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め

る
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の

基

本

的

題

/J

-
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一''

問
題

.

の；所
在
：

.

.

十
年
、
、経
営
経
済
学
は
文
新
た
尨
反
省
の
時
期
に
突
入
し
た
ょ
う
に
見 

え
る
。
敗
戦
直
後
に
，は
、
：
そ
れ
ま
で
非
常
な
影
響
力
を
持
：マ
て
君
臨
し
.て
い
た 

ド
ィ
ッ
経
！̂
済
学
は
.暫
時
姿
を
消
し
、
そ
れ
に
か
わ
つ
て
ア
メ
リ
カ
経
営
学 

が
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
，ム
の
精
神
と

.共
に
急
激
に
輸
八
さ
れ
、
そ
の
た
め
匕
方
法
論 

等
の
経
®

済
学
の
本
質
論
は
忘
れ
去
ら
れ
た
か
の
ょ

.う
に
影
を
び•そ
め
、
人 

人
は
も
ら
ば
ら
ア
メ
リ
力
的
な
1

の
：喧
伝
、
専
攻
に
力
を
そ
そ
い
だ
の
で
あ 

つ
た
.。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
十
年
、
在
確
に
い
え
ば
昭
和
卄
七
.
八
年
頃
ょ
り 

次
第
に
：ア
、
メ
リ
カ
経
當
学
へ
の
夂
省
の

_声
が
#
ま
り
、
そ
れ
は
現
象
的
に
は
従 

来
の
.ド
ィ
ッ
経
！̂
済
学
：へ
の̂
近
と
、
®
双
の
ド
ィ
ッ
経
，
i

済
学
的
研
究 

の
摂
取
と
い
う
形
を
と
り
、
本
質
的
に
は
改
め
て
経

i

済
学
I

の
方
法
的

c

注一)

論
議
が
.两
開
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
の
で
あ
る
。

•具
体
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
昨
年
六
月
、

p

.

R誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
池
内 

信
1€

授
の
%

%
と
そ
れ
に
対
す
る
篤
場
敬
治
教
授
の
批
判
を
契

^i

今
や
蘇

1

済
学
界
で
は
学
界
を
一
一
分
し
て
方
法
論

#
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
そ
れ
は 

今
日
に
ま
で
及
ん
で
い
る
.の
で
あ
%

/

,

■

..

:::

而
し
へ
て
满.々
ば
-
の
論
#
に
お
い
て
、
特
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
方
法
論
争
と 

比
較
し
た
場
合
、.わ
が
国
の
論
争
に
先
鞭
を
つ
'け
た

と

も

考
え
ら
れ
る
.そ
の
ド 

イ
ツ
の
論
争
に
お
い
て
は
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
数
理
学
派
の
数
学
的
方
法 

の
採
用
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争
，で
あ
る
と
思
わ
水

y
io s
に
、
.
わ
が
国
で
は

「

経
 

黨

済

学」

か「

経
営
学」

か
の
論
争
と
い
う
•一

 

つ
の
特
異
性
を
見
出
す
の
で
. 

あ
る
。
し
か
も
、
；
少
な
.く
と
も
ド
イ
ツ
の
学
界
に
お
い
て
は
、
数
理
学
派

I

 

理
論
学
派
も
技
術
学
派
も
等
し
く
経
！

^

済

学(Betriebswirtschafts- 

lehre)

な
る
名
辞
を
用
い
て
お
り
、
言

語

使

用

(
s
p
r
a
c
h
g
e
b
r
a
u
c
h
)

に
お 

け
る
矛
盾
は
な
い̂
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
経
営
.の
経
済
、
又
は
経
済
に
よ 

ヴ
規
制
さ
れ
た
経
営
の
理
論
、
あ
る
い
は
そ
の
範
囲
内
で
の
技
術
論
で
あ
る
こ 

と
•に
は
歩
調
の
乱
れ
は
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
減
^

そ
こ
で
我

 々

は
.こ
の
わ
が
国
の

W
：

性

をL
#

い
か
に
理
解
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
と
い 

う
こ
と
が
当
然
糊
題
忆
な
る
と
.通
わ
れ
る
。

も
ち
る
ん
根
®
か
ら
ご
の
糊
谓

を
と
く
に
は
、
彼
我
の
諸
基
盤
の
相
違
、

.た
-と
え
ば
ァ
メ
リ
•力
経
営
学
の
浸
透 

度
、
倍
統
の
差
異
、
■等
々
と
い
っ
た
条
件
こ
そ
無
視
し
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

だ
が
と
れ
ら
の
問
題
は
今
日
の
私
に
尙
処
理
し
難
い
間
題
で
あ
る
の
で
一
時
措 

く
と
し
、

こ
れ
よ
り
先
、
私
は
現
代
に
お
け
る
経
営
の
経
済
学
派
、
す
な
わ
ち 

レ
ー
マ
ン(M

.
B
.

 

L
e
h
l
l
m
)、

.シ
エ
ー
フ
ァ
ー

(F. 

S
c
h
a
f
e
r
)、

グ 

丨
テ
ン
べ
ル
ダ

(
G
u
t
e
n
b
e
r
g
)

等
の
思
想
を
後
付
け
た
の
で
、

こ
の
論
文 

に
お
い
て
は
ド
ィ
ツ
経
識
済
学
史
上

-(

私
に
と
つ
て

)

..最
も
興
味
あ
る
シ
エ 

I
ン
プ
ル
ー
ク

(F. 

V, 

s
c
h
o:
y
u
u
g

)

を
と
-̂

あ
げ
、
彼
の
経
営
経
済
学
を
. 

明
ら
か
にし
、

一

片
な

り

と

.
ド
ィ

ツ

の
.伝
統
を
探
り
、
更
に
は
我
々
自
身
に
お 

け
る
経
営
の
経
済
学
の
研
统
上
の

.一
助
に
し
た
い
と
思
う
0 

.

.
 

.

.

尙
、
何
故
に
私
が
彼
に
興
味
を
覚
え
、
多
数
の
経
畫
済
学
者
の
中
か
ら
あ 

え
て
こ
の
際
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
，
外
な
ら 

ぬ
次
の
'理
由
.に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

，
先
ず
彼
は.一
般
に
お
い
て
は
規
範
学
派
の
•員
と
評
価
さ
れ
て
^
^
广
し
か 

も
お
よ
そ
規
範
学
派
と
.は
、

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ

<
H
,
N
i
c
k
I
i
s
c
h
)

を
総
帥
と 

し
、「

正
し
い
個
別
経
済
の
姿
、
規
範
と
し
て
め
爾
経
済
の
構
造
を

(

先
天
的) 

根
本
規
範
か
ら
導
き
出
し
、
現
実
の
実
在
的
個
別
経
済
を
、
そ

.れ
が
.い
か
に
こ 

の
規
範
か
ら
遠
ざ
か.つ
て
い
る
か
と
い
う®

か
ら
認
識
し
、
し
か
し
て
こ
の 

現
実
の
個
別
経
済
を
規
範
と
し
て
の
芷
し
い
姿
に
立
ち
か
え
ら
し
む
べ
き
こ
と 

を
主
張
せ
ん
とt
るJ

学
派
を
意
味
し
、
そ
れ
は

T

現
実
の
個
別
経
済
を
た ̂

単
に
そ
の
実
在
す
る
姿
に
お
い
て
認
識
せ
ん

.と
す
る」

^

1

•
実
証
的
.立
場 

の
学
派
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

'.し
か
し
私.に
は
—̂

も
ち
ろ
ん
我.々
.■に
'と
.

.

P

•
.
シ
エ
一
ン
ブ
ル
ー
ク
を
め
ぐ
る
若
千
の
基
本
的
問
題

.'

り
規
範
学
派
は
後
述
す
る
よ
う
に
支
持
し
難
い
も
の
で
あ
る
が

—

シ
ェ

ー

ン 

.
ブ
ル
ー
ク
を
規
範
学
派
と
し
て
断
定
す
る

I
I■般
的
風
潮
は
、
正
し
く
彼
の
姿
を 

倍
え
る
も
の.で
は
な
い
と
思
う:°
%
故
な
ら
彼
に
は
そ
の
代
表
作
と
し
て

「

個 

'別
経
済
学
の
方
法
問
題

J 

'と
こ

「

経の認識
対象

」
の
.ニ
作
が
あ
り
、 

し
か
も
こ
の
一

一

作
は
、
時
間
的
に
わ
ず
か
三
年
の
年
月
の
差
に
も
か
か
わ
ら
ず

. 

内
容
的
の
み
な
ら
ず
、
.
そ
の
根
本
的
立
場
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ 

る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
私
に
は
こ
の

1

一
者
の
基
本
態
度
は
異
な
る
と
思 

わ
れ
る
。
そ
こ
で
前
述
の
よ
う
に
、

シ

K.

丨V

フ
ル
.
-
ク
を
規
範
学
派
ヤ
あ
る 

と
す
る
論
評
は
こ
の
一

一

著
作
の
上
に
立
て
ら
れ
た
も
の
と
は
思
惟
し
難
い
。 

:そ
こ
で
規
範
学
派
的
な

「

方
贫
問
題」

と
、
科
学
的
客
観
主
義
的

——

私
は 

正
に
こ
れ
に
相
当
す
る
と
思
う

——
「

認
識
対
象」

の
差
異
を
明
ら
か
に
し
、
又 

そ
の
間
の
矛
盾
、
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
.

主
義
者
は
何
故 

に
科
学
的
客
観
主
義
に
い
た
っ
た
か
を
明
白
に
し
、
卫
つ
そ

.の
間
に
、
ド
ィ
ッ 

綏
■

済
学
の
伝
統
と
於
皆
か
き
済
务
を
主
張
せ
ん
と
す
る
我
々
の
態
度
決
定 

の
—*
助
に
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

•

(

注1
)

高
田
馨
稿f

岐
路
に
立
っM
心i

が
^」

雑
誌
会
計
六
三
巻
三
号
等 

を
.指
す
。

.

c

注
一
一.：

r

池
内
信
行
槁.

「

経
営
経
済
学
の
展
開

」

m
m
F
,

R
第
六
巻
第
六

■.
号 

0.
'
メ
 ■ 

,

'

■
.
,
.

(

注
.一.

II)

へ
.馬
場
敬
治
稿

F

経
.常
学
：の
中
心
内
容
と
し
て
の
組
織
理
論

1
雑
誌
?
•

:

R

Sハ
巻
第
七
咅
ぐV
V
'
-
し
 ̂

- 

•

:

\
: 

八

三(

三
i



(
注
四)

我
が
国
に
お
け
各
場
合
、

p 

V
R
誌
.上
に
於
て
続
け
ら
れ
て
い
.る
。

(

注
五)

M
e
u
e
r
o
w
i
c
z
,

 EicL

CD-
n
e
s

 K
i
c
h
t
u
n
g

M.
p
P4
<0
H
tde-triebs- 

w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e

 ? Z
f
B
,

 

1
9
S
, 

S* 145

(
&
i
o

 

p 

.
R
誌
に
お
い
て
は
昨
年
以
来
我
が
国
の
ほ
と
ん
ど
办
著
名
学
考

.

の
論
評
を
掲
載
し.た
。

.

(

注
七)

ハ
経
常
技
術
学
と
い-?
.た
呼
称
もぁ
る

：が
、
経
営
経
済
学
.良
体
に
つ
い 

て

w.ei}rielM

;t.asenschaft 

叉

はwetrietjsiehre 

と
呼
ぶ
も
の
は

'
ぃ

な

ぃ
.
'
一

(

法
八
，

)
」

拙

稿「

経
営
の
経
済
学.

」

.■論

文

集F

経
営
会
計■研
究J

税
施
通
信
一 

.
:.
一
 

五
七
頁
以
下
。

ノ

(

注
九〕

.
北
川
宗
蔵
著

r

経
営
学
方
法
論
的
研
究

」

田
#
齋
寒
.

