

戰
後
で
は
生
產
財
の
占
め
る
比
重
が
犬
に
な
つ
て
い
る
。
し
か
し

產
i

造
の 

變
化
は
勿
論
生
產
財
の
申
國
ホ
場
に
對
す
る
依
存
度
を
減
じ
せ
し
め
て
い
る
。

. 

⑷
戰
後
の
轍
入
が
農
產•

畜
產•

鑛
產
品
な
ど
を
以
て
形
成
さ
れ
て
い
る
點
は 

變
ら
な
い
が
、
個
々
の
商
品
の
比
重
に
は
著
し
い
變
化
を
示
し
て
い
る
。
た
と 

え
ば
新
し
く
米
が
一
九
五
〇
¥
^'
^
で
六
，
一
％
の
比
重
を
も
っ
て
^
わ
り
、
 

綿
花
.
銑
鐵
.
飼
料
*
ふ
す
ま•

牛
肉
な
ど
が
皆
無
と
な
る
。
こ
ぅ
し
た
諸
點 

が
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
、
次
で
我
國
の
對
中
共
輸
出
制
限
政
策
の
推
移
に
筆
を
進 

め
て
ゆ
く
。

.

一
九
五
〇
年
六
月
の
朝
鮮
動
亂
勃
發
を
契
機
と
す
る
米
國
の
對
中
共
輸
出
制 

限
は
各
國
の
同
調
を
得
、
コ
コ
ム
に
ょ
り
全
般
的
に
强
化
さ
れ
た
。
わ
が
國
で 

は
一
九
五
〇
年 
一
二
月
一
日
-通
產
省
令
を
も
っ
て
こ
れ
を
規
制
し
た
が
、

一
力

書評及び紹介

月
の
有
効
期
間
後
は
法
的
規
制
の
な
い
ま
ま
行
政
上
の
裁
量
に
從
つ
て
こ
れ
を
. 

實
施
し
、
講
和
發
効
以
後
は
、

M

S

A
の

d
.^

security 

w
x
p
o
r
t

 

C
o
n
t
r
o
l
.
L
i
s
t

の
適
用
を
受
け
、
コ
コ
ム
參
加
に
よ
る
A
リ
ス
ト
の

受
諾
を 

.要
請
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
寒
礎
と
す
る
對
中
共
輸
出
統
制
が
實
施
さ
れ
る
に
至
つ 

た
。
碧
者
は
こ
の
經
過
を
述
べ
た
後
、.
對
中
共
禁
輸
强
化
の
理
念
に
ふ
れ
る
。
 

そ
こ
で
は「

日
本
を
中
共
よ
り
隔
離
し
、
若
し
く
は
能
う
限
り
近
づ
け
な
い
よ 

う
に
す
る」

日
米
者
の
ア
ジ
ア
政
策
の
構
想
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
指
摘 

し

(

七
四
頁)

、
次
で
わ
が
國
の
貿
易
依
存
の
重
點
を
東
南
ア
ジ
ア
に
お
く
赤 

.极
要
氏
と
、
そ
れ
を
中
共
に
お
く
名
和
統
一
氏
の
對
照
的
な
見
解
を
要
約
す
る 

(

七
五
I
八
頁)

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
旣
に
論
爭
さ
れ
つ
く
し
て
も
お
り
、
筆
者 

も
經
濟
評
論
.で
と
り
あ
げ
た
.こ
と
が
あ
る
か
ら
省
略
す
る
が
、
著
者
の
見
解
は 

「

事
態
の
發
展
を
通
觀」

し
て「

日
米
1

者
及
び
赤
松
敎
授
等
が
靈
い
た
日 

本
經
濟
の
將
來
圖」

と
い
う
も
の
に
.「

不
羽
な
情
勢
が
展
開
し
て
き
た」

と
論 

評
す
る
。.
卽
ち
そ
の
理
由
と
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
國
が
依
然
ョ
I 
口
ッ
パ
諸 

