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脱
脂
綿
•

編
帯
等
か
ら
な
る『

衛
生
材
料』

ほ

『

医
療
機
械』

.

と
関
連
し
^

、
：
こ
冷
I

密
機
械」

：：に
分
類
さ
れ
た
.

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
再
生 

産
構
造
に
お
げ
る
位
置
も
儀
能
も
、
全
く
：r

精
密
機
械
,-

と
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
.
.

『

衛
生
材
料』

を

「

精
密
機
械」

(

基)

.
へ

入

ー

れ

る

こ

と

自

 

体
誤
り
で
あ
ろ
う
。
：：

最
後
.：に

「
光
学
器
具」

(

基)

は

.：前
稿
の
消
費
手
段
生
産
部
門
の
検
3
3に
お
い
て1

^

と
り
あ
げ
：た)(

前
稿
五
九
頁
参
照)

が
、
.

「

固
定
^
本
孩 

成」

.と
な
る
部
分
も
若
干
あ
る9

で
、
再
び
ふ
れ
て
お
く
。：『

ヵ
メ
1フ』

,は

「

A
額—

自
部£

：

内
販
売」

め
ー
ー
一
三
V

六
％
が
、『

そ
の
：他
の
光
学 

機
械』

「

は
，一
四• 

ニ
%
が
固
定
資
本
形
成
に
入
っ
て
-1
'
く
。

こ
れ
ら
の
う
ち
若
干
の
部
分
は
、
印
^

等
の
労
働
手
段
と
し
て
機
能
す
る
は
ず
で 

‘あ
る

が

大

啬

么

は

映

画

やV

医
療
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
業
の
耐
久
的
設
備AJ

し
て
機
能
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
，「

光
学
器
具」

(

基)

に

、：『

写

真

感

光

材

料

』

が

入

っ

て

い

る

が
'
こ
れ
も
、
関
連
あ
る
も
の
：と
は
い
え
、
機

械
..
;器
具
と
は
厳
に
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、「

精
密 

.機
械」

の
な
か
の『

衛
生
材
料』

と
同
様
、
部
門
分
類
上
、
き
わ
め
て
不
合
理
な
も
の
と
.い
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。(『

写
真
感
光
材
料』

は
、「

光
学
器 

.
'具」

.の
う
ち
、
か
た
り
の
比
重
を
し

め

る

が
、
こ

の
三
五
.-
.

一
 
％
は『

映
画』

へ
、
' 一二
ハ
•

六
%
は『

そ
の
他
の
対
個
人
サ
丨
ビ
ス』

へ
販
売
さ
れ
、
ニ
五
ニ
ー
％ 

が
直
接
麗
さ
れ
る
。「

光
学
器
具」

(

基)

全
体
と
し
て
み
る
と
、
直
接
消
費
さ
れ
る
も
办
の
比
率
も
、「

固
定
資
本
形
成」

と
な
る
も
の
'の
比
率
も
、
低
率
で
あ 

る
が
、
そ
の
.
.一因
は
.こ
う
し
.た
.
.とこ
ろ
に
.あ
る
>)

.

. 

■

5 

.

.

.

.

. 

.

.

. 

.

.

.

な

お

第

1,
2
表
以
外
で
は
、『

特
殊
産
業
機
械』

の
七
、.
.

1.

七
一
'(

百
万
円)

(

国
内
生
産
額
の
み)

が
.、
,'
娯
楽
器
、

販
売
機
等
の
商
業•

サ
ー
ビ
ス 

用
機
械
で
あ
る
。(

本
文
七
三
頁
参
照)

:

r
.
:丨

：

.

.

 

.

'

一

■
. 

.
 

.

.

.

,

■

.
 

..

. 

. 

. 

.. 

. 

..
.

付
記
本
稿
は
、
昭
和
四
〇
年
度
、
慶
応
義
塾
学
事
振
興
助
成
金
に
ょ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
 

.

T

ダ
厶

•
ス

ミ

ス

と

エ

ド

マ

ン

ド

•
パ

丨

ク

(

三

)
. 

' 

- 

ノ

I

そ
の
社
会
観
と
経
済
思
想
を
め
ぐ
っ
て

_

I

' 

•
-

. 

ノ

白

井

.

厚

.

. 

' 
、： 

. 

.

 

1
、

二
人
の
交
友 

•

ニ
、
0

'ヒ
ユー

ム
の
ニ
つ
の
1

補
論
1

W

.ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
の
パ
丨
ク
観

(

以
上
五
五
卷
三
号)

三
、
J 

• 
口
ッ
ク
に
お
け
る
国
家
論
の
原
型 

--
 

四

D

•
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
保
守
主
義
と
近
代
性 

五
、.
<
:
.ス
ミ
ス
.に
お
け
る
歴
史
と
国
家(

以
上
五
五
卷
ー
ニ
号)

J

T

:

;

! S
.

.

•
 

.

、
’

前
二
回

I

ぃ
て
、
ヒ
ュ
丨
ム
に
は
、

.
ス
ミ
ス
に
つ
な
が
る
重
商
主
義
批
判
、
新
し
い
社
会
体
制
の
認
識
と
い
う
面
と
、
パ
I
ク
に
つ
な
が
る 

便
宜
主
義
、
既
成
秩
序
の
尊
重
と
い
う
ニ
面
が
あ
る
こ
と
、

ロ
ッ
ク
の
国
家
論
は
、
.国
家
の
成
立
に
■つ
い
て
内
因
説
と
外
因
説
が
あ
り
、
ま
た
国 

家
の
目
的
は
私
有
財
産
の

保
持
と
公
共
の
利
益
の
一
.一
つ
が
あ
る
こ
と
、
' ヒ

.
ュ

丨

ム

の

国

家

論

は

ノ

 

ロ
ッ
ク
と
同
じ
ょ
う
に
内
麗
と
外
麗
が
あ 

る

力

:■
•全
体
主
義
的
な
性
格
が
強
く
、
，統
治
者
の
優
位
を
認
め
て
い
る
こ
^
、
反
抗
権
な
ど
：.を
否
定
し
て
保
守
的
か
弁
護
論
と
な
っ
.て
い
る
こ
と 

ア
ダ
ム…

、、
ス
f

マ
ン
"
十

£

) 

■ 

5五

(

八
九
七)



’ 

1〇
六

.