「

経
営
学」

：
等

..
,
; 

は
二
ッ
：
ク
リ
ッ

：

シ
ユ
と
.の
関
保
に
ょ
り
注
意
し
て
お
：り

.、.：
池
内
信
行
著

「

経 

営
経
済
学
の
認
識
対
象

j

で
は
有
機
体
説
の.代
表
者
.と
み
て
い
る
。

(

注 
一

◦)

^
g
G
h
OJ
n
u
u
g

; D
a
s
M
e
b
h
o
d
e
n
p
r
o
b
l
e
m

 in d
e
r

 JEin- 

zelwirtschaftslehre, 

S
t
n
t
t
g
a
r
t

 1933, 

s. 76'

味
V 

(

注 

一一 
0 p. .

s
c
h
s
n
u
u
g
; A

.
a
.
p
,

 

s. 

2
2
6

ft

，

(

注

1 

一
一

)

w
.
, 

s
&

o:
E
L
P
S
U

oq; 

D
e
r

 

Erlsermtnis

aqe

oqenstalld 
der 

w
etrie

cr-mwirtschaf

cl'slehre, Stuttgart 1936.

■

;

.

.

. 

パ
.
.
*
. 

:

.

.

.

■ 
ニ

「

«

別

経

済

学

の

方

法

問

題
|_
_ゝ

に

お

け

る
.
.
,

シ
\x
丨

ン

プ

ル

ー

ク

の

基

本

熊

度

シ
ェ
丨
ン
，プ
ル|
ク
.を
論
ず
る
に̂
り
ノ
先
ず
何
ょ
り
；も
注
意
す
べ
：き
こ

.と
_
'
.
.

八
四
.a

一.

u

四)

は

、
.
-*
九

三

一

一

華

の

「

方

法

問

題」

と

、

-
一

 
九

三

六

年

のr

認

識

対

象」

と

で
 

.は
、

そ

の

立

場

が

全

く

異

な

る

と

い

う

こ

と

で

：あ

る

パ

前

寅

参

照

〕

,0

そ
こ
で
、

で
は
三
三
年
の
著
作
は
一
体
い
か
な
る
理
念
に
導
か
れ
、

い
か
な 

る
事
を
主
張'せ
ん
と
す
る
も.の
で
あ
る.か
.と
い
う
こ'と
..を
^
ず
明
ら
か
に
し
よ

第
一
に
彼
は

「

著
し
き
' 
刮
目
す
べ
き
諸
課
題
は
，
：
：

*
別
経
済
的
原_

そ

の

意

図

及

び

そ

の

目

的

の

認

識

論

的

基

本

問

題

に

関

す

る

明

白

性

が

確

立

さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
成
就
す
る
と
と
は
で
き
な
い
。

…
…

個
別
経
済
学
が
無
頓
着

^
境

晁

及

び

目

標

を

拡

大

し

？

且

つ

そ

れ

ら

が

主

観

的

判

断

に

よ

？

て

拡

張

せ

ら
れ
る
と
い
っ
た_
は
罾
チ
?1
1

*
に
属
す
る6今
や
個
別
経
済
学
に
つ
い
て
は
、

へ
そ
れ
が
科
学
と
し
て
师
物
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
諸
亂
題
を
持
た
さ

れ
て
い
.る
か
、
且
つ
そ
の
ど
こ
に
個
別
経
済
学
特
有
の
方
法
特
性
が
存
在
す
る

の

が

と

い

う

こ

と

が

論

ぜ

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

V

J
と

い

う

意

識

か

ら

出

発

：

す

る

。

そ

し

て

そ

の

た

め

に

彼

に

と

っ

て

は

、

一

方

に

お

い

て

問

題

と

な

り

つ

つ

あ

る
.現
^
の

問

題

群

を

解

く

と

い

う

こ

と

と

同

時

に

、
他

方

で

は

、

こ
れ

ま

で

の

歴

史

的

廣

展

か

ら

、

個

々

の

.型

で

保

有

さ

れ

て

い

る

非

常

に

多

く

の

問

題

を

解
く
と
い
う
こと
が

.一
義
的
な
敝
毙と
し

て
着
手
：せ
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
の
で 

(

注 

5 

,, 

• 

J 

あ
っ
た
。
従
っ.て
少
な
く
と
も
こ
の

「

方
法
開
題」

に
お
け
る
そ
の
動
機
は
、

第
一
：に
す
ベ.て
の
.科
学
を
基
礎
付
け
て•い
る1

般
的
実
施
命
題
に
注
目
す
る
論

理

学

の

一

部

と

し

て

の

方

法

論

と

衝

突

す

る

こ

と

の

な

い

概

念

を

確

立

す

る

と

.

.同

時

に

、
..
.一

般

的

方

法

諭

の

r

ど

の

よ

う

に

J
(
w
i
e
)

と

い

う

こ

と

の

問

題

と

共

に

、

更

に

個

別

科

学

に

ぉ

ぃ

て

は

「

何

が」
(

名

结)

と

•
い

う

こ

と

が

決

宏

さ

れ

て

、

そ

れ

に

よ-?
て

こ

そ

実

際

の

事

象

は

科

学

に

ま

で

高

め

ら

れ

う

る

と

い

I

一

)

:

.
 

:
 

.

う

確

.#
と

、

第

一E
、

，過

去

、
：
個

別

経

済

学

の

発

展

に

決

定

的

な

.影

響

を

与

え
 

た

研

绝

者

達

は

、

一

体

ど

の

よ

う

に

し

て

：こ

の

間

題

を

取

り

扱

い

、

且

つ

そ

の
 

際

に

ど

の

よ

う

な

結

果
.に

到

達

し

た

か

を

方

法

的

に

示

さ

ん

と

し

、

そ

し

て

第
 

三

.に
、

そ

れ

ら.の

解

明

の

結

果

か

ら

科

学

と

し

て

：の

I

経

済

学

の

未

来

的

発
 

展

に

対

し

ど

の

よ

う

な

鍵

が

存

在

し

、
.
特

に

今

旧

導

か

れ

て

い

る

矹

罾

方

向

の
 

基

本

傾

向

は

ど

こ.に
目

標

を
.お

い

て

い

る

か

、

(

お

く

べ

き

か

)

.
を

示

す

と

.い

う
 

こ

と

に

あ

っ

た

の

で&
る

。

.■

,

.
, 

そ

し

て

周

知

の

通

り

彼

は

過

去

三

〇

年

に

わ

た

る

研

究

者

十

名

——

思

想

的
 

に

分

け

れ

ば

九

名-——

を

い

わ

ゆ

る

規

範

学

派

と

経

験

的

実

証

学

派

、

後

者

は
 

更

に

技

術

学

派

と

理

論

学

派

に

分

け

ら

れ

、
.
こ

こ

に

先

人

達

が

ど

の

よ

う

に

求

(

注
四)

め

い

か

な

る

結

果

を

得

た

か

を

分

類

整

理

し

た

の

で

あ

る

。

' 

V
.

.

'而

し

て

簡

単

に

言

っ

て

シ

工

！

ン

プ

ル

I
ク

は

、.上
記

ー

ー

ー

学

派

の

中

、

.1
'
わ

ゆ
 

る

規

範

学

派

と

呼

ば

れ

る
.も

の

に

最

も

ひ

か

れ

、

又

そ

の

限

り

で

ニ

ッ

ク

リ

ッ
 

シ

ュ

を

最

も

高

く

評

価

し
'>
彼

こ

そ

シ

工

ア

ー.

(
T
.

 

F
*
s
c
h
s
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'
の

商

業

経

. 

.

..嗪

営
学
と
デ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
©
,
0
汁̂̂.
0
5の
^

^
倫
理
学
と
の
業
_
を
綜
合
し

.

(

注
五) 

' 

, 

■
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た

と

し

、.
M
に

.
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シ

■ュ
ミ

ッ
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；
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,
s
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h
5Daidt)-

—
理

論

学
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ュ

マ
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レ' 

ン

バ

ッ

ハ(E
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 s
c
h
m
^
l
e
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c
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丨

技

衝

子

派

丨

に

あ

っ

て

も

、

根

本

に

お
 

い

て

す

で

に

規

範

学

派

的

世

界

観

へ

の

时

化

が

、

す

な

わ

ち

彼

ら

に

し

て

も

当
 

為

の

^

^
 (

s
o

f

 t
a
n
d
)
. を
：}

麗

と

.し
、

.

.
要

請

さ

れ

た

理

想

の

姿

を

実

際
 

の

経

済

の

正

し

きi

と

し

て

高

揚

せ

ん

と

す

る

努

力

に

よ

っ

.て

充

さ

れ

て

い

OH

六) 

：
、：

た

と

：.い
う

認

識

か

ら

、

結

論

的

に

上

記

第

三

項

の

現

在

.
未

来

的

基

本

傾

尚

と

+■■ 

« 

. 

. 

.

P

:
シH

丨
ン
プ
ル
ー
ク
を
め
ぐ
る
若
干
の
基
本
的
問
題

し
てT

経
営
経
済
学
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
>
に
お
い
て
ー
あ
ら
わ
れ
て
い
る
ょ
う

'な

•

,
' 

, 

c

注
七)

学
問
、.す
な
わ
ち
號
範
科
学
双
外
の
も
の
と
し
，て
.は
考
え
ら
れ
な
い」

と
い
う 

.
結
論
に
到
達
し
た
の
で
，あ
る
。

：
.

V
.
.
:
:
.

へ

.

.

.
f 

.

..
;:
換
言
す
れ
ぼ
、.シ
：ユ
ー
シ
プ
ル
ー
ク
は
今
日
に
お
い
て
は
確
か
に

「

両
学
派 

——

規

範
‘
理
論
学
派
の
：こ
：と
I

は
そ
の
存
往に
お

い

て

、相
互
に
影
響
し 

合

？
て.お
り
、
：
且.つ
形
成
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
り
、
又
相
互
に
接
近
し
つ
つ 

あ
り
、,そ
の
た
めIに
か
れ
ら
は
初
期
の.場
合
の
ょ
う
に
、
か
の
厳
然
た
る
対
立

〈

注
八)

.

性
に
ょ
'っ
_て
は
完
全
に
区
別
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な

.い」

の
で
あ
る
が
、

リ
ー 

ガ
ー 

(
W
,

 K
i
e
g
e
r
)

に
お
い
：て
は

「

貨
幣
経
済
に
て
経
済
は
貨
幣
的
思
考
と

(

注
九)

-

- 

_
.

同
一
物
で
あ.り」

'「

資
本
主
義
の
高
度
期
と
後
期
資
本
主
義
と
を
完
全
に
同
一 

化
し
、
佩
人
的
な
競
嘷
資
本
主
義
と
社
会
規
制
的
集
散
主
義
と
を
同
致
す
る
と 

い
.う
誤
謬
を
犯
し.て
1'
£
る
.

」

と
考
え
.る
。
従
っ
て
そ
れ
は
結
局
現
在
に
お
い
て 

も
未
だ
十
九
世
紀
的
な
資
本
、王
義
思
考
が
彼
を
支

@3
し
、「

十
九
世
紀
と
廿
世 

紀
の
資
本
、王
義
間
の
基
本
的
区
別
が
彼

 

<リ
ー
ガ
ー

)

_
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な 

:
いa」

一
か
ら
：に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
我
々
は
現
在
先
ず
.