國
と
政
治
的
.
經
濟
的
な
關
係
を
强
く
も
っ
で
い
る
こ
と
、
經
濟
的
不
安
定
、
 

外
資
に
對
す
る
一
般
的
警
戒
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
わ
が
國
の
東
南
ア
ジ
ア
地
域 

に
對
す
る
經
濟
的
基
盤
の
劣
弱
、
賠
償
問
題
等
の
未
解
決
と
い
う
制
約
の
あ
る 

こ
と
.が
あ
げ
ら
れ「

短
期
的」

に
大
き
な
期
待
が
も
ち
省
ぬ
實
狀
に
あ
る
と
い 

う

(

七
九
頁〉

。そ
し
て
著
渚
は
む
し
ろ
對
中
共
貿
易
抑
制
が
わ
が
國
に
與
え
た 

影
響
を
重
視
し
て
、
こ
.れ
が
重
要
原
材
料
の
輸
入
滅
少
丨>

市
場
轉
換
丨
Vド
ル
依 

存
强
化
と
重
化
學
工
業
製
品
の
.
'コ
ス
ト
上
昇—

>對
外
競
审
力
弱
化
、
對
中
共
轍 

-

出
減
少
を
あ
げ
る(

七
九—

八
〇
5

。勿
論
こ
れ
は
朝
鮮
動
亂
ブ
1

ム
や
特
需 

增
大
期
に
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
所

謂「

調
整
期」

に
入
っ
て
重
大
化 

し
た
。
そ
こ
で「

ア
メ
リ
ヵ
の

軍
擴
と
日
本
の
自
衞
力
の
强
化
が
世
界
と
日
本

五

七

(

八
八
九)



三
田
學
會
雑
誌
•第
四
十
八
卷
第
十
一
號

の
平
和
を
確
保
す
る
所
以」

で
あ
る
と
し
て
も
、

S

民
が
最
低
の
生
活
を
な 

し
得
る
限
度
は
保
證
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ」

こ
と
か
ら「

中
共
市
場
の
_

 

的
な
開
拓
は
必
耍
で
あ
り
、
こ
の
方
面
の
市
場
擴
大
を
敢
え
て
差
控
え
る
が
如 

き
態
度
、
方
針
は
決
し
て
經
濟
人
の
採
る
べ
き
も
の
で
な
い」

と
警
吿
す
る 

(

八
ニ
頁)

。
こ
う
み
る
と
著
者
は
中
共
贸
易
重
點
論
の
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か 

し

篤

は

「

中
共
市
場
と
東
南
ア
ジ
ア
市
場
と
は
わ
が
國
に
と
つ
て
ニ
審
擇
ー 

の
存
拓
で
は
な
く
、
兩
者
は
共
に
と
り
換
え
得
な
い
特
殊
的
價
値
を
持
ち
、
相 

互
に
補
完
的
な
意
味
を
も
つ
も
の」

と
結
ん
で
い
る
。
し
か
ら
ば
こ
の「

■
完 

的
意
味」

の
現
實
的
構
圖
は
ど
う
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
著
者
は
語
ら
な
い
し
國 

際
經
濟
會
識
を
め
ぐ
る
各
種
の
中
共
貿
具
論
に
も
論
評
を
さ
け
、

一
九
五
ニ
年 

，以
降
の
現
實
の
動
向
を
素
描
す
る
に
と
ど
め
る
。
そ
の
結
果
、
も
た
ら
さ
れ
た 

わ
が
國
の
對
中
共
輸
出
制
限
緩
和
は「

國
際
情
勢
の
進
展
如
何
に
依
^
す
る」 

も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
か
しr

對
中
共
贸
易
を
能
う
る
限
り
抑
壓
し
よ
う
と
す 

る
方
策
は
現
在
の
日
米
の
ブ
ジ
ア
政
策
の
理
念
か
ら
出
て
い
る」

も
の
で 

あ
つ
て
、

「

そ
の
由
来
は
深
く
遠
い
も
の」

で
あ
り
、

「

か
よ
う
な
理
念
が
打

破
せ
ら
れ
な
い
限
り…

…

中
典
へ
の
輸
出
制
限
が
根
本
的
に
解
除
さ
れ
る
日
は 

な
い
で
あ
ろ
う」

と
い
う(

九
六
頁)

。

第
五
章
は
中
日
貿
县
阻
害
の
諸
原
因
を
列
擧
し
、塵

！
！

中
央
信
託
局
及
び
米
.