(

八
九
八)

を
述
べ
た
。
そ
し
て
ス
ミ
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
代
が
ゥ
ィ
ル
ク
ス
事
件
や
食
1
主
赣
思
想
の
盛
ん
な
睜
で
あ
る
に
.も
か
か
わ
ら
ず
、
共
和
主

:»
へ
の
共
感
と
根
強
い
保
守
性
の
ニ
つ
を
^

っ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
た
。
：.今
回
、は
ス
ミ
ス
-に

つ
い
て
さ
ら
に
く
，わ
し
く
見
よ
う
。

.

.

. 

.

-
 

.

.

.

.

-

:

:,'
く

.

：

.

V 

- 

 ̂

,
.
v
,
- 

■

-
 

,■ 

 ̂

,
' 

、
:

■'
:

.

-

•

;

-

エ
デ
ィ
‘

ン
- <

ラ
講
義〕

'.
'

(

ー'.
七
四 

為

：
,
：
;

こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ふ
つ
う
文
学
フ
文
芸
批
評
、
法
学
と
い
わ
れ
、
そ
の
内
容
は
、
言
語
1#
、
0

0

0

^

.

哲
学
史
、
お
よ
び
経
済
学
を
含 

め
た
法
学
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
が
、

ス
チ
ユ
アー

卜
の
伝
え
る
よ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
法
思
想
の
影
響
、̂
;

 

強
く
現
わ
れ
て
い
る
と
と
、
国
家
権
力
の
縮
小
と
い
う
考
え
が
端
的
^
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

.

.
:.
,

ぐ
'
.
:■
■:
'
_,

/

;

:

'
 

■
 

■

,

へ

' 

■,
.■

'

■ 

- 

■ 

:

■

-
 

, 

■ 

; 

■ 

■ 

■ 

. 

■

.
 

■ 

.

C
H

デ
ィ
ン
バ
ラ
評
論
へ
の
手
紙

〕
(

一
七
五
六
年

)

'

M
w

H
r

g
h

 

R
e
v

 

ぎ

に

^

A

 

D
M

m
a

r
y

 
Q
f

 

t
h
e

 

E
n
g
l
i
s
h

 

L
d

n
g

m
g

e
,

 

b
y

 

g
i
s
i 

Johnson, A. 

M
.

 Knapton, 2 vols. 

Folio, 41. 

15 s

•
を
ー
七
五
五
年
七
月
号(

創
刊
号)

:-
に
書
い
，て
い
る
が
、
こ
れ
は
ジ
ョ
ン
ス
ン
の
辞
典
の
書
評
で
あ
っ
て
、
彼
の
.功
績
を
認
め
な
が
ら
も 

外
見
上
.は
同
意
義
に
見
え
る
言
葉
を
区
別
す
る
た
：め
に
十
分
な
注
意
：が
払
わ
れ
て
い
な
い
と
し
て

:
自

らB
u
t

と

H
u
m
o
u
r

に
つ
い
て
の
手

本
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
.' 従
っ
て
当
時
の
彼
の
修
辞
学
や
文
学
に
つ
い
て
の
関
心
の
深
ざ
：を
示
す
程
度
，の
意
味
し
か
ヒ
い

。

-
* 

• 

.

.

.

. 

:

そ
れ
に
対
し
て
、

>
,Letter to the Authors of the Edinburgh 

m

m

に
お
い
て
は
、

ス
ミ
ス
は
評
論
の
範
囲
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に

.

.

.
 

.

と
ど
め
ず
ョ

I
I:
ッ
パ
ー
般
特
に
フ
ラ
ン
ス
に
ま
で
拡
げ
る
こ
と
を
提
唱
し
、
百
科
全
書
派
に
対
す
る
.理
解
、
ル
ソ
ー
の
共
和
主
義
に
対
す
る
共 

感
を
示
し
て
い
る
。
‘す
な
わ
ぢ
'

「

放
蕩
な
マ
ソ
デ
ヴ
ィ
ル
氏
の
原
理
や
観
念
が
、，
プ
ラ
ト
ー
の
道
猶
の
持
つ
す
べ
て
の
純
粋
胜
と
：崇
高
性
と
を
帯
び
て
ル
ソ
ー
氏
の
う
ち
に 

見
出
4
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
_プ
ラ
ト
ー
よ
り
も
や
や
押
し
進
.め
た
共
和
主
義
者
の
真
の
精
神
が
氏
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
^1)

。
/

.
そ
し
て「

人
間
不
平
等
起
源
論」

か
ら
、
自
由
，
健
康
、，1

な
原
始
時
代
、
：
_

::
i
力
ら
生
ず
る
文
明
の
状
態
.
畜

人

の

労

考

"權
カ

备

評

"
の
意
味
、
：虚
栄
に
つ
い
て
の
章
句
を「

美
文
.の
見
本」

と
し
I

 
く
引
用
し
、

'

さ
て
私
は
：こ
こ
I

I

こ
と
.だ
け
を
附
加
レ
て
^
^

馨
す
る
と
い
う
こ
と
は
、.好
ま
し
'い
、

「

生
気
I

■-
.ま
た
正
当
な
讚
辞
、
私
は
そ
う
信
ず
る
の
£

り
ま
す
が
、
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し

■
■?
l

p

 
ゼ
i

:■の

よ

工̂

テ

ン

ノ

ラ

評

論

.へ
の
手
紙」

ン
に
べ
お
い
>て
'は
、
フ
-ラ
ン
ス
の
百
科
全
書
派
，に
対
す
る
強
い
関
心
と
.、
特
に
シ
ソ
Is
の

キ

nf 

へ

翁

，に

対

す

る

共

鳴

、
：

t

て

彼
I

家

の

：
成

立

や

文

明

批

荆

に

，
つ
.
い

て

め

好

意

的

紹

介

を

見
る

こ
と
が
I

.
る
。

(

.