「

自
由
競 

争
体
系
と
し
て
の
十
九
世
&
の
資
本
主
義
は
最
早
存
在
し
な
い

」

と
い
う
こ
と 

'
を
深
く
認
識
す
る
こ
と
が
^
要
な
の
で
あ
る
と
い
う
。
か
く
し
て
現
在
的
に
は 

何
が
要
求
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
い
わ
ゆ
る
時
§

神
と
も
い
う
べ
き
も
の
の 

認
識
と
そ
一'義
的
な
こ'と
ど
な
る
の.で
あ
る
。

シ
于
丨.ン
プ
ル
I
ク
に
ょ
れ
ば 

.r

個
別
経
済
学
に
は
、
組
織
¥
ほ
で
あ
か
所
の
経
済
全
体
が
、
即
ち
精
神
的
な
原 

則
及
び
規
範
に-J
;
-?
て
構
成
共
同
体
的
意
識
に
形
成
さ
れ
、
指
導
さ
れ
る
組
織 

.単
位
.で
あ
る
経
済
全
体
が
問
題
：で
^
^
!

F

故
に「

個
別
経
済
学
は
超
個
人
的
及

• • 

' 

:

八

五a

一
一
一
 

五)



び
超
社
<

^
入
間
性
価
値
疋
た̂
ず
結
ぴ
.つ
ぎ
な
逆
ち
、
：
そ_
に

還

オ

る

限：
..

:
1̂

の

内

で

方

顏

び

議

を

雾

ず

る

人

間

に

-:
;>畫

の

出

深

事

の

豪-'
'

龙
科
学
的
に
：明
ら
か
に
^
、
离

に

歴

審

必

然

性

：の

遵
7

'8
徹)

：.
.を

遭

し

、

且
つ
^

^
に
オ
ふ
た
め0
.手
段
と
功
法
を
示
す
と
い
ぅ
義
變
ナ
を

I
I
K

け
、

篇

そ

れ

は「

組
織
的
握
に
精
神
的
基
本
諸
カ
を
指
示
吁
る
こ
と

^
ょ
わ
て
、

又
最
大
能
率
の
経
済
生
産
が
泳
続
的
匕
確
実
と
な
る
^
う
に
ソ
全
汝
靈
済
に
と

;.

.

っ
：
て
最
大
の
収
益
を
実
規
す
名
：に
，は
、

':
■ど
の

ょ

ぅ

な,¥
段
と
諸
カ
が1

け
ら

れ
、.
'利
用
せ
ら
る
べ
き
か
を
示
す
、

：

組
織
型
教
育
に.ょ
，つ

ズ

規.^
に
還
%:

ザる：

と
こ
ゐ
の
科
学
^
と
し
て
澳
定
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

-;
:
0

.

.'

'

':
'.
'
>:■

而
し
て
t
:-
t
tら
一
のM
係
か
ら
^
別
経
済
き
は
必
然
的
に
倫
理
的
.な
意
義
を
有

す
る
に
い
た
り
、
又

「

個
別
経
済
学.は
，結
局
人
間
の
満
足
に
関
係
し
、
人
間
性
：

の
自
由
及
び
入
間
のi

に
関
係
す
る
と
い
ぅ
理
由
か
^;
.
.、
：i

経
済
学
的
な

(

注H
O

る
も
の
以
上
に
出
る
意
味
を
持
つ
の

.で
あ
る」

：
と
も
、王
張
：さ
れ
て
い
る
の
で
あ 

る
。：

■
■-
'

.

_'.
'.
.

か
く
し
て「

方
法
問
題」

な
る
著
作
に
関
す
る.限
り
、

シ
エ1
ン
プ
ル
|
ク 

.の
立
場
は
、.理
論
学
派.と
規
範
学
派
の
漸
次
的
接
近
を
主
張
し
つ
つ
も
、
又
新 

し
い
廿
世
紀
理
論
は
未
だ
完
成
さ
れ
た
形
で
形
成
さ
れ
て
い
な
い
と
論
じ
つ
つ 

も
、
.結
局
規
範
学
派
：
.の
そ
れ
で
あ
り
、
倫
理
性
と
規
範
に
基
く
科
学
の
指
導
性

. 

を
指
示
し
て
い
る0
.別
§
す

れ

ば「

方
法
問
題」

か
ら
受
け
と
ら
',れ
る
も
の
は 

と
り
も
な
お
さ
ず
ゴ
ッ
ト
ル

(F. V
,

 G
o
t
t
l
e
-
o
t
t
i
l
i
e
n
f
e
l
d
)

と

彼

を

中
'
 

心
と
せ
る
存
在
論
的
価
値
判
断
の
思
想

.で
あ
り
、•又
宮
田
喜
代
蔵
教
授
流
.'に

主

,
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す
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一
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。
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っ
て
又
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の
意
味
^

お
い
て

は
、
，，
彼
を
規
範
学
派
と
し
て

^
定
す
る
世
間
め.風
潮
も
金\
^
|
扼

の

な

い

こ

.と 

:で
は
.
な

い

？
文
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得
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喜

代

蔵

著

「

生

活

経

済

学

」

序

文

参

照
0

..

(

法

一

八)

北

川

宗

蔵

葷「

経

営

学

方

法

的

研

究

」

ー
ニ
ー
ー.頁

以

下

。

三

「

経

営

経

済

学

の

認

識

対

象

」

に

お

け

る
V 

、

シ

-:
丨

ン

ブ

ル
|
ク

の

問

題

意

識

と

そ

の

展

開

：

さ

.て
前

述

せ

る

よ

う

に

、

シ

ェ

：
丨

ン

プ

ル

ー

ク

は

_:
ー
ー
三
年.の
:-
~
1方

法

問

題」

.

. 

に

於

て

科

学

と

し

て

の

個

別

経

済

学

を

考

え

、

そ

の

，た

，

.め

に

は

歴

史

的

な

——

 

.経
'i

済

学

説

史

的

な

考

察

を

な

し

、

そ

こ

か

ら

現

在

及

び

未

来

の

；方

向

と

い
 

っ

た
.も

の

を

見

出

さ

ん.と
し

た

の

で

あ.
.っ
た

。

も

ち

ろ

ん

三

I

ハ
#
の

，

「

認

識

，

.対

象」

に

お

い

て

も

、

経

塞

済

的

な

事

象

に

関

係

す

る

学

問

——

経1

 

農
済
 

.学

を

科

学

に

、..少

な

く
.と
も

科

学
'の
名
..
に

値
^ :
る

.
_
.
%
.

の

と

す

る

，
に
'は

、

，
そ

^

か
 

ど

3
な

く

て

は

な6
な

い

か

とい

う

こ

と

に

つ
.い

て

は

以

前

と

同

じ

：
熱

情

が
 

見

出

せ

る

。

だ

が

そ

の

内

容

は

こ

れ

ま

で

繰

り

返

す

よ

う

^
余

$
に

：も

異

な
 

る

。

少

な

：く

と

も

最

导

r

方

法

間

漫

に

お

け

る

よ

う

な

露

骨

な

規

範

科

学

化

、 

.又

そ

れ

か

ら

来

る

経

済

学

と

並

ぶ

経

證

済

学

と

い

.ラ
野

心
%'
:
見

出

す

こ

：
と

は
 

で

き

為

い

。

：そ

と

に

は

た

，た

科

学

的

に

.取

扱

う

た

め

，に.は
、
.又

科

学
^
^
^
^
^

.す
る

も

の

に

形

成

す

る

に

：
は

、

'
,い
：
が

；
に

し

た

ら.よ
い
'か
：
^

'
.
.
れ

る

©
み

で

ぁ
.る
。

「

'ず

な

ゎ

ち

彼

は

言

ぅ

。

：

'

「

当

1

^
に

は

既
_に
：
経

塞

済

学
 

F

/
シ

エ

-
-
ン

プ

ル

：

丨

ク

を

め

ぐ

る

若

干

の

基

本

的

間

：題

.

/

に
と
っ
て> 
科
务
ゆ
基$.
1;
の
駄
明
^

ひ
方
决
論
の
疑
い
を
挾
ま
な
い
決
定 

.に
；い
た
る
た
め
に
は
、
規
範
的
な
最
高
の
基
本
概
念
の
永
続
的
変
化
こ
そ
正
し 

い
も
の
.で
あ
り
、
主
要
な
流
れ
の
源
泉
と
し
て
の
定
式
化
が
，正

当

な

も

の

と

認

• 

め
ら
れ
た
？
か
か
る
事
情
.を
名
辞
の
書
に
よ
っ
て
止
揚
し
う
る
と
い
う
期
待

- 

は
結
局
い
つ
わ
り
の%-
の
で
あ
っ
た
0

…
…

私
は
こ
の
間
題
を
長
期
に
わ
た
り 

継
続
し
，て
研
究
し
、
成
果
を
み
ず
し
て
流
れ
去

.：っ
た#
々
の
e
こ
ろ
み
を
な
し 

た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
.が
私
.に
教
え
た
こ
と
は
、
経
賞
子
の
対
象
問
題 

は
前
に
の
べ
た
る
ど
と
き
方
向
に
お
い
て
ば
解
決
さ
れ
得
か
か
っ
た
と
い
う
こ 

と
で
あ(I

一

」)

之
？
そ
-1
.て
.正
.に
こ
の
態
度
が
当
時
ー
般
的
に
採
用
さ
れ
て
い 

'た
、
リ
ー
ガ
，
1
.と
ニ
'ッ
ク
リ
ッグ
ユ
：
の.両
立
場
の
中
間
的
な
瞹
昧
な
態
度
に
も

- 

.批
判
を
向.け
さ
せ
る
と
一
同
時
.にT

最
早
科
学
操
の
内
容
形
式
が
問
題
な
の
で 

.あ
^
卞
と
い
う
態
度
を
確
立
す
る
ど
共
に
、

',「

思
惟
的
な
認
識
に
よ
っ
て
特
殊 

な

議

課

黌

び
.一
定
に
存
え
ら
れ
た
対
象
に
と
っ
.て
適
合
せ
ら
れ
た
観
察
方 

.

さ

れ

会
V
と
が
重
要.で
^

^

と
い
う
認
識
に
向
わ
し
め
た
の
で
あ 

る
:0
.
そ

れ

は

舊
.—1
実
際
.に
設
立
さ
せ.る
法
則
'1
—
と
い
う
も
の
は
、

「

方
法
論
的 

^•
も

の

と

：し
て
認
識
ざ
れ
、'獲
得
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
..

」

'̂
.い
う
'主
張
と

な 

::

り
、
：こ£'
に
明
ら
か
に
：

「

方
法
問
題」

に
お
け
る
よ
う
な
そ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ユ
礼 

賛
は
完
全
：に
姿
を
消
し
、
後
述
す
る
よ
ヶ
に
、

.い
わ
ゆ
る
科
学
的
^
®

王
義
の 

立
場
が
前
面•に
出
て
来
た
の
を
我
々
は
知
覚
す
る

.の
で
あ
る
。

：

，

:'
.
'
:
.
先
1;
て
^
.の
態
度
が
更̂

--
1研
统
に
ぉ
け
る.あ
ら
ゅ
；る
ー
面
性
、

一
定
の
教 

彳
義
へ

)

の
お
ら
：ゆ
る
固
執
は
真
向
が
ら
拒
否
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
我

々

は
む
し 

も

達

罌

に

研

究

に

近

付

が

ん

と

欲

し

、

r
つ
，の
概
念
の
方
法
で
、
問

八

七c
m

■七)



題
を
解
く
た
め
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
建
築
用
石
材
を
任
意
に

®

M
さ
せ
た
つ
い 

'

と
思
う
。

，

そ
の
た
め
に
我
々
推
ど
の
科
学
的
教
義
を
も
研
究
か
ら
排
除
し
な
い

.. 

が
、
他
面
に
お
い
て
我
々
.
の
研
究
が
必
然
的
に
用
い
る
に
違
い
な
い
与
件
を
そ 

の
研
究
に
お
い
：
'て
認
め
な
い
。.我
々
は
.い
た
る
と
こ
ろ
で
所
有
.し
：て
い
る
も 

の

,'
叫

ち

科

学

の

麓.と
、ど
0
よ
う
に
し
そ
今
日
そ
れ
が
^

^
せ
ら
れ
て
'い
る 

か
.と
い
.う
こ
と
と
を
結
び.