.需

S

霄

中

共

寡

S'

取
引
條
件
、
■

決
S

箜

鐘

集

fr
依
存
、

■海
上
運
邊
上
の
制
約
、
渡
航
制
限
、
贸
易
機
構
、
兩
國
の
商
品
價
格
條
件
な
ど 

を
慨
述
す
る
。

.最
後
に
，中
日
贸
易
の
將
來
に
お
け
る
發
展
性
を
考
察
す
る
。
ま
ず
中
國
則
の 

見
解
と
し
て
對
外
贸
#
部
副
部
長
雷
任
民
氏
を
代
表
せ
し
め
、

わ
が
國
侧
に
一 

部
み
ら
れ
る
悲
觀
論
を
整
理
し
、
こ
れ
が「

日
米
®

の
對
中
共
貿
易
政
策
の

五

八

(

八
九
0〕

理
念
と
相
合
し
て
、
目
前
に
お
け
る
對
中
共
貿
易
擴
大
へ
の
熱
意
と
_

性
を 

減
殺
し
て
い
る
'
も
の
と
評
す
る
。
こ
こ
で
著
審
の
見
解
を
ひ
れ
き
し
て
い
る 

が
、
結
局
、
中
共
の
工
業
化
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
生
產
財•

財
の
輸
入 

を
必
要
と
し
、
ソ
連
圈
と
の
貿
易
上
の
不
便
、
不
利
益
、
ま
た
禁
輸
に
よ
る
國 

內
經
濟
へ
の
时
擊
は
蔽
い
隱
せ
ず(

一
一
八
頁)

、
賢
易
の
絕
對
量
は
逐
次
% 

大
す
る
も
の
と
み
ら
れ
、
か
っ「

世
界
の
情
勢
を
見
れ
ば」

國
際
間
の
緊
張
の 

緩
和
、
東
西
賀
易
擴
大
の
機
運
も
熟
し
っ
っ
あ
る
。
問
題
は
日
米
兩
國
の
當
局 

者
の
も
っ
わ
が
國
の
對
中
共
貿
晶
政
策
の
理
念
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
あ
る
限
り 

r

將
來
禁
轍
品
目
の
全
面
的
撤
廢」

が
{賞
現
し
た
と
し
て
も「

中
共
贸
易
の
大 

き
な
發
展
は
こ
れ
を
望
み
得
な
い
で
あ
ろ
う」

。
し
か
し
わ
が
國
の
中
國
と
の 

歷
史
的
な
關
係
、
ア
ジ
ア
民
族
と
し
て
の
親
近
感
は
、
歐
米
蘭
と
中
國
と
の 

關
係
と
は
全
く
異
る
と
こ
ろ
で

あ

り

、

「

か
よ
う
な
兩
國
間
の

關

係

を

意

識

的

 

に
長
期
に
わ
た
っ
て
能
う
限
り
隔
離
さ
せ
よ
う
と
す
る
政
策
方
針
は
絕
對
多
數 

の
日
本
人
のI

罠
感
情
が
こ
れ
を
許
さ
な
い
で
あ
ろ
う」

と
、

こ
う
斷
じ
て
い 

る
の
で
あ
る
。

本
書
は
か
く
て
中

日

貿
易
に
一
っ
の

政
策
的
な
結
論
を
出
し
て
い
る
よ
う
に 

思
え
る
。
し
か
し
こ
の

問
題
意
識
は
む
し
ろ
こ
の
種
の

硏
街
に
は
あ
ま
り
に

强
- 

す
ぎ
て
い
る
の
で

は
あ
る

ま

い

か
。
わ
れ
わ
れ
の
必
要
と
す
る

分
析
は
こ
の
よ 

う
な
問
題
意
識
を
う
ち
に
今
少
し
ひ
め

て
行
わ
る
べ
き
段
階
に
あ
る
。
著

者

が

 

