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四

(

六
六
六)

’

■'

の
適
用
は
余
り
に
単
純
で
あ
り
、
重
工
業
優

： ■

巻
.で
、
.社
会
主
義
で
は
剰
余
労
働
と
必
要
労
働
と
に
分
け
ら
れ
な
い
と
述
べ
て 

へ
^

-'

つ(

て
も
説
得
的
で.な
，いし
、

：

生
産
的
い
る
の
を
引
用

^

て
^

る
'«

第
三
卷
で
は
分
離
が.「

1

跌
に
常
に
本
質
的
で 

国
民
所
得
の
概
念
も
公
式
的
な
憾
み
が
あ
-.
:

-

_;f
e

方
1-
-

と
述
べ
て
い
る.こ
と
を
無
視
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
，

(

加

藤
.
寬)

■ 

.

.

.る

.0

し
か
し
こ
れ
ら
の
重
要
な
問
題
に
つ
レ
：

し
‘

：

'
.
.

V

I

:

.

(

近
く
ま
と
め
て
論
じK

で
、'.
.
.こ
こ
で
は
省
略
し
て
お
き
、
ニ

 

•
三

の
.:
.

。：
細
か
：い
点
裏
げ
て
み
よ
う
？
 

.

'
'

.

.
 

^
.
•『

ミ
ル
と
マ
ル
ト
ク
ス

』

:

:
;労
働
カ
の
再
生
産
に
は
、
労

寶

：の
数
の
'

ぃ'-
.'
:,
丨

へ
—

大

* i
w
.

の

向

上

も

必

要

で

あ

る

の

に

触_

本
主
義
体
制
の
矛
盾
が
労
働
者
階
級
の
窮
の
階
級
対
立
を
適
じ

. 

れ
ら
れ
て
い.な
い
。
第
六
章.の
生
活
水
準
の' 

て
鋭
く
表
面
化
し
て
き
た
一
九
世
紀
中
葉
、
と
も
に
こ
の

「

現
実
を
批
判
的
.
. 

句
上
で
は
、
ひ
た
す
ら
統
計
に
よ
づ
て
外
国
前
進
的
に
方
向
づ
け
よ
う
と
す
る
思
想
家

」

上
し
て
あ
^
わ
れ
た
マ
ル
ク
ス
と 

:

と
の
比
軟
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
：す
ぎ''
.

'
ミ
ル
が
、
い
れ
：に
し
て
、
ま
た
何
故
に
、
非
常
に
異
な
る
思
想
体
系
を
き
づ
き 

な
い
。
：
更
に
彼
が
用
い
る;-
,「

均
衡」

，「

弾
力
.

あ
げ
、
全
く
異
な'る
方
向
に
®

K

打
開
：の
道
を
も
と
め
て
い
っ
た
の
か
I

こ
. 

.

性
—

の
薇
念
が
明
確
で
な
い‘

つ
り
あ
い」

の
問
題
意
識
が
綿
密
で
体
系
的
な
研
究
の
な
が
に
.一
貫
し
て
、
し
かI

実
に 

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
た
め
、
本
書
は
ま
こ
と
に
み
ご
と
な
迫
力
あ
る
も
.のと
な 

重
工
業
優
先
の
根
拠
は
過
去
の
ソ
ビ
エ
ト
の
?て

い
る
。
そ

こ

に

は「

一

一
つ
の
経
済
学
の
対
決

」

パ
と
い
う
最
近
'©.分
析
に
と 

発
展
が
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
所
に
お
か
く
み
ら
れ
が
ち
な
皮
相
性
や
安
易
さ
は
す
こ
し

^

い
じ
ら
れ
な
い
。

'
か
れ
て
.い
る
よ
う
で
、
：そ
の
法
則
の
絶
対
的

 

X

■

■

X 

X

意
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
■彼
は
農
業
生
本
書
は
第
一
部

「

マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
基
本
篇

-T

と
、
第

二

部
7

.

S

.
 