0

け
る
だ
ろ
う
。:.…

.科
学
的
な
経1

済
学
の
本 

質
及
び
特
性
：の
決
定
の
研
究
は
方
法
論
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
に
置
か
れ
る
べ
き
で
：
 

な
い
。
そ
れ
は
過
去
を
否
定
す
る
も
の
で
な
け

.れ
ば
、.親
在
を
否
定
す
る
も
の
. 

で
も
な
く
、

こ
め
与
件
の
基
礎
が
ら
そ
の
基
本
的
問
題
に
対
す
る
解
答
を
探
求 

す
べ
き
も
の
で
あ
る

」

と
い
'う
主
張
と
結
び
つ
者
、

一
面
に
お
い
て

概
念
自
体 

の
検
討
を
必
要
と
し
、

こ
こ
か
ら

#
の
い
わ
.ゆ
る
従
来
的
な
概
念'の.検
射
と
、

現
@

な
意
味
か
ら
み
た®

^
の
決
定
が
始
め
ら
れ
る
の
.で
：あ
る
。
具
体
的
に 

い
え
ば
、.力
オ
ス
の̂

^
を
右
往
左
往
す
る
従
来
の
企
業
、
，
経
営
、
及
び
私
経 

.済
学
.の
概
念
.の
分
析
が~
—

^
そ
し
て
そ.れ
か
ら
経
^
®
^
済
と
い
う
概
念
が
生
ま 

れ
、
そ
れ
が
経
霍
済
学
の
認
識
対
象
と
し
て
規
定
さ
れ
る

——

始
め
ら
れ
る 

の
で
あ
ん
。
そ
こ
で
双
丨
よ
^
の
よ
う
な
態
度
か
ら
の
彼
の
過
去
的
^
^
念
の 

分
析
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

:

先
ず
彼
に
と
マ
て#
来
の
企
^

^

^

—

員
ポ
豸
的
^
罾
概
念
は
罾
ボ
主
義 

'と
い
う
歴
史
的
経
！

会
に
あ
る
企
業
を
指
し
、

.そ

れ

は「

資
本
、主
義
的
に
組 

織
せ
ら
れ
た
市
場
に
お
い
て
、
.利
潤
又
ば
利
益
と
名
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
剩 

i

値
又
は
剰
余
価
値
部
分
の
獲
得
及
び
蓄
積
に
よ
る
資
本
の
最
大
増
殖
の
た 

め
の
塒
続
的
な
仕
組
で
あ
る

j

と
い
う
。

っ
ま
り
企
員
概
念
は
,
罾
に
多
種
多

八

八
■

(

三
一
八)

'

様
で
あ
る̂

.
結
局
そ
れ
は-.
貨
龄
増
殖
の
た
め
に
、
，利

己

主

義

の

意

志

に

ょ

. 

マ
て
担.わ
れ
る
構!

^
1-
に
：外
な
ら
な
い0
:そ
し
て
こ
の
；意
味
に
お
け
る
企
業 

.
を
経
営
経
済
学
固
有
の
認
識
対
象
と
す
石
の
が
リ
ー
ガ
ー
そ
の
人
で
あ
り

、

#

の

-1
私
経
済
学
入§2«-
-
な
る
書
で
あ
る
と
彼
は
'主
張
す
る
の'で
締
?>
5
»0 

. 

'
而
し
て
刺
潤
を
中
心
と
せ
.る「

資
本
の
利
用
過
程
を
即
自
的
に
の

.み
な
ら
ず、
' 

• 

資
本
提
供
者
に
対
じ
て
も
g -
己
の
責
任
に
お
い
て
一
：貴
し
て
行
ぅ
人
が
企
業
家

. 

で
あ
り
、
彼
は
正
：に
収
益
見
込
の
代
り
に
企
業
に
附
帯
す
る
危
険
を
.自
ら
引
受 

け
る
資
本
利
子
所
得
者
で
，あ
る

j

と
シ
；

H:

丨
：ン
プ
ル

ー

ク
ぱ
規
定
す
る
。
そ
の 

.結

果「

利
潤
を
経
営
経
済
学
の
茼
一
性
原
理

s
e
n
t
i
t
s
t
s
l
o
r
i
n
z
i
p
)

と
す

C 
注
.

10) 

• 

•

る」

.こ
と
、'
又
そ
れ
.に
基
い
て
開
花
し
た
栻
経
済
学
は

「

資
本
増
殖
過
程
と
し 

'

て
の
貨
幣
形
態
の
変
形
を
説
明
す
る
資
本
家
的
企
業
理
論
で
^
:
^
そ
の
ょ
ぅ 

な
論
理
的
対
象
は
十
九
世
紀
の
後
半
に
お
い
て
相
応
..の
経
験
対
象
が
見
出
し
得 

る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
？
て
、
そ
れ
で
ば
所
与
の
経
験
的
実
在
は
部
分
的
に
し 

'■
■
か
把
握
さ
れ
ず' 
経
塞
済
的
祀
本
質
的
な
部
分
は
概
ね
考
察
の
範
囲
外
に
置 

力
れ
る
と
彼
は
批
判
す
る
の
.で
あ
る
。.
シ
.

H

丨
ン
。フ'ル
ー
ク
は
言
ぅ
。

「

私
経 

.

済
学
は
^
立
的
で
，あ
り
、.誤
て
る
抽
象
化
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
®

に
お 

,
い
て
分
類
さ
れ
聲
理
さ
れ
た
罾
1

^
デ
の
.ー
蛟
的
基
ポ̂
罾
で
は
な
し
に
、 

単
に
選
択
さ
れ
た
観
点
の
下
で
資
本
主
義
的
企
業
の
特
殊
問
題
の
み
を
取
扱
っ 

て
い
る
の
で
あ
る

」

.と
0

.

•

.

.し
か
し
尙■こ
こ
.で
注
意
す
ベ
，き
は
、
.シ
キ
ー
ン
プ.ル
.丨
ク
は.上
記
の
資
本
家
.

， 

的
金
業——
特
殊
歴
史
的
範
疇

——

0.
概
念
の
外
に
、
更
に
普
遍
歴
史
的
範
疇 

と
し
て
の
企
業
概
念
の
在
る
と
と
を
認
め
て
：ぃ
：る
と

.ぃ
ぅ
こ
と
で
ぁ
る
。
彼
に

よ
れ
ば
そ
れ
は
結
局

「

価
値
剩
余
の
持
続
的
な
獲
得
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の 

営
利
経
済
の
こ
と
で
あ
り
、
グ

C
の
独
自
の
経
済
溝
成
体
と
し
て
の
存
立
は
企
業

' 

家
の
活
動
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
、
そ
れ
は
命
業
家
の
責
任

4
る
指
#
の
.も
.と
に
.

立
つ
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
企
業
家
こ
そ
生
産
手
段
の
事
実
的
な
処
分 

権
を
持
ち
、
且
つ
そ
れ
を

一

定
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
に
独
自
且
つ
勝
極
の

C

注
一
三

)

決
定
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
1-
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
企
業
概
念
は
上
記
の 

企
業
概
念
に
比
し
て
、
営
利
的
生
産
経
济
全
体
を
含
む
も
の

——

初
期
資
本
主 

義
的
な
企
業
を
も
含
め
て
i

と
思
わ
れ
る
。
：
し
が
し
て
こ
れ
ら
は
多
様
な
る 

企
業
概
念
を
敢
て
ー
一
分
し
た
も
の
で
あ
り
、

二
分
す
る
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ 

る
と
も
思
わ
れ
る
の.で
あ
.る
が
、
と
も
角
こ
れ
に
よ
り
彼
は
、

「

利
潤
を
^

«
^:

の
給
付
の
成
果
と
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
の
立
場
は
、

企
業
家
利
潤
な
る
も
の. 

が
、
企
業
関
係
者
の
他
種
の
所
得
と
宓
然
的
に
対
'立
し
て
い
る
呪
わ
れ
た
る
所 

得
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
。

.
企
業
成
果
と
、
他
の
関
係
者
に
対
す
る
契 

約
を
旗
行
し
た
の
ち

に
，企
業
象
に
残
存
す
る
と
一」

ろ

の

砠
員
罾
罾—

即
ち
利 

潤
は
こ
こ
で
は
同

r

概
念
で
あ
り
，
同
じ
意
義
を
持
づ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は 

企
業
は
利
、潤
を
作
る
も
の
で
は
な
く
、
.
収
益
を
つ
く
る
も
の
で
あ
る
と
い
う 

本
質
的
な
性
格
に
比
較
し
て
み
て
誤
謬
で
あ
る

」

と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ 

る
。
 

.パ
：
-

• 

' 

.

•
か
く
し
て
彼
は
結
局
普
遍
歴
史
的
範
疇
と
し
て
の
金
業
概
念
を
採
用
ず
れ
ば 

最
早
単
に
企
槳
家
の£

1

の
み
に
か
か
わ
る
も
の
で
な
く
、
企
業
の
収
益 

に
関
係
す
る
と
い
う
利
点
、
又
収
益
性
は
企
業
の
経
済
性
及
び
綜
合
経

m
i

の 

尺
度
に
な
る
と
い
う
利
点
：を
有
す
る
が
、
他
方
ど
ん
な
営
利
経
済
も
、
そ
れ
に

汧
.

シ
エ
.—

ン
プ
ル

ー

ク
を
め
ぐ
る
若
干
の
基
本
钠
問
薇

よ
れ
ば
企
業
と
し
て
表
明
せ
ら
れ
る
と
い
う
不
便
が
あ
り
、
未
だ
概
念
的
に
絲 

一
さ
れ
な
い
と
論
破
指
^

従
っ
て
又
、
確
が
.に
企
業
は
経
営
経
済
と
対
立
し 

.て
い
る
.の
で
は
な
く
同

1

の
経
済
な
の
で
ふ
る
が
、
企
業
の
経
済
的
機
能
か
ら 

,

の
観
察
は
経
営
経
済
の
問
題
を
汲
み

つ

く
す
も

.の
で
は
な
い
ため
に

、
企
業
を 

效
象
と
す
る
も
の
は
限
界
贫
相
邁
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
、

こ
こ 

に
お
い
て
シェ
ー

ン

：プ
ル
'丨
.ク
は

当
双
双
の
.問
瓔
す
な
わ
ち
従
来
に
お
け
る 

経
営
概
念
を
取
り
上
げ
る
に
.い
た
る
の
で
あ.る
。'

従
来
的
、

一
般
的
な
経
営
概
念
を
取
扱
う
シ
エ

I
ン
プ
ル
ー
ク
は
、

こ
こ
で 

も
又
不
統
一
に
相
邁
し
た
の
セ
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
に
は

「

経
営
概
念
は
科
学 

の
継
子
扱
い.で

あ

ノ
. ^
.
1

)

と
感
知
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
特

に

「

経
営
の
経
，
 

•済
的
意
義
は
過
少
に
評
肩
さ
れ
て
い
た

」

，
の
で
あ
り
、
故

に

彼

は

r

経
営
と
企 

業
に
於
げ
る
差
異
と
い
う
も
の
は
技
術
的
、
経
済
的

o'
両
本
質
の
取
扱
い
と
同
. 