_

■

誠

_

' 

A
2

)

窆
ト
，P. 

500
3
.訳
三1

四—

五
べ 

I ジ
。

;
'

.

'
.

)

:'
.
:
"

(

^

^

_

^

^

^

^

^
も

’
|

着

す

る

疆

家

2

長

ム

•
ス
ミ
ス
研
究
入
門
,
.一
九
五
四
年
、
八
一
ぺ 

U
 
そ
、、
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• •
 

.

.

.

.

.
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.
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'
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.

.

.
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'
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■
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.

-

.'
•' 

.

.

.

.
-

.* 

.
 

'
 

.
 
.
 

.
 

.
 

•
 

•
 

.

〔

道

徳

情

操

論

〕

.：き

•

'■
.、 

:へ
：
.
：
.

:

'
:
'
.
.
,
:

-

'

::
.

.

道
f
情
操
論」

は
'，
そ
の
第
三
版
に
附
せ
ら
れ
：た

農

，

「

人
々
が
ま
ず
彼
ら
の
_
人
の
行
^
^
 ̂

'
つ
.い
で
自
分
自
身

の
行
為
. 

I

に
関
し
て
、
崖

I

f

雪

i

る

麗

I

I

と
す
る 

一
I

」

I

f

に
、
i

f

 
f

っ
た
も 

の
て
あ
っ
て
、II

家

論

や

経

済

思

想

屢

に

は

展

開

さ

れ

て

い

な

吣

だ

が

こ

の

道

蒙

こ

そ

裏

会

を
構
成
す

る
人
間
の
基
本
原
理
、

> 

一
〇
七

(

八
九
九)



V
 J

つ
の
社
会
哲
学
で
：あ

0
て
、
：ス
：<
 

そ
こ
に
は
随
所
に
ス
ミ 

ス
：の
社
会
観
が
う
か
が
-わ
：#
る
。
,
.
.
.
: 

^

■'
.
ス
ミ
ス
は
：
道
#
的
適
正
感(Propriety).(

第
一
苗
第
一
.篇)

か
ら
論
じ
る
。
そ

し

て

そ

の

基

準

と

し

て

attentive

a
n
a
,
w
e
M
n
f
o
m
e
d

 spectator

のs
y
m
p
a
t
h
y

を
強
調
し
た
。
そ
れ
は
、そ
れ
ま
で
の
道
徳
哲
学
を
さ
ら
に
洗
凍
し
、「

こ
の
問
題
こ
き
わ
め
て

• 

' 

.

.

.

.

. 

' 

.

(

1)

.

.

. 

. 

.

.

. 

.

.

.

.

.

. 

.

含
#
.の
深
いV

.

繊
細
か
つ
見
事
な
解
明
の
光
.を
投
げ
ヤ
い
る
1_
'
.
:
も
の
.で
.は
あ
る
が
、
社
会
に
お

へ.ず
、
：

f
l
w
.
!
n
g

を
強
調
し
て
社
会
を
ほ
ぼ
等
質
な
個
人
に
還
元
す
る
：ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
な
考
え
方
で
あ
り
.、

市
民
社
会
に
対
ず
る
調
和
感
に
.

.

.

.

.

.

.

.

. 

パ
.

.

.

.

.

.

.

.

. 

ィ

裏
付
け
ら
れ
て
い
.る
と
い
.う
こ
：
と
ー
が
先
ず
指
摘
さ
れ
ょ
う

。
/
.

.

•
 

-
 

••
 

•-

;

つ
い
で
ス
ミ
ス
は
、
同
感
を
呼
び
起
ど
す
感
情
の
.種
類
に
.つ
い
：
て#'
察

し(

第
二 

.肉
体
に
起
源
を
も
つ
感
情(

飢

え

、

性

慾

、

肉
体
‘
的

苦

痛 

な
ど)

：、
想
像
力
に
起
源
を
も
つ
感
情(
恋
愛
な
ど)

、.
非
社
会
；

g

感
情

.

(

憎
悪
、
報
復
感
な
ど)

、
.社
会
的
感

情(

寛
大
、
人
間
愛
、
親
切
、
同
憂
、
相
互 

友
情
、
尊
敬
な
'ど)

.、
利
己
的
感
情
、
、を
区
別
す
る
。
.こ
.：ど
で
'は
特
に
憎
悪
と
報
復
感
に
つ
.
.い
て
、
こ
れ
は「

正
義
の
_
護
者
と
し
て
、
ま
た
正
義
を

行
な
う
場
合
の
公
正
の
擁
護
者
と
し
て
、
公
衆
に
.と
っ
.て
の
効
用
は
少
な
べ
な
い
：け
れ
ど
も
、
な
お
.こ
-の
情
熱
自
体
の
中
に
は
何
か
し
ら
不
愉
决

(

2) 

' 

. 

-

な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る」

.

.と
い

っ
て
こ
れ
を
非
社
会
的
と
名
付
け
、

一
方
宮
殿
は
奢
侈
を
増
し
風
俗
を
乱
す
か
も
し
れ
な
い
が
、

「

そ
の
直
接 

.
の
効
果
す
な
わ
ち
そ
の
中
に
住
む
人
々
め
便
利
、
快
楽
、
栄
華
は
す
べ
て
気
特
の
ょ
い
，も
_
,の
で
H

J

;と
述
べ
る
。
宮
殿
な
ど
は
偷
快
な
も
の 

で
あ
る
が
報
復
感
は
不
偷
淡
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
常
に
そ
れ
を
引
き
下
げ
、

「

も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
復
謦
の
命
令
に
従
う
と
し
て
も
、

そ
'
 

は
非
常
に
激
し
い
桃
撥
を
、：
し
か
も
何
度
も
繰
り
返
し
受
け
た
結
果
、
い
や
い
や
な
が
ら
':
必
要
止
む
を
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
表 

に
現
わ
れ
て
い
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
.こ
の
ょ
う
に
報
復
感
が
.警
戒
さ
れ
、
手
加
減
さ
れ
る
時
に
の
み
、
そ
れ
は
寛
大
で
あ
り
、
か
つ
高
貴
で
あ

【

4) 

.