産
物
が
ニ
つ
のM

に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
ミ
ル
に
お
け
る
社
会
主
義
の
問
題

」

と
か
ら
な
っ
て
い
る
。

示
し
な
が
ら
建
設
部

£
：

生
産
物
を
忘
れ
て
い
第
一
部
。まずマ

ル
ク
ス
経
済
学
の
基
本
的
視
角
が
'
一
痧
あ
た
え
ら
れ
た
段 

る
。
' ま
た
彼
は
、
マ
ル
ク
ス
が
資
本
論
第
一
階
と
し
て
、
一
八
四
西
年
エ
ン

V

ル
ス
.
.

『

経
済
学
批
判
大
綱

』
(

第
一
章

)

A

同
年
マ
ル
ク
ス『

経
済
学
.
哲
学
手
稿』

(

第
一
一
章-

)

が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。

第

I

章
で
は
渡
英
前
す
.で
に
共
産
主
義
的
思
想
へ
の
一
歩
を
ふ
；み
だ
し
て
い 

たH

ン
ゲ
ル
ス
が
、
マ
ン
チH

ス
タ
'丨
で
資
本
主
義
の
な
ま
な
ま
し
い
現
実
を 

身
ぢ
か
に
観
察
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、「

経
済
^

i
l
i
k」

(

傍
点
引
用
考
•似
下
同 

様)

が

「

近
代
世
界
に
お
.い
て
は
、
決
定
的
な
歴
史
的
力
で
あ
りJ

,「

階
級
対 

.
立

の

お

こ

る

基

盤

で

あ

る

」
(

エ
ン
ゲ
ル
ス)

こ
と
を
痛
切
に
自
覚
し
、
自
由
主 

義
経
済
学
の
批
判
を
通
じ
て
私
有
財
産
制
に
お
け
る
競
争
の
不
道
徳
性
と
非
人 

間
性
、
競
争
の
.発
展
の
歴
史
的
必
然
性
を
明
確
に
し
、
そ
れ
を
基
軸
と
し
て
経 

済
的
運
動
の
^
^
結
を
追
求
し
て
い
っ
た
視
角
と
論
理
が
え
が
ぎ
だ
さ
れ
る
。

第
二
章
.で
は
マル
ク
ス
の

人

間

の

自

己

の

認
㈱

、
人
間
解
^
と
い
う
ヒ 

:

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
、
い
わ
ゆ
る
コ
ー
一
つ
.
の
源
泉
の
批
判」

，.の
融
合
にょ
っ

て
、 

疎
外
を
う
み
だ
す
経
妒
的i

係——

私
有
財
産
制
に
お
け
る
分
修

—

の
.研 

究
に
し
ぼ
ら
れ
、「

労
働
の
自
己
疎
外.と
そ
の
止
揚」

ど
い
5:

認
識
に
結
晶
し
. 

て
い
く
点
が『

手
稿1

,

に
：お
い
て——

，

「

最
も
•原
初
的
形
態j:.

で
そ
は
あ
る
が 

|

解
明
さ
れ
る
。
，
.
'

-

.

... 

■ 

:
.
v
:
:
:
:
.

こ

う

し

て

前

半

で

は

経

済

分

析

の

基

本

的

視

角

^
,
独

自

的

な

歴

史

観

：
“
人

間

V 

観
を
も
と
に
し
て
、「

経
済
的
事
実」

.
の
.韻
い
観
察
を
媒
介
と
し
つ
つ
う
み
だ
' 

さ
れ
，て
い
っ
た
過
程
が
お
さ
え
ら
れ
：る

が
し
か
U

他

面

で

：は

か

か

：る

.基

本

的. 

認

識

：か

ら

経

済

4
=

『

資
本
論』

体
系
が
確
立
さ
れ
る
た
め
に
は
：一：一
十
年
余
の 

「

访

る

か

：に

遠

い

刻

苦

に

み

ち

だ

靈

過

程

.