中
國
と
の

歷
史
的
關
係
を
强
調
す
る
場
合
で
も
、
そ
の

揮
造
的
速
關
に
分
祈
の 

粗
^-
さ
を
感
じ
.せ
し
め
る
。
た
だ
著
者
が
再
々
の
よ
う
に
と
り
あ
げ
る
日

^
當

局
者
の
對
中
共
翼
政
策Q

雲

Q
,

は
、

一
霧
な
中
县
易
觀
に
よ
い 

警
告
を
與
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
著
者
がj

層
こ
の
種
の
浩
論
を 

急
が
ず
廣
範
な
角
度
か
ら
分
新
を
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
ま
た
望
し
で
.

や
ま
な
い
。(

三
〇

.
五
. 
一
0
、

定
價
三
.五
〇
阿
、
日
本
外
政
學
會
發
行)

(

白

石

者

)

高
橋
長
太
郞
著

『

所
得
分
布
の
變
動
欉
式』

現
代
の
國
民
所
得
論
は
主
と
し
て
ア
グ
レ

ゲ

ー

ト
と
し
て
の
所
得
の
變
動
に 

.分
析
の
重
點
が
お
か
れ
、
分
®
の
問
題
に
關
す
る
硏
究
は
前
者
ほ
ど
に
找
進
步 

し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
中
で
生
產
要
素
間
の
分
配
の
問
題
は
ダ
グ 

ラ
ス
函
數
を
通
じ
て
限
界
生
塵
力
説
と(

貫
證
的
分
析
と
の
終
合
が
企
て
ら
れ
た 

が
、
個
人
間
の
不
平
等
度
の
問
題
に
っ
い
て
は
未
だ
十
分
な
計
量
經
濟
學
的
硏 

究
が
進
ん
で
い
な
い
實
情
に
あ
る
。
こ
の
硏
究
を
進
め
る
前
提
と
し
て
規
實
の 

不
平
等
度
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
の
實
證
的
硏
究
が
必
要
で
あ
る
。
戰 

前
に
お
い
て
は
汐
見
三
郎
傅
士
編
.「

國
民
所
得
の
分
配」

■(

昭
和
十
五
年〕

や 

中
;1
|
友
長
搏
士「

國
富
及
び
國
民
所
得」

(

昭
和
十
年)