.

る
と
す
ら
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
0
- 

:
.
: 

:

•

•

そ
こ
.で
寛
大
や
尊
敬
な
ど
が
、
.社
会
的
な
、
仁
愛
に
満
ち
た
行
動
と
し
て
称
賛
さ
れ
る
。

「

こ
.の
よ
う
な
愛
す
べ
き
情
熱
は
、

Lこ
と
え
そ
れ
が

過
度
で
あ
る
.と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
で
す
ら
も
、
決
し
て
嫌
悪
の
情
を
も 

' て
、
見
ら
れ
な
い
。
.

憎
悪
な
ら
び
に
報
復
感
に
関
し
て 

は
、
事
情
は
全
く
別
で
あ
る
。
か
よ
う
な
忌
わ
し
い
情
熱
に
対
す
る
あ
ま
り
に
激
し
い
性
向
は
、
人
を
し
て
一
般
的
な
恐
怖
と
嫌
悪
の
対
象
た
ら 

，し
め
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
人
は
、
野
獣
と
同
様
に
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
社
会
か
ら
放
遂
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
て
い
^

」

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ス
ミ
ス
は
憎
悪
や
復
譬
に
正
当
性
が
あ
る
場
合
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
を
非
社
会
的
と
し
て
退
け
、

親
切
や
寛
大
を
喜
ん 

た
。
こ
の
こ
と
は
是
認
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
.や
は
り
階
級
闘
争
な
ど
を
嫌
い
.上
流
社
会
に
あ
こ
が
れ
た
彼
の

立
場
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

.

そ
し
て
さ
ら
に
、
道
徳
的
適
正
に
つ
い
て
の
判
断
：に
及
ぼ
す
繁
栄
と
逆
境
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
'(

第
三
篇)

、
人
々
は
悲
し
み
に
対
し
て
よ 

り
も
喜
び
に
対
し
て
一
層
完
全
.に
同
情
し
や
す
い
傾
向
が
あ
る
と
断
じ
て
、
こ
こ
か
ら
富
貴
を
誇
示
す
る
傾
向
、
地
位
の
向
上
を
め
ざ
す
競
争
心 

を
説
明
す
る
。
そ
の
結
果「

身
分
の
高
い
高
貴
な
人
は
世
間
の
全
て
'の
人
々
か
ら
注
目
さ
れ
る
。」

そ
し
て
高
貴
な
人
の
満
足
に
対
し
て
丈
特
別

の
同
情
を
感
じ
、「

わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
人
た
ち
の
す
ベ
て
の
性
行
に
好
意
を
示
し
、
か
れ
ら
の
す
べ
て
の
希
望
を
達
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

.

.

わ
れ
わ
れ
は
か
な
う
な
高
貴
の
人
々
の
不
老
不
死
を
願
う
事
さ
え
も
出
来
る
。…

…

皇
帝
万
才
\
と

い
う
賛
辞
は
、
も
し
経
験
が
そ
の
矛
盾
を
教 

え
て
く
れ
な
け
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
東
洋
風
な
追
従
に
な
ら
っ

て
.か
れ
ら
の
た
め
に
容
易
に
発
す
る
で
あ
ろ
う
言
葉
で
あ
る
。

...

…

自
分
の
君
主 

の
生
命
を
と
ろ
う
と
陰
謀
を
企
て
る
反
逆
者
は
、
他
の
い
か
な
る
殺
人
者
に
も
増
し
て
極
悪

非
道
な
人
物
と
考
え
ら
れ
て

い

^

」

ス
ミ

.ス
に
よ
れ
は
、r

富
者
や
権
力
者
の
抱
く
あ
ら
ゆ
る
情
熱
と
同
じ
情
熱
に
ひ
た
り
た
い
と
い
う
こ
め
&
類
の
性
情
を
基
礎
と
し
て
、

身

分 

の

差
-^
や

社

会

の

秩

序

が

確

立

さ

れ

る

の

で

あ
る
。」

そ
こ
.で
前
回
に
示
し
た
よ
う
に
、

ミ
ル
ト
ン
' 

ロ
ッ
ク
、

'ゾ/ド
ニ

ー
ら
の
”
反

^
権
，
を 

含

む

"理
性
と
哲
学
の
教
義
"
.を
排
し
て
、
君
主
の
た
め
に
服
従
し
、
そ
の
崇
高
な
地
位
の
前
に
-お
の
の
き
び
れ
伏
す
と
い
う
"
人
間
自
然
の
本 

性
に
も
と
づ
く
教
義
"
を
強
調
す
る
。r

最
も
強
'い
動
機
、
最
も
激
し
い
情
熱
，
恐
怖
、：
憎
悪
'
怨
恨
と
い
え
ど
.も
、
こ
の
高
貴
な
人
を
尊
敬
し
よ 

う
と
す
る
自
然
の
性
向
と
、
均
衡
が
と
れ
る
程
充
分
に
強
力
な
も
の
は
滅
多
に
な
い
。
し
た
が
っ
て
貴
人
の
行
為
は
、
そ
れ
が
正
し
い
に
せ
よ
正 

し
く
な
い
に
せ
よ
、人
々
の
情
熱
を
最
高
度
に
か
き
立
て
る
が
た
め
に
、大
勢
の
人
々
が
暴
力
を
も
っ
て
彼
ら
に
反
抗
し
た
い
気
持
に
猫
る
と