一

が
必
要
セ
あ
.マ
た
と
、
-：
わ
龙 

こ
の
.経
済
.学
研
统
に
ょ
'
.っ.て
思
想
自
.体
が
：ま
す
ま
す
確
固
た
る
も
の
と
な
づ
て 

い
つ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
こ
.の
点
が
後
半
の
テ_

マ
と
さ
れ
る
。
こ
C

で『

手

稿』

以
前
と『

資
本
論』

段
階
を
、
哲
学
者
マ
ル
ク
ス
と
経
済
学
者
マ
ル
ク
ス 

と
い
う
よ
う
に
機
械
的
に
對
立
さ
：せ
た
り
、
あ
る
い
は
反
対
に

『

手
稿』

の
な 

か
に『

資
本
論』

の
論
理
を
直
接
的.に
よ
み
と
り
、
経
済
学
確
立
の
罟
難
と
そ
の 

意
義
を
見
失
う
傾
向
を
批
判
し
、

マ
ル
ク
ス
^-
済
学
の
形
成
と
#
質
を
思
想
と 

S

S

で
把
灰
4
 
}
と
す
る
，

の
意
欲
的
立
場
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

' 

.さ
て
後
半
で.は
四
八
年
革
命
の
敗
北
後
、
亡
命
地
ロ
.
ン
ド
ゾ

で
再
開
さ
れ
た 

経
済
学
の
系
統
的
研
究
の
過
程
で
、
T

f

さ
れ
た
労
働」

と
い
う
初
期
の
認
識 

'
が
、
商

品
;*

価
値
の
分
析
を
基#

い
い
’

.

(

絶
対
的)

剰

余

濃

論

に

結
#

し 

た
点
|

標

準

労

働

日

を

め

'

-<
'

る

労

資

の

激

し

い

搿

立

に

办

ん

す

る

正

し

い

洞
 

察
が
こ
れ
を
可
能
に
し
た
点|

(

第
三
章)

、
こ
の
必
要
労
働
と
剰
余
労
働
の 

概

念

が「
『

資
本
論1

め
.基
礎
範
疇」

と
し
て
も
：つ®

 

.

(

第
四
章
前
半)

が 

解
明
さ
れ
る
。
た
だ
し
労
働
が
人
間
に
と
っ
て
、
歴
史
の
発
展
に
と
っ
て
も
つ 

意
義
.は

：

「

も
は
や
単
な
る
マ
：ル
タ
ス
経
済
学
の
間
題
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

マ 

ル
：.ク
'
.ス
.の
人
間
観
な.い
し
世
界
観
に
も.か
.か
：.わ
る
間
題
で
も
あ
る

」

.(

九
は
著 

者
の
，傍
S

か
ら
、
必
要
労
働
と
剰
余
労
働
の
概
念
が
.ひ
と
り「

於
§

の
経
済 

学
の
み
な
ら
ず
広
義
の
経
済
学
'の
研
究
に
対
•し
て
も
有
す
る
決
定
的
重
要
性

」

を
理
解
す
べ
き
で
：あ
る
と
ざ
れ
る

(

第
四
氧
後
半)

。

；

.

.

以
.上
第
.

一

.部
の
雛
想
は
、.

『

手稿
』
-:>『

資
本
論』

：を
つ
..ら
ぬ
く
基
本
線
を「

労 

働
の
.疎
外
と
そ
の
止
揚」

と
...
い
う
認
識
に
も
と
め
、
こ
れ
こ
そ
が
マ
ル
ク
ス
経 

済
学
ひ
.い
.，て
は
思
想
体
系
の
塞
軸
を
办
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ

の 

理
論
化
'の
過
程
と
'理
論
内
容
.の
分
析
’に
よ
っ
て
マ
ル
ク
メ
経
済
学
の
形
成
と
そ 

の
基
本
的
性
格
を
思
想
の
成
熟
と
め®t

で
把
：え
よ
う
と
し
た
も
の
と
理
解
さ



I

X 

-

■'
-.
X

,
::::xv:..' 

,
: 

,

■:.: 

第
一1

部
は
'マ
ル
.ク
ス
と
の
比
較
を
念
頭
に
お
き
っ
：っ
、
社
会
主
義
；

,の
対
決
-
'
. 

と
い
ぅ
点
に
焦
点
を
ー
し
ぼ
り
、
：：

「
j

八
三
〇
年
頃
か
ら
掇
頭
し
、..四
八
年
革
命
， 

を
劃
期
と
す
る
規
代
史
の
基
本
線
と
のi

に
お
い
て」

い
ヾ
、'、
ル
の
思
想
体
系
；
 

の
.特
質
を
浮
0
.り
に
し
ょ
ぅ
と
す
る.，。
.

ミ
ル
の
思
想
的
籠
と
成
熟
を
あ
と
：づ
け
だ
第
ー
章
ヤ
は
ゥ
.ミ
ル
：
の
社
会
主
ン

.
 