様
に
研
突
さ
れ
な
か
ず
た

」
：

と
ま
で
断
じ
た
の
で
あ
っ
.た
。
こ

こ

に
お
い
て
彼 

は

遂

に「

入
々
は
今
ま
で
整
頓.せ
ず
に
経
験
的
方
テ
ゴ
リ
ー
に
の
み
依
拠
し
、

C

注一

八)

科
学
的
主
張こ
そ

現
在
必
要
な
の
だ

」

と
.考
え
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
そ
し 

て
彼
ば
経
営
概
念
に
つ
い
：て

■の
最
低
綱
領
と
し
て
、
ビ

H

ヒ

ァ

ー(Biicher) 

に
よ
る
ま
で
も
な
く
経
営
の
持
つ
重
要
性
は
一
般
に
知
覚
せ
ら
れ

て

い

る

と

い
 

う
こ
と
か
ら
出
発
し
、
全
体
的
社
会
の
分
業
的
分
岐
が
よ
り
広
く
進
む
に

つ

れ
 

て
、
そ
れ
だ
け
一
定
の
内
的
組
織
を
示
す
計
画
的
に
ー
貫
組
織
的
な
部
分
肢
体 

が
多

か
れ
少
な
か
れ
生
成
し
、
総

済

的

原

則

に

よ

り

全

体

性

の

中

に

反

擐
 

:

的
過
程
の
営
み
が
構
成
^

^

従̂

?
て
綜
；

観
点
か
ら
解
か
る
ベ
き
経
営
経 

済
の
疏
一
お
概
念
と
^
^
の
獷
立
の
必
要
性
と

い

う

こ

と
に
到
達
す
る
の
で
あ

'
 

J 

. 
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九
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%

か
く
し
て
貌
は
從
に
構
成
依
の
研
究
に
と
進
む
の
で

^>
.る
。
：

.

• 
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パ
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•■
二 

人 

V
.

.

猶
現
在
収
益
性
に
は
総
資
本
収
益
性
と
自
己
資
本
収
益
性
於

ぁ
り
、

一
般 

に
'は
総
資
本(

特
に
経
営
資
本

)

収
益
性
が
意
味
さ
れて：い
る
。
シ
H
i

ン 

プ
ル
I

ク
は
こ
れ
を
二
つ
の
範

_

に
分
け
た
の
で
あ
る

。
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Q
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四

.社

会

構

_

、
.
経

営

鳋

済

及

び

経

営

経

济

学

さ
て
経
営
概
念
の
研
究
に
お
い
て
、
第
一
に
'ソ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
が
注
目
し 

■た
所
の
も'9
は「

形
態
的
に
保
障
さ
れ
た
状
態
の
組
織
的
統

一

と
し
て
の
経
営 

.は
、
：
我

々
の
社
会
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
ひ

ろ

が

り
に
お
い
て
見
出
せ
る

」

と
い
う 

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
に
は
一
般
生
活
に
経
営
が
ど
れ
程
の
意
味
を
持
つ 

概
念
か
.と
い
う
考
察
が
必
要
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
は
先
ず
彼

. 

.. 

(

注
ニ)

を
し
て
社
会
学
的
な
雲
に
向
わ
し
め
た
の
で
あ

っ

た

,0
即

ち

彼

は言
う

。 

T

経
営
は
人
間
関
係
の
秩
序
に
対
し
、
社
会
が
明
ら
か
に
必
要
と
す
る
と
こ
ろ 

の
社
会
現
象
の
基
本
要
素
で
あ
り
、
丨

：
そ
れ
は
計
画
的
に
糧
さ
れ
た
欲
望 

充
足
と
じ
て
理
酵
さ
れ
る
経
济
と
同
様
に
古
き
も
の
で
あ

^

!
と
。

.

か
く
し
.て
彼
.は
経
営
活i

態
は
正
に
社
ム
攝
態
の
、

fH

形
態
で
あ
る
と
い
う 

認
識
.か
p>
:
出
発
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
彼
に
と
り
対
人
的
な 

も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
た
行
為
は
社
会
学
の
対
象
で
あ
る
害
で
あ
っ
た
か
ら
で

(

注
三 
>
.
. 

...

-あ

る

。
-

:'.
.
.'

そ
こ
'で
彼
は
先
ず1

を
問
題
に
す
る
。
そ
し
て
す
ベ
て
の
行
為
で
は
な
し 

に
、
目
的
実
現
に
関
係
せ
る
1

ノ
即
ち
行
為
の
中
で
知
的
な
も
の
が
問
題
に 

な
る
と
規
定
し'て
：そ
の̂

囲
及
び
強
度
を
分
析
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の 

結
果
と
し
て

「
行
^
ば
.技
術
と
結
ム
ロ
し
て
い
る
。
而
し
て
技
術
は
規
範
的
又
は

(

注 
ニ 
ニ
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- S. 54I6P......

寧

一
的
で
は
な
い
。
'
#為
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
，
.即

ち

.H
技
術
的
観
点 

㈡
経
済
的
観
点

'
S

社

会

的

観

点1
:倫
理
的
観
点
か
ら
分
類
さ
れ
、
：
決

1
て 

純
絆
に
技
術
的
で
：は
な
ー

5

^
と
す
る
に
：い
た
っ
た
、の
で
あ
る
。
.，と
こ
ろ
セ
社
会 

的
^t

の
場
合
に
：お
い
て.は
そ
の
行
為
の
総
体
を
形
成
す
る
に
は
多
く
の
，主
体 

の
行
為
が
結
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
の

際

一

定

の

影

#

が

他

人
 

の
^

!
に
加
え
ら.れ
る
と
い：.ぅ
こ
と
に
よ
っ
て
、
と

こ

に

定

の

社

会

的

衍

為

• 

の
結
晶
体
、
即
ち
社
余
構
成
体
，

(soziale Geb
i
l
d
e
)
'

の
.存
在
は
否
定
し
得
ず
、 

こ
乙
で
彼
は
そ
の
社̂
構
成
体
を
、
組
成
さ
れ
た
行
為
総
計
，

(

|

65
1
1
1
1
1
1
6
2
1

^:— 

w
e
t
z
t
e
w
a
n
d
l
u
n
g
s
a

oqg
r
e
g
a
t
e
)

.
に
お
け
る
目
的
意
志
関
係
か
ら
分
析 

す
る
に
い
た
る
の
.で
あ
る
:0
.
.か
く
し
て
：こ
と.に

か

の「

多
く
の
個
別
意
志
が
互
、
 

に
独

立

的
に
同

一

方
向
に
向
っ
て
志
行
す
る
時
に
生
成
す
る

」

(

o
Ff
t
e
g 

G
e
b
i
l
d
e
)

ど
、
-n
統
一
的
意®
活
動
に
よ
ァ
て
、
即
ち

1

荦
の
主
体 

に
よ
っ
て
志
行
せ
ら
れ
、
.又
こ
れ
に̂

じ
て
凡
て
.の
部
分
に
お
い
て
計
画
的
に 

組
成
せ
ら
れ
る

」

封
鎖
的
構
成
体：

C
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
e

 G
e
b
.
i
l
d
e
v

の
.分

類

が

良 

4?

れ
、

こ
の
ぅ
ち
封
鎖
的
構
成
体
に
し
て
、

一
回
性
の
も
の

.で
な
く
反_

が
： 

あ
り
、.又

諸

行

為

の

総

体

を

壓

(
E
i
n
r
i
c
h

c+u
n
g
)

に
：よ
っ
て
紙
織
的
に
組 

成
し
て
い.る
%■
の
が
正
に
シ
エ1
ン
プ
，ル
ー
ク0
経
^

^
/^
な
0

で

あ

る

。
.
.
.
即 

ち
彼
は「

封
鎖
的
社
会
構
成
体
と
し
て
の
経
営
は
：、
統
一
め
な
組

㈱
^
目
に
よ
り 

打
ち
樹
て
ら
れ
、
固

定

的

な

予

め

設

け

ら

れ

た

物

的

な

を

基

礎

：と
す
る
同 

'

一
目
的
の
時
間
的
にi

限
的
な
反
覆
の
た
め
の
繼
的
な
組
織
で

I
s
r
r

と： 

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
社
会
構
成
体
の
経
営
.の
制
度
的
表
象 

が
、
封
鎖
性

(
G
e
a
c
h
I
8
s
e
n
h
e
i
t
)

、
永

続

性(D
a
u
e
r
)

、

性.
(
2
^
a
n
g
-

.

'
F
v*y
土
丨
ン
プ
ル
ー
ク
を
め
ぐ
る
若
午
の
基
本
的
問
題

l
s
u
%
k
e
i
t
)

な
'の
で
あ
る
。
而
し
て
シ
上

丨

ン
ブ
ルー
ク

は
斯
か
る
方
法
で 

.

把
握
さ
れ
た
経
営
概
念
は
純
粋
に
形
式
的
な
規
定
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い 

.て
か
か
る
経
営
は

「

技
1

単
位
で
も
な
く
、.経
済
単
位
で
も
な
く
、
政
治
単 

位
で
も
な
く
、

そ
の
他
の
単
位
で
も
な
い

」

が
、'「
し
か
し
乍
ら
技
術
単
位
、

■C

注
七
？

'経
済
単
位
、
；
或
い.は
：そ.の
他
の.単
位
は
事
情
に
よ
っ

て
！！

営
の
形
式
を
と
る

」 

.と
思
惟
す
る
：
.の
^
.あ
る
。.故
に
；こ
と.に
経
済
的
に
見
る
と
い
う
こ
4
は
特
殊
な 

r

観
点
か
ら
み
る'と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
上
記
の
よ
う
に
.規
定 

さ
.れ
た
封
鎖
的
構
成
体
と
い
か
な
る
関
係
に
立
：つ
か
が
者
察
せ
ら
れ
ね
ば
か
ら 

な
.い
の
で
あ
：っ
た:0
:.
广

：
-
. 

‘
 

.

•

ま
た
こ
こ
に
い
た
り
シ
エ
ー
ソ
プ
ル
ー
ク
は
経
済
概
念
の
考
察
に
向
う
の
で 

—

•あ
る
。
彼
に.よ
れ
ば
.

「

最
小
犠
牲
を
も
っ
て
最
大
の
孰
用
、
或
い
は
満
足
を
引 

き
出
す
よ
う
に
向
け
ら
れ
无
行
為
を
採
用
し
て
、
又
は
か
か
る
£

の
原
理
を 

経
済
性
原
理
，
或
い
は
経
済
的
原
理

.と

.し
て
表
わ
す
：こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
又 

経
済
行
為
は
必
ず.や
.計
画
的
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
経
済

1

の
み
が 

そ
5
な
の
で
は
な
い,'
-0
従
っ
，
て
計
画
性
の
宴
素
の
強
篇
に
よ
っ
て
は
経
済
の
本 

質
は
決
'1
.て
淹
分
に
説
明
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い

」

の
で
あ
り
、
又
経
済
性 

に
存
在
す
る
も
の
：は
合
理
的
原
理
と
経
済
的
原
理
と
の
混
合
で
あ
る
と
い
う
こ 

と
か
ら
、#
ち
逆
に
言
え
ば
経
済
考
慮
が
単
独
で
な
く
、
組
織
さ
れ
た

1

総 

.
計
と
し
：て.経
営
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

■，
経
営
に
お
け
る
経
済
的
f

 

.

.は
、.
Z
+
A
=
I+
D
. (

Z
は
.価
値
成
果
、A
は
費
用
、
D
は
価
値
差
額

)

な
る 

:

基
礎
方
程
武
に
よ.っ
て
示
ざ
れ
、
，
従̂
て
経
済
的2

:
と
は
最
高
の0
達
成
の 

上
に
立
て
ら
れ
た
る
行
為
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
^
!
~
而
し
て
こ

.-

. 

九
一 

a

一
三
一)



の
場
合
、
.経
済
考
慮
と
い
う
も
の
は
単
に
裳
の
費
用
価
値
と
利
用
価
値
の
差

額
比
較
に
つ
.き
る
も
の
で
ば
な
く
、

U

の
価
値
差
額
と
、
他
の
行
為
に
よ
.っ
て

*'
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
価
値
差
額
、
即
ち
収
益
と
の
比
較
に
及
ぶ
も
の

.