か

、
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一
，

あ
る
V
は
彼
ら
が
罰
せ
ら
れ
た
り
、
そ
の
地
位
を
退
け
ら
れ
た
り
す
る
の
を
！̂
たJ

気
分
に
陥
る
余
裕
を
堂
.な

い

。

か

り

に

民

衆

が

か

よ

う

'
な

I 

,

状態に陥った場合です

ら
も
、
へ
か
れ
ら
.は
あ
ら
ゆ
.る
瞬
間
に
お
い
て
温
和
に
.な
り
、
か
れ
ら
が
自
分
た
■ち
の
自
然
の
支
配
者
と
し
て
遇
す
る
ど 

と
に
^

^
て
し
.ま
っ
.た
そ
れ
ら
の
高
貴
な
人
々
を
尊
敬
し
よ
う
と
：す
る
平
常
の
心
座
状
態
に
、
容
易
に
立
ち
戾
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
：：が
 ̂

ち
#
自
分
た
ち
の
.君
主
が
苦
し
む
'の
を
見
$

気
で
い
る
わ
け
；に
は
い
か
な
.い
。
同
情
の
.念
が
た
ち
ま
ち
怨
恨
の
•情
に
と
っ
：て
.か
わ
.り
.、
か
k
ら 

,

は
あ
ら
ゆ
る
過
，去
の
立
腹
を
忘
れ
い
古
.
.い
忠
誠
の
原
理
が
蘇
り
、.':
:
.
:
か
れ
ら
が
^

ぃ

.

っ
て
、
荒
廃
に
帰
し
た
旧
主
の
権
烕
.の
再
建
粑
奔
走
す
，

/
く
'

:

^

ス
ミ
ス
は
こ
.う
い
う
感
情
を
全
く
是
認
し
た
.の
で
.'は
な
か
ろ
X

彼
は
高
貴
の
人
が
称
讃
を
得
る
の
.は
g

i
を
示
す
技
巧
で
あ
る
と
い
い
、
 

|
|
:
ハ

ふ

ハル
ィ
十
四
世
の
名
声
も
才
能
や
徳
性
の
.た
め
で
は
な
く
、
：そ
の
容
姿
"
、み
だ
し
な
み
の
た
め
で
あ
る
と
い
い
、
.
' 高
貴
の
人
は
、
継
続
分
な
忍
耐
、
 

勤
勉
、
男
気
な
I

、
.社
会
の
中
流
、
i

 ̂
X 
^

i

て
い
る
。

: 

.

.
 

■
'

; 

'

.

. 

. - 

■;'
-
•

■
:

「

I

I
や
権
力
者
を
讚
え
、
.
.そ
し
て
.ほ
と
ん
I

れ
：を
崇
拝
し
、：
貧
者
^

こ
の
傾
向
は
、
，た
と
.え
身
分
の
差
異
と
社
会
.の
秩
序
と
：を
設
定
し
：、
か
つ
そ
れ
を
維
持
す
る
上
に
必
要
欠
く
ベ
か
、ら
ざ
る
要

素

で

あ

る

と

は

い 

え
そ
れ
は
ま

.た
同
時
に
わ
れ
わ
.^
の
道
徳
的
情
操
を
頹
廃
せ
し
め
る
大
き
なr

'
^

し
'て
^
^
 ̂

し 

.

ば
し
ば
え
い
智
と
美

徳

だ

け

が

正

当
.^
そ

れ

に

価

する
は
ず
.の
尊
敬
と
.讃
美と

：.

の
眼
を
%

っ
.て
眺
め
ら
れ

る
。
.一
方
に
お
い
て
、
悪
徳
と
1
朱
だ 

け
力
そ
の
正
当
な
る
対
脊

4

る
：は
ず
の
.軽
蔑
の
眼
が
、じ
ば
し
ば
は
な
は
だ
不
IE
当
に
も

貧
者
や
弱
者
の
上
に
も
投
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
 

あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
.て
道
徳
学
考
の
こ
I

愚
痴
の
：S

な
っ
て
い
發

っ
て
は
、
美
徳
へ
の
道
と
財
産
へ
.の

考 

い
い
よ
う
な
財
産
へ 

:

,

の
道
と
は
■幸
V
に
.；
大̂
1
.
の
場
合
に
.ほ
と
ん
ど
一
致
し
'て

い

梦

へ
こ
一
の
'よ
う
芒

 ̂

ず
な
わ
ち
職
業
的
才

ぃ 欲 抵 挪 您 蕊 酿 觀 孤 職 ,.臟微域伽 職 欲 ^ ^ ，卿 、— —

能
、•
.
.
正
直
な
ど
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
対
立
す
る
■は
ず
の
.特
権
者
讃
美
の
性
向
と
対
決
す
る
.こ
と
を
避
け
、
後
者
を
社
会
秩
宇
維
持
の
た
め 

、
の
必
要
不
0
'欠
な
要
素
.七
し
.
.
_
現
実
0.
非
合
1,
性
を
是
認
す
る
.の
で
^.
る
。
.

ス
ミ
ス
は
さ
ら
に
，正
義

"」

に
つ
'い
て
考
察
し
：嘗
ー
部
第
ニ
篇)

、
正
義
の
法
と
.は

-.
'
(1
)
'
螓
 

⑵

隣
人
の
所 

有
権
と
：財
産
を
守
る
法
、
(3
)

.