義
論
が
ど
こ
ま
で
も「

啓
蒙
思
潮
の
一
九

世

紀

.イ

ギ

リ

ス

的

一
ま

®」

た

る

哲

.
 

学
的
急
進
主
義
の
被
宛
で
あ
っ
た
点
、
し
か
し
そ
れ
は
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
め
相
：
 

対
的
安
定
性
に
さ
さ
え
ら
.れ
た「

イ
ギ
リ
ス
自
ft
主
義
の
伝
統
的
な
健
康
さ
な
_
 

.い
し
し
ぶ
と
さ」

を
も
っ
て
い
た
点
が
注
目
さ
' ^
る
。

.:

第
一一

章
で
は
：ミ.ル
と
マ
ル
：ク.ス
が
同
じ
時
代
め
現
実
と
対
決
し
、.•>
も

に

イ
. 

'ギ
リ
.ス
W
典
学
派
. 

'
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学.
•：
フ
ラ
ン
..ス.社
会
主
義
を
批
判
的
，
.に
：
 

研
究
し
つ
つ
み
ず.か
ら
の
.体
系
化
を
は
か
り
な
が
ら
も
、
四
八
年
に
は

『

経
済 

学
原
理』

;>『

共
産
党
宣
言』

、
、
五
九
年
に
は『

自
由
論』

と

『

経
済
学
批
判』 

と
い
ぅ
形
で
、.そ
の
'差
を
ま
す
ま
す
、決
定
的
に
し
て
：い
く
過
程
が
簡
潔
•
明
瞭 

に
え
が
き
だ
さ
れ
る0 

も
っ
と
も
そ
こ
で
：は
力
点
が
マ
ル
ク
ス
：

の
ミ

ル
批
判
の
観
点
'の
成
熟
と
い
ぅ 

点
に
お
か
.れ
て
い
る
た
め
、
ミ
ル
の
砠
胄
M

双
の
過
程
は
精
^
をか
い
て
い
る 

が
、
こ
れ
は
そ
の'過
程
の
特
徴
を
集
約
的
に
表
現
し
た
遺
稿

『

社
会主

；！

論』

の
分
析(

第
三
章)

、
で
お
ぎ
な
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
六
〇
年
域
降
、
.ム
方
で
は 

国
際
的
規
模
で
の
労
働
運
動
の.薪
展
開
に
直
面
し
て「

憂
慮」

を
.ふ
が
め
る
と

•

.

1

ブ

六(

六
六
八)

と
も
に
、
：
他
方
で
は
ィ
ギ
リ
ス.資
本
主
義
の
繁
栄
に
よ
っ
て
改
良
へ
の

「

自
信」 

を
強
め
.て

い
.-

た
ミ
ル
の
：親
実
対
疮
の
し
か
た
が
、
遺
稿
の
：ニ
つ
の
特
徴

-

—

. 

革
命
：§
社
会
主
義
.へ
：の「

防
衛
的
態
度」

：-と

「

現
体
制
に
対
す
る
い
ち
じ
る
し 

い
楽
観
的
態
度1-——

の
分
析
を
通
じ
て
明
泛
さ
れ
る
。
.な
お
こ
こ
で
罾
罾
の 

勤
後
七
三
年
恐
慌
に
は
じ
ま
る
大
不
況
が
、
ミ
ル
の
希
畠
を
た
く
し

.た
生
_
畠 

同
組
合
を
破
滅
さ
せ
、
ミ
ル.の
い
う
自
由
競
争
.の
利
点
を
独
占
化
の
な
か
で
む 

な
し
い
も
の
と
し
て
い
っ̂
こ
と
を
思
い
あ
わ
す'、へ
き
で
あ
ろ
う
。

.第
西
章
で
は
近
代
日
本
に
お
よ
ぼ
し
た
ミ
ル
の
影
響
に
言
及
さ
れ
る
が
、

ミ 

ル
の
う
け
：い
れ
：か
た
に
日
本
め
.近
代
思
想
形
成
の
特
徵
が
反
陝
さ
れ
て
い
る
点 

匁
興
味
ぶ
か
：い
も
の
が
あ
る。
：..