.等
が
あ
っ
て
こ
の
要 

請
に
應
え
て
い
た
が
、
i

に
お
い
て
包
括
的
な
硏
究
は
極
め
て
少
な
か
っ 

た
。
今
11
1
1發
行
さ
れ
た
高
橋
長
太
郎
敎
授
の

「

趴
員
分
布
の
變
動
は
こ 

の
要
請
に
應
え
て
明
治
年
代
か
ら
昭
和
二
十
六
年
に
至
る
所
得
分
相
の
硏
究
を 

行
い
、
更
に
成
長
の
法
則
に
關
連
せ
し
め
て
そ
の
變
動
法
則
を
求
め
よ
う
と
す 

る
も
の
で
、
實
證
的
に
も
理
論
的
に
も
貴
重
な
硏
究
で
あ
る
。
そ
の
內
容
は
第 

一
章
所
得
分
布
の
問
題
、
第
二
章
不
均
等
測
度
の
吟
味
、
箜
肇
ロ
丨
レ
ン
ッ 

と
デ
ニ
ー
、

第
四
章
パ
レ
I

ト

と

デ

ブ

ラ

、
第
五
章
階
層
區
分
と
分
配
率
、
第 

六
章
所
得
分
布
の
變
励
、
第
七
章
景
氣
變
動
と
利
潤
集
中
、
第
八
章
賃
盤
構
造

書評及び紹介

の
變
化
、
第
九
章
階
層
順
位
の
推
移
、
第
十
章
變
動
要
因
と
確
率
成
長
法
則
と 

免
れ
て
居
り
、
別
に
詳
細
な
統
計
資
料
が
附
錄
と
し
て
收
め
ら
れ
て
い
る
。

第|

章
で
.は
先
ず
正
常
分
布
か
ら
出
發
し
て
不
平
等
の
意
味
が
說
力
れ
更 

に
需
要
函
數
と
の
關
係
が
論
ぜ
ら
れ
需
要
量
ば
社
會
の
平
均
所
得
水
準
に
依
存
.
 

す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
分
配
狀
態
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
る
こ
と
ヵ
說
力
れ 

る
。
筆
者
は
こ
こ
で
クー

ル
ノ 

I
、

マ
ー

シ
ャ
ル

か
ら
ス
テ
I
レ
、

デ

3.
1
セ 

ン
ベ
リ
ー
に
及
ぴ
ピ
グ
ー
の
厚
生
經
濟
學
に
リ
ト
ル

を
通
じ
.て
得
分
西
政
第
の 

意
義
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
第
一
一
章
で
は
所
得
分
相
硏
究
の
歴
史
が
述
べ
ら
れ 

パ
レ

I

ト

以
後
の
發
展
を
.一
瞥
し
た
上
で
、
い
わ
ゆ
る
度
數
分
布
論
に
用
い
ら 

れ
る
箅
術
平
均
と
標
準
偏
差
の
關
係
を
解
説
し
そ
の
上
で
算
術
平
均
の
濫
用
を 

戒
め
て
い
る
。
不
平
等
度
は
當
然
所
得
分
布
の「

型」

と
關
連
し
て
説
か
れ
ね 

f
な
ら
な
い
。
筆
音
は
こ
こ
で
パ
レ
ー
ト
係
數
と
デ
ブ
ラ
係
數
は
こ
の
よ
う
な 

型
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
デ
ニ
ー
の
集
中
指
數
は
里
と
無
關
係
に
算 

出
で
き
る
と
し
て
こ
れ
を
排
す
る
。
又
富
や
所
得
の
よ
う
な
經
濟
置
を
表
わ
す 

場
合
に
は
測
定
單
位
に
よ
つ
て
影
響
を
受
げ
る
も
の
は
係
數
と
し
て
不
適
當
で 

あ
り
、
一
一
つ
以
上
の
分
布
の
不
平
等
度
を
相
互
に
比
較
で
き
る
性
質
を
有
し
更 

に
有
限
確
定
値
を
持
つ
こ
と
が
不
平
等
係
數
と
し
て
の
必
要
^
件

で
あ
る
と
す 

る
。
こ
こ
で
不
平
等
係
數
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
各
種
で
あ 

る
。
㈠
相
對
的
平
均
偏
差
、2

相
對
的
平
均
差
、
闫
變
化
係
數
、
H
對
數
の
平 

均
偏
差
、
㈤
對
數
の
標
準
偏
差
、
'的
パ
レ

ー
ト
係
數
、
㈦
、チ
：-一
丨

の

集
中
指 

數
、
㈧
デ
ブ
ラ
係
數
、
こ
れ
等
の
指
數
は
完
全
平
等
と
云
う
意
味
で
は
同
.一
の 

傾
向
を
一
字
が
、
完
全
不
平
等
な
る
言
葉
の
內
容
は
必
.ら
ず
し
も
一
致
し
な 

い
。
㈠
㈡
㈢
㈥
㈦
は
唯
一
人
の
人
が
所
得
の
凡
て
を
保
有
す
る
場
合
を
完
全
不 

均
等
と
呼
び
ノ
科
㈤
㈧
で
は
一
人
の
富
者
を
除
い
て
全
員
が
同
額
の
所
得
を
持

五
九
.

C

八
九
一)