隣
人
の
私
的
■

、
.す
な
わ
ち

f

と
め
契
約
か

S

S

利
を
保
護
ず
l

l、v
で
あ
り
、
こ
れ
は
.「

大
建
築
物 

を
支
え
^

里
経
で
あ
る
。
t

正
義
が
：な
く
な
っ
た
な
ら
ば
' '
人

間

馨

な
ら
な
い」

と
い
う
。
こ
う
し
て
不
正
に
対
す
る
処
罰
の
必
要
を
説
明
：す
る
の
だ
.が
、；ノ
こ
：れ
が
権
力
機
構
と
し
て
の
政
府
の
基
礎
で
あ
り
、
私
有 

財
産
を
守
る
た
め
の
法
律
と
か
う
ブ
ル
ジ
ョ
，ア
的
な
篇
想
が
強
調
さ
れ
て
笑 

• 

*

 

ま
た
彼
は
ノ
慨
人
が
社
会
ー
国
家
-^
に
対
し
て
抱
く
愛
情
に
ラ
い
て
考
察
し
、
愛
国
心
を
と
り
上
げ
る
。
彼
に
.よ
れ
ば
、
.
.
.
.

 

「

わ
れ
_わ
れ
が
そ
の
中
で
隹
ま
れ
如
つ
#
宥
さ
れ
、
し
か
も
そ
，の
保
護
の
^

に
現
に
生
活
を
.つ
づ
け
て
い
る
国
家
も
し
く
は
独
立
主
権
国(

|

マ

t
t
y
)

 

 ̂

^

5

o

s

'

^

^

会(

、
右
る
わ
れ
わ
れ
自
身
ば
か
り
で
な
く
あ
れ
如
れ
の
最
も
や
さ
し
い
愛
情
の
そ
そ

.が
れ
る
す
べ
て
の
対
象
1
す
な
^'
ち
、，
わ
れ
わ
れ 

の
子
供
、
両
親
、
近
親
、
^
人
、
恩
人
等
、
.す
べ
て
わ
れ
わ
れ
が
自
然
S

も
愛
し
、最
も
尊
敬
す
る
人
.々
は
、普
通
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
 

そ
れ
ら
の
人
々
重
栄
と
.安
全
と
は
あ
る
i

ま
F

.
の
よ
う
1

產

含

繁

f

安
f

 

£
存
し
て
^

^
そ
れ
ゆ
え
に
、.
そ
の
よ
う
な 

社

会

は

わ

れ

わ

れ

の

あ

ら

ゆ

る

利

己

：的

な

性

向

，に

|

:^ *
か
り
：で
な
く
.、ハ.
.わ
.れ
わ
れ
個
人
の
あ
ら
ゆ
る
博
愛
的
な
性
向
に
よ
っ
て
も
、

自
然 

.

1
さ
れ
て
い
る
。.
.
.
わ
れ
わ
れ
自
1 #
1
め

：
よ

：
う.な
a：
'
会
i

び
つ
け
ら
：れ
て
い
る
含
で
、.
そ
の
繁
栄
と
光
栄
と
は
あ
る
種
の
名
誉
^
^

上
I

さ
せ
る
ょ
ぅ
に
思
ゎ
t

v

公
 

ぐ
：ぐ
 

'

こ
こ
ヵ
ら
^
て
' 

.
愛
国
者
の
献
身
的
な
行
い
が
讃
え
ら
れ
、
反
逆
者
が
戀
さ
れ
、.

隣
国
の
繁
栄
を
ね
た
み
国
際
法
を
菱
化
す
る
產
が
説 

力
れ
る
：
そ

妾

こ

_

国
心
.は
、バ
人
類
愛
か
ら
発
す
る
も
の
で
は
な
論

ア
ダ
ム
•
ス
ミ
ス
と
エ
ド
マ
ン
ド
•パ—

ク(

三)

： 

三

(

九
〇
三)



,被
ヵ
，ン
後
に
和
己
名
を
称
揚
し
そ
れ
が
社
会
全
体
の
利
益
を
高
め
.
.る
と
考
え
.た
1

:

ま
た
愛
国
心
の
成
立
を
個
人
の
靈5

に
還
ー
じ
ノ 

た
考
え
方
と
い
え
よ
う
。

ス
ミ
ス
'は
.
国
家
が
そ
.の

3 *
部

で「

多
べ
の
異
貪
分
階
級
：

(

0晉
 

特
権
な
ら
び
に
免
税
権
寒
し
、」

一：個
人
は
自
分
の
所
属
す
る
社
会
に
強
く
結
び
づ
け
ら
れ
、

そ
の
特
権
を
被

げ

、

.

.ま

た

守

る

.こ

と

に

非

常

に

熱
 

.心

だ

：と

考

え

て

い

る

◊，
そ
し
て
国
家
が
そ
れ
を
震
す
る
身
分
階
級
や
社
会
I

割
さ
#

布
さ
れ
る
し
.I
.
が
''
:含
 

あ
り
、
そ
れ
ら
や
力
関
係
の
変
化
に
よ
っ
て
憲
法
は
変
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
，

_

「

そ
れ
ら
の
異
る
階
級
な
ら
f

社
会
は
、
.全
て
そ
の
安
全
と
保
護
と
を
保
証
し
て
^
^
 ̂

そ
し
て
そ
れ
ら
は
、

す
く 

て
国
家
に
従
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
履
の
繁
栄
と
保
持
曼
献
す
る
と
い
う
だ
け
の
.意
味
で
謹
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事 

実
は
；
そ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
階
級
や
社
会
に
属
す
る
最
も
片
よ
っ
た
考
え
を
も
つ
成
員
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
承
認
し
て
い
る
真
理
で
あ
る
。
し 

か
し
な
が
ら
、
国
家
の
繁
栄
と
保
持
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
成
員
自
身
の
属
す
る
特
定
の
階
級
や
社
会
の
権
力
'
•特
権
な
ら
び
に
免
税
権
を
あ
.
 