X 

X 

X 

.本
書
か
ら
.ま
ず
考
ぇ
さ
せ
ら
れ
た
の
は
.、
経
済
丨
办
ろ
く
铽
社
会
体
制
に
た 

い
す
る
歴
史
的
認
識
が.経
済
学
確
立
に
お
い
て
も
つ
意
養
と
、
他
面
経
済
学
に 

よ
る
経
済
機
搆
の
分
析
が
体
制
認
識

=

体
制
批
判
自
体
を
深
化
し
規
定
づ
け
る 

作
用
で
あ
る
0:
こ
れ
は
ミ
ル
と
マ
ル
ク
ス
が
内
容
的
に
非
常
に
異
な
る
と
は
い 

え
、

と

も

に「

単
な
る
職
人
的
科
学
者
な
ら
ぬ
思
想
家
と
よ
ば
れ
る
-に
あ
た

.い

. 

す
る
人

.々
1-
-で
あ
り
、
彼
ら
の
経
済
学
が.広
大
な
る
思
想
か
ら
分
出
さ
れ
、
他 

面
で
：は
経
済
学
に
よ
る
経
济
機
構
の
分
析
が
彼
ら
の
思
想
の
成
熟

•

体
系
化
を

I

方
向
づ
け
た
か
ら
.で
：あ
ろ
う
。
：

:
第
一
部
で
は
マ
ル
ク
ス.を
通

1>
て
右
の
1

性
が
明
確
に
把
え
ら
れ
て
い
る 

が
、
第
一
一
部
ミ
ル
で
は
十
分
と
は
思
ん.な
い
。
も
っ
と
も
第
一
一
部
は
ミ
ル
の
社 

会

主

義

論

が

現

在

な

お

「

革
命
的
社
会
主
義
に
対
抗
す
る
諸
植
の

『

社
会
主
義』

…
…

に

と
っ
て
有
力
な
一
想
源」

と
な
っ
て
い
る
と
い
う現
代
的
課
題
意
識
か- 

ら
、
 

彼
の
改
良
主
義
的
挫
格
の
分
析
に
主
眼
が
お
か
れ
、
そ
の
か

.ぎ
り
で
は
す
. 

ぐ
れ
た
解
答
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
社
会
主
義
の
内 

容

が「

経
済
的
！

i

実」

を
い
か
に̂

㈣

•
批
判
す
る
か
に.大

き

く

依

^

す
る
こ 

と
を
考
え
れ
ば
、
た
と
え
右
の
課
題
意
識
に
た
っ
て
も
、
第
一

.
部
の
ご
と
く̂
! 

済
学
の
形
成
と
そ
の
基
本
性
格
に
焦
点
を
し
ぽ
る
意
義
は
十
分
あ
る
し
、
そ
の 

方
が
第
.

1

部
と
の
内
容
的
つ
な
が
り
を
も
ふ
か
め
、

マ
ル
ク
ス
と
の
対
比
を
一

. 

層
明
確
に
し
た
の
で
ば
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 

,

.

.

マ
ル
.ク
ス
主
義
思
想
の
特
質
が

「

労
働
の
発
展
史
の
う
ち
に
社
会
の
歴
史
全 

体
を
理
解
す
る
鍵
を
み.と
め
た」

.点
に
あ
り(『

フ
ォ
ィ
エ
ル

.パ
ッ
ハ
論』)

、
こ 

の
.独
自
な
労
働
観
が
経
済
学
体
系.の
支
柱
を
な
す
も
の
で
あ
，っ
た
と
す
れ
ば
、

■ 

ミ
ル
に
あ
っ

て

は
こ
の
点
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
差
は
ミ
ル
の
経
汾
扑
基
餘 

i

疇や
！！

済
法
貤
か
砂
觀
に
ど
う
具
体
化
し
て
い
る
の
か
一
^
本
家
の
.r

努 

力」

.(

そ
の
報
酬=

利
潤)

と
^

の「

$

_」
(

.そ
の
報
酬
h
労
賃)