で
%

1
。〕

従
マ
て
£
こ
で
、
0
々
の
行
為
が
個
々
の
利
用
に
基
い
て
#
価
さ
れ

う
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん、
そ
れ
ら
が
行
為
総
体
の
組
織
の
中
で
、
総
体
利
用
に
ぃ

か
に
貢
献
す
る
か
が
評
価
さ
れ
る
に
い

た

り

、

.
か

ぐ

し

て

実
際
に
封
鎖
的
構
腺

体
に
お
い
：て2

^

|
成̂
に
は
か
か
る
経
済
的
考
慮
が
採
用
さ
れ
う
る
と
シ
ェ

' 

:

■ §

ご

I
ン
，プ
ルI
ク
は
、玉
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

..か

.か
る
行
為
の
主
体
が
国
民 

な
る
と
き
国
民
経
済
が
、
'又
そ
れ
が
個
体
な
る
時
、
.い
わ
ゆ
る
個
体
経
済
が
成

. 

立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。.：.

'

而
し
て
他
方
に
お
い
て
、

1

鎖
的
構
成
体
と
し
て
の
経
営
は
、

.:
計
画
的
な
反 

覆
に
お
卜
て
永
続
的
な
目
的
を
実
現
す

.る
の
，に
、
最
も
完
全
な
る
手
段
を
表
わ 

し
、
殊
に
そ
れ
は
生
産
経
済
な
る
部
分
経
済
に
お
い

•て
は
、
永
織
性
が
強
く
支 

配
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
単
.に
経
営
が
形
成
せ
ら
れ
る
、だ
け

で
な
く
、
大
規
模
な 

行
為
組
織
が
発
展
す
る
か
ら
、
こ
こ
ヒ
シ
モ
I
ン
プ
ルー

ク
は
経
！

構
成
体

: 

.
 

C

注 
ニ
ー〕

が
経
営
的
な
構
成
に
導
か
れ
る
必
然
性
が
あ
る
も
の
と
論
定
す
る
の
で
あ
る
。

又
こ
の
罾
ゆ
に
お
.い
て
経
済
の
経
営
的
形
態
は
、
単
に̂
#
の
と

る

，
.

一
.つ
の
形
.
 

態
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
を
指
摘
す
る
と
共
に
、
彼
は
、
㈠
社

会

的

構

成

体

.
で

あ

る 

ご
と
、
㈡
封
鎖
的
構
成
依
で
あ
る
こ
と
、㈣

又
は
全
^g

n

ぽ
ぼ
で
あ 

■

る
こ
と
、
H
M
済
的
内
容
を
も
つ
組
織
であ
る
こ
と
、
尚
経
営
な
る
^
■
規
定
、 

を
も
'つ
こ
と
、'
㈥
組
織
体
で
あ
る
こ
と
等
の
六
つ
の
項
目
に
ず
べ
て
該
当
す
る 

'と
こ
ろ
の
も
の
を
固
有
の
意
味
に
お
け
る

「

経
営
経
済J

の
概
念
で
あ
る
と
規

r

 

.

.

九
ニ 

(

三

ニ

ニ)

■

 

'

.

べばー三

)

 

.

.

.'
■
矩
し
た
の
で
あ
る。

：

.

' 

,

か
く
し
て
以
上
の
と
と
か
ら
既
に
明
ら

.か
：な
よ
う
に
、
経

塞

済

学

は

簡

単 

■'
に

言
っ

て

、

^

^

^
に
肖̂

さ
れ
た
砠
営
、
即
ち
罾
1

罾
に
よ
っ
て
代
表

さ

 

れ
る
行
為
総
計
に.注
貝
す
る
も
の
で•あ
る
。
又
そ
の
限
り
で
、
経
済
一
殷
に
関 

':

係
す
る
学
問■で
は
：な
く
、
経
営
に
お
.け
る
経
済
の
学
問
な
の
で
あ
る
。
故
.に
経 

\

営
経
済
学
は
他
方
に
お
い
て
私
経
済
的
営
利
技
術
等
に
は
関
係
せ
ず
、
又
形
式

.

,

f 

.

.

(

注
一
五)

.

技
術
自
体
に
も
関
係
せ
ず
、
そ
れ
は
理
論
で
あ
る
。
即
ち
彼
は

「

ど
の
よ
う
な 

行
為
が
個
別
的
に
個
々
の
場
合
.に
規
制
さ
る
，べ
き
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
た
め 

,
の
実
際
的
方
法
を
検
討
す
る
も
の
で
は
な
く
、
：
従
っ
て
ど
の
よ
う
に
し
て
、
主 

.

ま
め

に

罾
目
さ
れ
た
方
法
で
の
経
済
目
的
が
完
全
に
達
成
さ
れ

る

か

を

指
示
す 

る
も
の
で
な
く
、
、
：
•：
.客
観
的
中
性
化
し
た
地
位
が
採
用
せ
.ら
れ
て
い
る
の
で

(

注一

六〕
V

あ
る」

と
、王
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
経
済
全
般
に
関
係
せ
ぬ
-に 

し
て
.も
、
経
済
的
に
規
制
さ
れ
た
経
営
に
関
係
す
る
限
り
で

「

わ
昏
^
^
い
で 

.明
ら
か
に
経
済
擎
と
し
て
規
定
s >
れ
る」

と
し
、
又
経
済
科
学
と
し
て
の
地
位
、

■特
性
は
：'

「

経
済
的
問
題
を
思
惟
的
に
貫
徹
す
る
た
め
に
、
>
経
営
経
済
学
が
認
識 

論
的
に
ど..の
よ
う
に
そ
.の
実
証
的
経
験
対
象
に
向
き
合
っ
て
い
る
か
と
い
う
そ 

の
特
殊
性
質
及
び
方
法
か
ら
生
ま
と
主
張
し
、
見
つ
そ
の
課
題
を

「

罾 

営
に
お
け
る
経
済
を
、
そ
の
基
本
条
件
と
靈
削
提
を
、
そ
の
法
則
性
と
法
則
を
、 

経
営
経
済
的
事
象
に
お
け
る
そ
の
組
織
と
相
互
関
連
を
客
観
的
な
方
法
で
叙
述 

す
る
こ
と」

で
あ
る
と
主
張
し
.、
.
経
営
経
済
学
を
経
揞
科
学
的
理
論
科
学
と

し 

て
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

■'
•
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一〉
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ゥ
テー

パ
ー
の
社
会
学
の
概
念
規
定
に
は
、
こ
れ
に
似
た
も
の
が
あ 

る
。

こ
の
外
、
シ
エ
！
ン
プ
ル
I
.ク
は
テ
シ
ド
リ
I
に
.影
響
さ
れ
た
の
で
あ 

る
が
、テ
ン
ド
リ
I
と
共
に
，ゥ
工

ーバ
！
に
も
影
響
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
0

I
M
s
b
x
W
e
b
e
r
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結

: :
語

以
上
に
お
い
，

P

狄
々
は
シ
エ.
.ン
ブ
ル
ー
ク
め
ニ
著
作

T

個
別
経
済
学
に
お 

け
る
方
法
問
題

」

と「

経
i

済
学
の
認
識
対
象

」

.
を
と
り
上
げ
、
そ
の
基
本 

的
態
度
及
び
間
題
を
明
ら
か
に
し
、
両
者
間
に
存
在
す
る
差
異
を
明
ら
か
に
し 

•た
0

も
ち
ろ
ん
我
々
は

「

認
識
対
象d.

の
す
ベ
.て
が
科
学
的
で
あ
り
、

「

方
法 

問
題
.！
は
問
題
に
な
力
得
な
い
と
主
張
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。

r

認
識
対
象」 

に
お
い
て
も
疑
問
点
は
多
数
存
在
し
、
た

と

え

ば

「

普
遍
歴
史
的
企
業

」

とr

特 

.
殊
歴
史
的
企
業

」

の
問
題
、
1

経
済
性
考
慮
に
お
け
る
认
量
決
定
の
問
題
、
収 

益
に
は
基
本
的
に
企
業
家
の
み
な
ら
ず
労
働
参
加
者
及
び
資
本
参
加

f

関
与 

す
る
と
い
つ
たこ
と
、
' 又
経
営
経
済
学
か
ら
会
計
学
を
分
離
す
る
と
い
う
問
題 

等
に
は
い
ず
れも
i

に
論
議
を
残
す
し
、
又
用
語
の
不
明
確
性
は
或
る
場
合 

.に
は
基
本
問
題
を
も
誤
認
せ
し
め
る
の
に
充
分
で

.あ
る
と
ま
で
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
乍
ら
前
述
せ.る
よ
う
に
、

1>
J

の
ニ
著
作
に
お
い
て
は

「

方
法
問
®」

の 

態
度
の
誤
て
る
こ
と
の
認
知
か
ら

「

認
識
対
象」

が
出
発
し
、
ク
C
こ
に
は
規
範
主 

義
か
ら
科
学
的
客
観
主
義
へ
の
明
確
な
転
向
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ 

.

.る
。.
.そ
こ
で
こ
の
転
向
の
動
機
等
は
未
だ
解
き
得
ぬ

(

H

、

い
ず
れ
も
今
後
の 

問
題
と
し
、，
最
後
に
こ
.の
胃
罾
作
を%,
う
一
度
我
々
の
課
題
を
中
心
に
お
い
て 

.
比
較
考
察
し
へ
そ
の
課
題
か
ら
こ
れ
ら
ニ
著
作
、
特
に
後
者
の
；

「

認
識
対
象」

.

九

三(

三
二
三)



は
い
か
.に
解
す
る
の
が
有
利
で
あ
る
か
に
つ
い
て
考
究
し
、
結
論
に
代
え

.た
い
.

と
思
う
。.

そ
こ
で
先
ず
、

「

方
法
問
題」

に
お
け
る
最
大
の
問
題
は
何
と
い
？
て
も
そ
の 

規
範
的
観
点
で
あ
る
。
何
故
か
。
そ
れ
ば
お
よ
そ
規
範
科
学
は
、
そ
れ
が
政
策 

•
技
術
論
で
な
い
場
合
に
は
、
ゥ
ェ
ー
バ

—

、
.
ゾ
ン
バ
ル
ト
に
よ
る
ま
で
も
な 

く
支
持
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
規
範
科
学
に
共
通
し
て
主
張
し
う
る
こ 

と

は「

現
象
を
目
的
の
見
地
か
ら
規
定
す
る

」

と
い
う
こ
と
で
あ^.
が
、
そ
の 

場
合
こ
の
根
底
に
あ
っ
て
そ
の
成
立
を
支
え
て
い
る
も
の
は
、

い
わ
ゆ
る

「

本 

質
に
横
た
え
る

」
T

最
も
よ
い」

、r
IH
し
い」
、
又

は「

必
然
的
な
も
の

」

と
い
っ

c

注
三)

た
認
識
で
あ
り
、
而
も
そ
の
認
識
の
：可
能
性
は
ト
ル
ス
ト
ィ
に
よ
る
ま
で
も
な

.

;(

注
四〕

ふ
子
問
の
世
界
に
は
存
在
し
な
い
の

.で
あ
る
。.ゥ
ヱ
ー
バー

に
従
え
ば「

学
問 

的
知
識
が
果
し
て
知
る
に
員
す
.る
か
ど
5*
か
は
こ.れ
ら
の
学
問
自
ら
の
論
証
し
: 

3
べ
き
事
柄
で
は■な
い
。
い
わ
ん
や
こ
れ
ら
の
学
間
の
搿
象
と
す
る
他
與
が
存 

在
に
値
す
る
か
ど
う.か
と
.い
う
.こ
と
、.
.又
こ
の
世̂

が
何
が
し
ら

『
意
味』

•
を
； 

持
つ
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
も
と
土
り
論
証
の
限
り
で
は
な

、+

43£)

い」

の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
我
々
は
一
面
性
が
ら
の
が
れ
得
な
い

.の
，で
あ
り
、 

ゆ
え
に
一
面
性
を
も
っ
て
全
面
的
な
る
も
の
と
同
置
す
る
こ
ど
こ
そ
科
学
の
信

. 