る
程
度
ま
で
縮
小
す
る
必
要
が
あ
る
.と
い
う
こ
と
を
、
彼
ら
に
わ
か
ら
せ
る
の
は
し
ば
し
ば
非
常
に
困
難
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
不 

公
平
は
時
に
よ
る
と
不
正
で
I

.
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
無
用
だ
と
は
い
え
な
い
.で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
革
新
の
精
神
を 

阻
止
す
る
。
そ
れ
は
履
が
分
割
さ
れ
て
で
き
て
い
る
種
々
の
異
る
階
級
な
ら
.び
.に
社
会
S

S

す
る
、
.い
か

な

.
る

既

成

の

均

衡

を

も

持

続

さ
 

せ

よ

う

と

す

る

傾

向

が

t

。
そ
し
て
そ
れ
は
時
に
よ
る
と
、
そ
の
当
時
に
あ
っ
て
流
行
に
な
っ
て
お
り
、
人
気
が
あ
る
か

t

れ
な
い
あ
る
種 

の
政
治
的
変
革
を
妨
げ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
藤
に
■お
い
て
全
体
の
体
制
を
安
定
さ
せ
、
永
続
さ
せ
る
上
に
貢
献
す
>̂
1
5

)

。」 

も
ち
ろ
ん
ス
ミK

は
こ
う
し
た
保
守
的
I

神

Q

g
よ
っ
.て
お
お
わ
れ
て
い
る
の
で
g

い
。
彼
I

国
心
の
原
理
を
、

⑴

現
実
に
制
定
さ
れ
て
い
る
政
府
や
法
律
に
対
す
る
尊
敬 

は
同
胞
市
民
の
福
祉
を
で
き
る
だ
け
安
全
に
立
派
に
幸
福
に
し
よ
う
と
す
る
熱
望

.

し 繊 聽 邀 纖 激 磁 纖 雜 職 獅 ™ ^ 一 — — — — . .

I

一、、P
、
.

混
S
の
時
代
に
は
こ
の
二
つ
は
合
致
せ
ず
、
古
い
統
治
形
態
S

革
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
が
I

こ

と

を

認

め

て

、
 

ナ
ヵ
こ
こ
て
も
彼
は
改
革
を
指
導
す
る
精
神
と
し
て
、
公
共
の
精
神
と
体
系
の
精
神

(

I

J

I

)

を

数

え

、

ぃ

て
公
共
心
真
揮
さ
せ
る
I

、
既
存
の
個
人
i

力
な
ら
g

.
個
人
的
I

I

も
尊
重
す
る 

ら
I

I

さ
れ
て
I

い
I

級

な

ら

夏

社

含

権

力

I

権
な
ら
ば
、
な
お
一
層
こ
れ
を
尊
重
す
る
で
あ
ろ 

;
、

れ

ら

の

、ぅ

ち

の

あ

る

も

の

が

、

.

|
變

ま

で

甯

さ

れ

て

'い
る
と
考
え
て
も
、

大
き
I

力
を
も
ち
い
る
こ
と
な
し
に 

丨

ヵ

と

て

.は
し
は
し
摄
絶
す
る
こ
と
が
で
I

い
よ
I

」

と
が
ら
は
、
こ
れ
を
抑
制
す
る
こ
と
で
蹵
す
る
で
|

>
。
彼
が
i
 

^

深

I

、
論
理
と
説
得
と
に
よ

っ
.て
打
破
し
え
.な
い
f

は
、
そ

れ

を

ま

p

h

u

ろ
ぅ
U

し
て
彼
は
キ
ヶ
i

当
i

f

l

l

7 x
2

す
な
わ
ち
、
.祖
国
に
対
し
て
i

f

 

る

会

®
に
I

る
ガ
如
く
せ
よ
，
と
い
4

則
を
宗
教
的
I

守
す
る
.で
あ
ろ
^

」

，；
：

讚
え
、
こ
れ
に
反
し
て
II

人
を
、
理
想
的
|

計
画
|

描
い
て
そ
れ
：I

と
し
、
国
民
を
将
I

上

ー
専
横
で
鉍
っ
て
”
笑
っ
て
色
^

!

-

、、
：'
思
索
家
の
中
て
も
主
権
を
も

I

君
主
た
ち
が
と
び
き
り
最
毛
觸
，

と
し
て
、
室
の
改
革
者
の

#

で
、

1

義

す

る

,

策
と
れ
る
が
、

句
f

ン
i
f

知

I

い
た
第
六
版
に
豐
ら
れ 

ナ

：

/
理
ヶ
r
も

と

：つ

く

改

单

や

被

抑

り

い

_

—

—

_

同
|

|

|

|

よ
っ
て
、
そ
れ
|

の
.古
い

道

篇

|

.
て
支
え
ら
|

家
観
よ 

1

靈
や
復
警
を
嫌
い
、
寛
大
を
喜
び
、
上
流
階
級
に
き

が

れ

る

。
 

.

7
ダ
ム•

ス
ミ
X
と
エ
ド
マ
ン
ド
•
パ
I
ク(

三)
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'

一1

三

(

九
〇
五)



.:
一
、.

中
流
.
下
流
.
の
人
：の
美
徳
を
認
め
な
が
.
ら
、：.
高
貴
な
人
に
対
す
る
非
合
理
.

な
称
影
を
蕾
認
、.
反
抗
権
の
：理
性
を
排
す
。
そ
の
称
！

g

を
社
会
秩 

序
維
特
の
だ
'

め
に
必
要
不
可
欠
と
考
え
た
-:°

:

,

:■
ー
、
ブ
ル
ジ
：ョ
：ァ
的
な
法
思
想
観
0

'

:
I, 、

愛
国
心
め
強
調
ぺ
反
逆
者
を
嫌
う
。：

一_
の
利
益
の
増
大
が
結
果
と
し
て
人
類
全
体
の
利
益
増
大
と
な
る
と
い
.う
考
え
。

■
.
,
一
、
国
家
を
身
分
階
級
に
分
け
、
全
体
の
た
め
の
国
家
と
.い
う
超
越
的
国
家
観
、.
そ
の
相
互
の
力
関
係
を
安
定
さ
せ
ょ
う
と
す
る
保
守
性
。
旧 

来
の
特
権
、
'偏
見
の
尊
重
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
抑
制
。
根
本
的
改
革
の
否
定
。