と
の 

同
一
視
、労
働
価
値
論
の
形
骸
化
、
生
産
法
則
と
分
配
法
則
の
理
解
な
ど

1

。 

ま
た
か
か
る

©

M
の
う
え
に
霞
開
さ
れ
た
釙
か
か
猞
聆

al
'

iが
い
か
な
る
き
恥 

的
欠
陥
を
も
ち
、
そ
の
欠
陥
が
標
準
労
働
日
の
肿
題
、
労
働
階
級
の
窮
乏
化
、 

周
期
的
恐
慌
な
ど
、
現
実
の
経
済
的
矛
盾
の
客
観
的
分
析
を
い
か
に
.さ
ま
た
げ 

た
の
か
。
-

—

こ
の
ょ
う
に
商
者
の
体
制
認
識
の
差
を
皆
於
办
あ
奶
か
か
妒
か 

領
域
に
ひ
き
ぃ
れ
て
、.両
者
の
蟛
撕
1 '
|
か
%'
6
务
餘
阶
1£
'
会
他
>:
'
い
”
彭
 

♦ま
で
ほ
り
さ
げ
て
、
対
決.せ
，し
め
た
：な
ら
ば
、

マ
ル
ク
ス
が
資
本
主
義
体
制
の 

歴
史
的
認
識
の
う
え.に
経
済
学
を
確
立
し.た
こ
と
の
意
義
も
、
ま
たミ
.

ル
が
終

書
評
及
び
細
.介

生
ブ
ル
ジ
a 

7.
.
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
体
制
批
判
の
域
を
こ
え
え
な
か
っ 

.
た
基
礎
も
二
層
明
瞭
に
な-?
'

た
の
で
は
：な
か
ろ5

か
。

.

.こ
う
し
た
ミ
ル
研
究
は
経
済
学
説
史
研
猎
と
い
う
観
点
か
ら
も
重
要
な
意
味 

を
も
っ
て
い
る
。
罾

豸

は

た

と

え

「

ミ
ル
の
矹
@

ギ
の
個
々
の
殳
趴
砠
具
の
多 

く
は
時
代
お
く
れ
'に
：な
っ
て
し
ま
.っ

た

(

ビ
グー

)

と
し
て
も
、
そ
の
社
会
哲 

.学
は
な
お
死
な
ず」

と
い
う
観
点
か
ら
、
前
述
.の
ょ
う
に
ミ
ル
社
会
主
義
論
分 

祈

に「

現
代
的
意
義」

を
も
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
は
る
か
に
精 

綴
な
分
析
用
具
を
も
つ
と
誇
る
ピ
グ
ー
自
身
の
な
か
に
、
-ミ
ル

と#'
常

に

ち

か
 

.い
生
産

.
•分
翻
法
則
の
理
解
、
.基
本
的
諸
範
疇
の
把
握
が
み
い
だ
さ
れ
る
こ
と 

を
考
え
れ
ば
、

ミ
ル
経
済
学
を
そ
の
後
の
経
済
学
説
の
：な
が
れ
の
な
か
で
位
置 

づ
け
る
仕
事
も
現
在
決
じ
て

「

意
義」

な
き
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
む
し
ろ
、 

.

.
従
来
わ
、が
国
の
学
説
史
研
究
が
も
.っ
ぱ
ら
'ス
ミ
ス
丨
リ

，力
.
.
1
'
^

Vマ
ル
、ク
ス
に 

集
中
し
、

ミ
ル
に
い
た
る
な
が
れ
を
い
わ
ゆ
る
俗
流
化
と
し
て
p
ii
し
て
き
た 

こ
と
が
、

ミ
ル
双
罾
の
学_
殳
矹
を
の
@
目
か
を
う
む
に
い
た
っ
た
こ
と
を
現 

在
反
省
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

 

•

' 
、、、
ル
研
究
の
第
一
人
者
と
.い
わ
れ
る
著
者
の
綿
密
か
つ
意
欲
的
な
研
绝
に
感 

.絡
し
た
だ
け
に
ソ
本
書
の
領
域
を
こ
え
た
希
望
も
の
べ
、
研
淹
の
発
展
を
期
待 

し
た
し
だ
い
.で
あ
る

*

注

、
な
.也
こ
の
問
題
を
ス
ミ
ス
に

'お
.い
て
考
え
る
う
え
に
、
内
田
義
彦
氏
の 

.力
作

『

経
済
学
の
生
誕

』

を
是
非
參
照
さ
れ
る
ょ
う
す
す
め
た
い
。
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