威
を
失
墮
す
る
こと
で
あ
り
、
ゾゾ
パ
ル

ト
の
言う
よ

う

に
■
越
で
あ
る
の
で 

あ
る
’。
従
っ
て
我
々
に
と
っ
て

.は
規
^
科
学
で
^
る
と
い
う.こ
と
は
、と
り

も
 

な
お
さ
ず
そ
の
'基
底
が
科
学
で
は
な
ぐ
て
、
囊
ど
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、

上
学
で
あ
る
が
故
に
支
持
し
が
た
い
：の
で
あ
る
。

こ
れ
を
シH
i
,ン
プ
ル
ー
ク
の

「

方
法
問
題」

に
当
て
嵌
め
れ
ば
、
彼
は
経

. 

'九

四(

三
ニ
四)

.

.
i済
学
の
課
題
及
び
方
向
と
い
っ
た
も
の
'を
確
定
す
る
の
に
先
ず
歴
史
的
な 

淡
討
を
す
れ
ば
、
、
お
の
ず
か
ら
今
日
の
経

i

済
学
が
た
ど
る
べ
き
道
が
生
' ̂

れ
る
は
ず
で
あ
る
と
思
惟
し
、
且

C
V

一
方
的
に
経i

済
学
が
人
間
性
の
自
由 

及
び
人
間
の
欲
望
に
関
係
す
る
と
い
ぅ
理
由
だ
け
で
純
粋
経
済
理
論
に
対
じ
絶 

背
的
独
立
性
を
有
す
る
と
考
え
、
更
に
こ
の
科
学
が

「

人
間
性
改
_

の
方
法
を 

示
じ」

ぅ
る
と
思
惟
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
そ
こ
で
絶
対
的
な 

規
範
を
樹
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
検
討
を
通
じ
て
方
向
を
示
し
、
規 

範
学
派
に
賛
意
を
表
明
し
.て
い
る
段
階
で
あ
る
と
も
言
い
得
る
。
し
か
し
そ
の 

根
底
に
お
い
で
は
前
述
の
適
り
歴
史
的
必
然
性
の
把
握
可
能
性
と
、
全
国
民
経 

済
的
、
或
い
は
国
家
経
済
的
規
範
樹
立
の
可
能
性
を
信
じ

て

い

た

こ
と
は
明
ら 

か
で
あ
ヴ
、..こ
こ
に
：お
い
て
我
々
は
い
わ
ゆ
る
経
星
済
学
の
学
説
史
的
資
料 

と
し
て
の.貢
献
は
と
も
角
と
し
、
そ
.の
方
法
的
態
度
に
は
全
く
賛
同
す
る
わ
け 

に
は
ゆ
か
な
い。

”',

•

か
く
し
て
我
々
は
三
六
年
to
.
.
.

「

認
識
対
象」

に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼 

が
い
が
に
、王
張
し
た
か
は
く
り
返
さ
な

.い
が
、
我
々
は
少
な
く
と
も
、
三
六
年 

の
；シ
エ.丨
ゾ
ブ
ル
.丨

.
ク

は
、..ゥ

エ

.1

、
、ハ

1

’

ゾ

：

ン
バ
.
ル

ト

の

主

張

す

る

い

わ

ゆ 

る
：

T

歴
史
的
文
化
科
学
の
場
合

…
…

そ
れ
は
諸
々
の
文
化
現
象
を

…
…

そ
の
発 

生
の
諸
条
件
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
を
教
え
る
の
で
と
い
っ
た 

意
味
を
、
又「

事
物
の
実
質
的
関
連
で
は
な
し
に
、
間
題
の
思
想
的
連
関
：が
科 

学
の
研
篼
領

S

の
根
底
に
苗
す
る
。
新
し
い
方
法
に
ょ
り
新
し
い
問
題
が
追
求 

さ
れ
、
そ
れ
に
ょ
一
て
新
し
い
意
義
あ
る
観
点
の
開
示
す
る
真
理
が
発
見
さ
れ 

る
と
こ
ろ
に

1
つ

の

新

し

い

科

学

が

成

立

：
つ
'
の

で

あ

る

：

一.

と

い

う

こ

と

！
？
-
、
そ

し
て
又
.

「

一
つ
の
理
論
を
建
て
る
と
は
ー

…

個
々
.の
概
念
をI

，
つ

の

体

系

的

統

.

. 

一
に
結
合
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
，
又

謹

的

意

味

関

連

.を
思
惟
関
連
に
：、
即

ち
..

.

一
つ
.の
概
念
体
系
に
転
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

」

等
と
い
マ
た
こ
と
の
真
意
... 

を
売
分
に
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
と
思
う
。
そ
し
て
我
々
は
そ
の 

.
よ
い
証
明
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
国
民
経
済
と
経

i

済
、
更
に
国
民
経
済
学
と
経 

営
経
済
学
、
及
び.そ
れ
ら
刺
学
と
そ
の
経
i

象
等
の
関
係
に
対
す
る
彼
の
主 

張
が
こ
0
間
の
科
学
主
義
令
表
明
す
る
も
の
と
思
惟
ず
る
。
：
即
ち
彼
に
よ
れ
ば 

経
営
経
済
学
は
経
済
に
よ

り

i

せ
ら
れ
る
経
営
、
：へ
即
ち
経

1

済
と
い
う̂

■ 

鎖
的
構
成
体
の
組
織
を
対
象
と
す
る
が
、
又
そ
の

_
り
で
_
_
_前
3
|3
^
の
六
，
 

項
目
に
相
当
す
る
も
の
は
I

単
に
個
別
経
済
の
み
な
ら
ず
、：，

経
済
も
対

, 

.象
と
な
り
得
る
。.而
し
規
在
の
国
民
経
済
.は

麗

的

構

成

体

で

あ

：

6:、
.

そ

れ

が
' 

完
全
■な
計
画
経
済
の
：国
民
経
済
=
封
鎖
的
構
成
体
は
現
存
し
な
い
故
に
、
国
民

：. 

経
済
は
経|

^
済
学
の
直
接
の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
る
の
セ
知
る
と

1̂

。
鍵 

っ
て
文
国
民
経
済
学
は
現
在
に
お
い
て
は

「

全
体
に
：と.づ

て

證

さ

れ

、
或

れ

ぼ.
 

達
成
さ
れ
る
べ
き
全
体
利
用
の
観
点
の
も
と
で
金
体
的
国
興
の
経
済
敗
行
為
を

. 

観
察
す
る
も
の
で
あ
り
、
''
'
.

…

：
へ

そ

れ

は
-♦
般

的

且

つ

普

遍

的

な

国

民

経

済

的

な 

る
も
の
を
確
定
し
得
ず
、
.
.举
に
所
与
な
る
も
の
と
.し
て
前
提
と
せ
ら
れ
る
経
済

.. 

秧
序
の
も
と
で
国
民
経
済
と
見
な
さ
れ
る
も
の
が
、
且

つ

又

一

定
の
全
：̂

済
■ 

目
標
が
、'ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
.い
る
が
を
単
に.確
定
し
う# j

一

)

の
み
.の 

学
問
で
あ
る
と
彼
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま

0-
.
‘
こ

こ

に

お

い 

て
は
、

前
述
せ
る
よ
う
に
、

T

認
識
論
的
に
、
.
ど
め
よ
う
に
そ
の
実
証
的
経
験
.

-

対
象
に
向
き
合
っ
て
い
る
か
と
い
う
そ
の
特
殊
的
性
質
及
び
方
法
か
ら

J

科
学

的
区
別
が
生
ず
る
の
だ
と
い.う
思
考
が
根
底
に
'あ
る
か
ら
こ
そ
か
か
る
主
張
が 

り
可
能
な
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
：
.

(

前
項
参
照)
。

.:
:

-

 

:
而

- 1
.
て
又
か
が
る
態
度
と'
い
な
か
か
る
態
览
な
る
が
故
に
彼
が
経1

済 

-の
.概
念
規
定
に
際
し
社
会
学
的
な
方
法
を.と
っ
た
こ
と
は
大
き
な
胄_
が
あ
る
'

 

と
思
わ
れ
る
。

■:
 

■'

.

'
'
.
つ
ま
り
彼
は
概
念
規
度
の
分
析
に
際
し
、
人
間
行
為
の

■分
析
か
ら
始
め
、
次

£:
£

を
目
的
意
志.に
よ
り
分
類
し
、
そ
れ
に
経
済
と
い

.う
観
点
を
か
み
合
せ•

て
、
経
®

済
の
：概
念'を
規
定
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
間

「
対
人

的
な
も
の
と.し
て
注
目
さ
れ
を
行
為
は
社
会
学
の
対
象
で
あ
る

」

.
と
し
て
こ
の

.
場
合
形
式
社
会
学
の
助
げ
を
.か
り
.て
い
る
の
で
免
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
著
作
に

.
お
い
：
て

は

、
'に
社
会
学
的
な.考
察
が
必
要
で
-あ
る
か
は
ぼ
㈣
し
て
い
な 

ニ 

(

注
一
三

) 

•

い
'。.
そ
の
•限
り
で
彼
の
真
意
は
理
解
出
来
.な
い
。
だ
が
我
々
は
、
有
限
な
能
力

を
持
っ
て
無
限
な
実
際
に
対
峠
し
、
、
し
か
も
思
惟
関
連
を
求
め
て
概
念
の
体
系 

を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
し
：て
更
に
そ
办
概
念
規
定
に
お
い
.て 

•
少
し
..で
.も
意
味s

i
、

事
実
関
連
が
把
握
：し
や
す
い
よ
う
：に
規
宏
せ
ら
る
ベ
き 

で
あ
る
と
し
た
ら
、
.我
.
4は
そ
の
前
提
部
分
に
社
会
学
の
成
果
を
利
用
す
べ
き 

だ
と
思
う
。
■何
故
な
ら

〔

ゲ
I
レ
Vン：

(
A

,*G
e
h
l
e
l
o
.

.に
よ
れ
ば「

社
会
学
は 

意
見
、.
'理
想
、.
興

味

と

：
い
：
.

っ
た
も
の
と
相I

す
る
人
間i

及
び
態
度
方
法 

.を
、
又
斯
か
る相
互

作

用

の

；
結
果
生
じ
、
且
つそ
こ
.に
包
括
さ
れる
個
人
に反
 

作
用
す
る
こ
と
な
し
に
は
存
在
せ
ぬ
処
置
、
制
度
及
び
上
襲
造
を
研
统
ヘ

^

!j 

も
の
で
あ
を
か
ら
で
あ
る
。
レ
ー
べ
、

(A. 

LOJ
w
e

)

に
よ
れ
ば

「

一

は

 

経
済
学
の
基
本
概
念
を
定
義
し
、
.他
の
社
会
諸
科
学
の
覆
の
概
念
と
対
照
す

九
五
.(

三
ニ
五)

F

.
シH

丨
ン
ブ
ル
ー
ク
を
め
ぐ
る
.若
干
の
基
本
的
問
題

.



る
の
に
役
立2

の
で
あ
り
，
且
つ
社
会
学
は

「

経
済
理
論
の' 一
般
化
を
時

6
、
.

: 

c

注
.

1.

五)

空
間
の
特
定
条
件
に
適
応
さ
せ
る
独
特
の

'与
件
を
提
供
す
る

」

%•
の

で

あ

る

..と 

い

わ

れ

て

お

り

、
，
そ

こ

|

で
若
し
も
こ
か
ら

Q

主
張
が
正
し
け
れ
ば
、
趣
論
の
も 

:つ
.抽
象
的
方
式
に
入
魂
す
る
も
％
は

正

に

隻

5

で4

り
、
.我
々
は
社
会
学
の
：
 

.

.援
助
を
強
く
う
け
る
ベ
^'
で
あ
ろ
う
。
ノ
.
' 

> 

:
か
く
し
て
疑
問
点
、
.
.批
判
点
は'多

く

存

在

す

る

が

、
.

-,
讓

対

象1_
.に
お
い
て 

は
科
学
主
義
的
態
度
が
徹
底
さ
れ
て
い

.
る

と

考

え

た

い

。

従

.-
?
て

文

彼

に

対

す 

る

--
.
般
的
風
潮
は
改
め
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
又
そ
れ
と
同
時
に
現
在
間
辑
化
し 

て

い

る
--
1経

黨

济

学

が1_
、r

経
営
学
か

」

の
間
題
も
か
か
る
観
点
か
ら
再
考 

せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

.:■
■一
 

例
を
挙
げ
れ
ば
、
彼
が
人
間
行
為
の
分
析
か 

.ら
始
ま
？
で
封
鎖
的
構
成
体
と
し
て
め
経
塞
済
：に
い
た
る
の
で

.
あ

る

が

、
.
そ 

の
経
發1

済
と
0
量
を
中
心
と
し
た
経
済
性
思
考
を
結
び
つ
け
た
の
，は
一
は

M 

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
上
記
の

こ

と

な

ど

と考
え
#
せ
て
、 

科
学
の
最
低
綱
領
を
整
序
性
に
も
と
め
、
.そ
れ
と
同
時
に
理
解
的
方
法
を
採
用 

し
て
い.か
ん
と
す
る'ゥ
エ
!
、、
ハ
，
'丨
、
ゾ

ン

，バ

ル

>
の
方
法
を
：シ.ェ
，丨.ン
プ
ル
..丨 

ク
が
活
用
し
た
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
か
く
み
れ
ば
我
々
：は
又
シ
二

 

I
ン
プ
ル 

丨

.ク

.をレ

.
丨

マ
ン

、

シ
ユ
.！

フ
ァー

等
と
関
連
する
こ

と
.す
ら
' で
き
る
と
思
わ 

れ
る
。

.

- 

•
 

. 

.

:

.

(

注

一)

シ

1
丨

ン

プ

.ル

ー

ク

自

身

の

内

的

動

機

は

不

明

で

あ

る

が

一

般

風

潮 

に
.迎
合

し

て

い

な

い

事

は

、
年

代

的

に

分

析

す

れ

ば

自

然

と

明

ら

か

で

あ

る

。 

三

十

六

年

は

ゴ

ッ

.ト

ル
経
济
学

の

正

に

盛

ん

な

時

代

で

あ
る
。

九

六

(

三
ニ
六)

(

注

ニ) 

S
o
m
b
a
r
t
;

 

D
r
e
i

 

N
a
t
i
o
n
a
l

o:k
o
§

m
i
e
I
l
,

 

M
GJ
n
c
h
s 

u
n
d

 L
e
i
p
z
i
g
.

 

1
9
3
0
.

邦

訳 
ニ

ー

o
頁

。

(

注

三)

：w
v
s
o
m
b
a
r
t

マa
.
a
,
0

•プ

邦

訳

四1
、

五

九

、

M

ハ

六

頁

。

(

注

四)
o
g
b
u
r
n

 

a
n
d

 

N
i
m
k
o
f
E

 ; 

A

 

H
a
n
d
b
o
o
k

 o
f

 

S
o
c
i
o
l
o
g
y
,

 

L
q
n
d
o
n
,

 

M
s
- la

t
r
o
d
u
c
t
l
o
n
M
l
v
.

(

注

五)
M
a
x
W
e
b
e
r
,

 

■
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
.
a
l
s
w
e
r
u
f
”

 1
9
1
9
.

邦

訳

四
 

'

四

頁(

岩

波

阪)

。
：
.

.

(

注

六)

名

，s
o
m
b
a
r
t
; 

a
.
a
b，，
邦

訳
一
〇

五

頁

。
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注

七)
F
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s
c
h

OJn
p
s
u
g
J
u
a
s

 I
M
t
e
t
h
o
d
e
n
p
r
o
b
l
e
m
,

 

S. 

4
0
6
ノ

 

(

注

八

)

_

 W
e
b
e
r
;
^
i
s
s
e
s
c
h
a
f
t

 

als. B
e
r
u
f
.

邦

訳

四

七

頁

。 

(

注

九)

^
,
匀

&
肖

；
D
i
e
o2:
e
k
t
i
v
i
t
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:
t
 

s
o
z
i
a
l
w
i
s
w
e
s
c
h
a
f
t
l
i
— 

c
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i
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n
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 s
o
z
i
a
i
p
o
l
i
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r
k
e
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m
t
n
i
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邦
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八
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浓
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匀

-
M
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a
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a
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o
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邦

訳
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一
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(
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^

g
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p
p
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p
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”

u
e
r 

E
r
k
e
n
n
t
n
i
s
g
e
g
e
s
t
k
n
d
,

 

s. 

1
3
2
汗

(

注 

一
 

ニ) 

g
o
tr
-o:
n
p
s
u
g
;

 

a
.
a
.
p
,

 

S. 

181.

(

注

一
三)

(

注

一)

に

同
じ
。

(
注

一

四)

>
• Q®

£
®
H
s
o
z
i
a
l
i
p
s
y
c
h
o
l
o
g
i
s
c
h
e

 F
r
o
b
l
e
m
e

 i
n

 d
e
r

 

i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
n

 

G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
,
^
i
i
b
i
n
g
e
n
,

 

1949, 

S. 

3.

(

注

一

五)

L
o:
w
e; 

e
c
o
n
o
m
i
c
s

 

a
n
d

 

S
o
c
i
o
l
o
g
y
,

 

L
o
n
d
o
n
.

 

1
9
3
5

•
邦

訳

ニ

六

頁
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一

I

I

I

s 

*

A

•
.
ア

バ

ス

に

ょ

る

\

東

南

ア

ジ

ア

発

展

所

要

資

金

の

•算

定

i

ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
に
要
す
る
资
本
額
に
つ
い
て
、
と
れ
ま
で
多
く
の 

推
定
：.が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、

S 

• 

A 

•

ア
バ
ス
の.Ca

p
i
t
a
l R

e
q
u
i
r
e


m
e
n
t
s
'

 

H>
o
r t

h
e

 

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,

 

o
f

 

w
o
u
ct
-
h an
d

 

S
o
u
t
h
-
E
a
s
t

 

a

s

f

1956, 

N
e
w

 Y
o
r
k
.

は
、

シ
ン
ガ
ー
的
方
法
H
h
e 

M
e
c
h
a

'B.cs 

o
f

 

E
c
o
n
o
m
i
c

 

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,

 

A

 

q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e

 

M
o
d
e
l

!>
w
p
. 

roach, I
n
d
i
a
n

 M
c
o
n
o
m
i
c

 K
e
v
i
e
w
y
l
s
s
M
.

を
更
に
具
依
化
.し
て
展
開 

し
た
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
殊
に
、
そ
の
推
定
に
必
要
，な
人
口
増
加
率
、

.：
資
. 

本
係
数
、.貯
蓄
率
な
ど
に
つ
い^,
、

こ
れ
ま
で
の
デ
ー
タ
ー
を
集
録
、
そ
れ
か 

ら
モ
.デ
ルQ,.

作
成
を
^

J

層
現
実
化
し
ょ
ぅ
と
す
る
努
力
を
抵
っ

.：て

..い
る
と.と
は
.
. 

参
考
に
値
い
す
る
。
そ-で
、
.こ
の
.推
定
の
経
適
を
龆
介
し
、

シ
ン
ガ
丨

.
モ 

デ
ル
と
it
'
較
し
て
み
た
：い.と
思
ぅ
。'.(

本
_
は
第」

章
1

ア
ジ
ん
(0
:
経
済
構
. 

造
、
.第
二
章
経
済
成
長
理
論
の
問
題
、
第
三
章
ハ
ロ
ッ
ド
の
成
長
理
論
、
第
四
，
 

办
愛
本
係
数
と
所
要
資
本
、

'
第
五
章
所
要
資
本
問
題
の
.国
際
的
局
面
、
第
六
章
：
 

■

ア
ジ
ア
の.発
展
所
要
資
本
額
、
第
七
章
結
論
か
ら
成

^)

'
:
.

.
書

評

及
.び

紹

介
.

、

彼
の
推
定
は.

一

九
五
◦
年
を
基
点
と
し
て
、

ニ
十
年
後
、
即

ち

一

九
七
〇
年 

迄
の
期
間
を
と
る
も
の
で
あ
っ
て
、
.次
の
三
つ
め
ヶ
ー
ス
に
別
た
れ
て
い
る 

(
c
h
a
p
'

 

60 

.ケ
，
ス(

I〕

.:■
人
口
増
加
率

r

•
三
三
％〔

ヶ
I
ス(

I〕
(

瓜)

共〕

、
貯
蓄
率
四
％
、
資
本 

係
数
四
と
し
、
第

T

表
の
ご
と
く
、
一

 

九
五
〇
年
ー
人
当
り
所
得
五
〇
ド
ル
か
ら 

の
発
展
経
過
を
示
す
。
表
の
項
目

、

N 

• 

Y
I
N
•

Y-
は
一
九
五
〇
年
の||
|5
:
よ 

り
所
与
、8
は
¥
'の
四
％
、」Y

は
ハ
ロ
'■
/
ド
式
の
G

p

=

sよ
り
乂
の
ー
％ 

に
相
当
す
る
。
そ
の
条
件
の
も
と
で
推
移
す
る
と
、

一

.九
七
0
年
に
は
一
人
当 

り
の
所
得
は
四
七•〇

一
ド
ル
と
な
り
、
そ
れ
が
基
点
時
よ
り
減
少
す
る
こ
と

. 

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
即
ち
、
右
の
ご

.と
き
条
件
で
は
、
人
口
増
加
の
た
め
、 

東
南
ア
ジ
ア
の
一
人
当
り
の
所
得
水
準
は
五

0

ド

ル

を

も

維

持

し

？
％
ぬ

の

で

あ 

って
、

も
し
も
こ
れ
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
に
は
、

P

X

I

S

.
五•

三
一
一
％ 

.
の
貯
蓄
率
が
必
要
：で
あ
る
と
：い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
所
要
資
本
額
は
一 

四
億
九
三
〇
〇
万
ド
ル
と
な
る
。

•

ケ

ー

ス(

I)

こ
れ
ば
.ヶ
ー
ス.C

I
>
.

の
.ご
と
き
お
お
ざ
っ
ば
な
も
の
で
は
な
く
、
次
の
計 

画
を
条
件
と.し
て
い
る
。
第
ブ
は
人
ロ
の
自
然
増
加
の
う
ち
労
働
入
ロ
の
増
加 

を

算

，出

し

、

農

業

部

|
:

の
石
れ
ゼ
非
農
業
部
門
に
吸
収
.す
る
。
第
一
_
は
投
資
の 

配
分
軒
画
を
挿
入
す
る
。
最
初
の
十
五
年
間

(

ー
九
五0
年〜

六
五
：年
>
は
コ 

:

ロ
ン
ボ
，
プ

ラ
'ン
に

沿

い

、
、
：
表

中

の

，よ

う

な

配

分

を

行

い

、
最

後

の

五

力

年

(

一 

九
六
方
年

〜

七

:0
.年
}
.は
こ
れ
を
変
化
せ
し
め
る
。
こ
の
投
資
配
分
状
態
は
当

.
 

九

七

Q
三

七

)