：

:
 
ノ

.

i

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ

こ

で

は
個
人
を
.中
心
に
社
*
を
構
成
す
る
と
い
う
近
代
的
社
会
観
に
立
ち
、
市
民
社
会
の
道
徳
原
理
の 

確
立
を
め
ざ
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
'お
け
る
ブ

ル

ジ

ョ
ア
的
個
人
は
、
も
は
，や
国
家
と
正
面
か
ら
戦
う
必
要
を
感
じ
ず
、
体
制
内
存
在
と
し
て
調
和 

と
安
住
を
楽
し
み
、
極
め
て
保
守
的
な
性
格
が
強
い
。：
強
大
な
国
家
権
力
の
専
横
に
は
反
純
し
、；
中
等
下
層
階
級
の
健
全
さ
を
認
め
て
い
る
と
は 

1.
;
て
も
、
_な
お
か
つ
上
流
階
級
に
対
す
る
憧
憬
は
断
ち
が
た
く
、
：理
性
：'に
龙
と
づ
く
抵
抗
な
ど
を
嫌
0
て
、
自
然
法
思
想
的
な
民
主
主
義
、
共
和 

主
義
思
想
は
消
滅
し
て
し
ま
.つ
た
。

.

.

.

.(

1)

鈴
木
秀
勇「

道
徳
情
操
論
解
説」

、
高
島
善
哉
編「

ス
ミ
ス
国
富
論
•講
義
,-
'
,昭
和
三
三
年
、
第
一
卷
八
六
。へ
ー
ジ
。

.

.

(

.2)
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.
^
w
i
t
h
,
.
.

 

T
h
e
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T
r
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r
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.
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M
o
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s
e
n
t
i
m
e
n
t
s
"

 

1
7
cn
9
. 

T
h
e

 
W
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パ
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f
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A
d

a
m

 

s
m
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t

r
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J
L

b
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n
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o
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i
s
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l
i
f
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a
n
d

 

w
r
i
t
i
T
i
g
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^
b
wtc
j

&
co
i
e
i
r
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 1811, vol. I, p. .

5
3
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米
林
訳
六
四
ぺ
ー
ジ(

上
巻)
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(

3)

窆

产

P
. 53 .

訳
六
五
ぺ
i

ジ
。

.

(

4) 

i
&
f
p
.

 

500
,
訳
七
ー
ぺ
レ
ジ
。
 

' 

;

,
.

(

5) 

.61-2.

訳
七
五—

六
。へ
 
ー
.ジ
.。

(

6) 

P
P
.
00
3
-
5
.
訳

一

〇

ニ

ー

四

べ

ー

ジ

。

?)

窆

严

P
P
.00
5
.訳
一
〇
五
ぺ
I
ジ
。

(Co) 

P
P
.
O0
6
-
7
•
訳
一
〇
六
べ
-
ジ
。
' 

* 

'

織  ■知魂• 一 一 _

.(

9) 

pp. 

9
S
-
9
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一
 

ニ
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§ 

I
.
, P
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1
0
1
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訳
ニ
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ぺ
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ジ
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i
b
f

 

P
.
1
4
2
.

訳

一

七
六
べー

ジ
。

•

•

(

12)

‘

&
.
, pp. 

1
4
6
-
7
.

訳
一
八
〇
ぺ
丨
ジ
。

(

13) 

i
5
&
.
, 

PP..399

丨400.

訳
四
九
〇—

j. ベ
.-

ジ

(

下
巻)

。

(

14) 

b
g:
.,
 p. 

4
0
5
.

訳
四
九
五—

六
べー

ジ
。

(

15)

fe
&
.
, pp. 

4
0
5
-
6
.

訳
四
九
六
丨
七
ぺ 

I
ジ
。
 

■

(

16) 

J
s
.
, pp. 

4
0
6
-
7
.

訳
四
九
七—

八
べ 

I 
ジ
。

'

(

17) 

b
s:
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 pp. 

4
0
9
-
4
1
0
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訳
五
〇
〇
ぺー

ジ
。

.

18) 

p. 

411.

訳

五

〇
ニ
。へ
丨
ジ
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y

し
た
と
い
j

 

I

壓

に

I

良
か
っ
た
。
0
, W.

K
.

 

I

〔

グ
ラ
ー
ス
ゴ
ゥ
大
学
講
義〕

ニ
七
六
ニー

三

年

)

.
こ
^
は

「

法

学

J
u
r
i
s

 

P
r
u
d
e
n
c
e

す
な
わ
ち
グ
ラ
ー
ス
ゴ
ク
こ
|0

ナ

る

五

產

、

台

女

、

、、
：

れ 
p

y

 
:

!

、
f

 

!

i

l £
! I

H

=

P

H

_ 

^

て
l

i

1
:.

つ
の
社
会
羣
体
系
で
あ
り
、
ス.

ミ
ス
の
讓
観
を
最
も
端
的
に
現
わ
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

と
y

る

G

l

i

ス
ミ
ス
は
'「

正
f

 

I

I

の
防
I

先
ず
最
初
に
政
府
を
形
成
し
^ 1
と
述
べ
る
。
 

ろ
f

r

大
f

 

.所
有
権
s

f

所
有
物
の
不
平
等
と
が

ア
ダ
ム
•
ス
ミ
ス
と
エ
ド
.マ
ン
ド
•
パ
ー
ク(

三) 

-



っ
い
で
彼
は
_
治
の
本
源
的
厚
理
に
っ
.い
て
考
察
し「

(

第

.一
：篇
第 

一
$

、
::
.
'市
民
社
^

ぬ
加
わ
ら
せ
る
ハ(

為
政
者
に
服
従
さ
せ
る)

原
理
を
次
の
一1 

つ
と
す
る
。

jprinclple of authority

-
年
長
、.
身
心
の
■能
力
の
優
越
、
家
柄
の
古
さ
、
■富
.の
優
越
。

lprinc

s*le of u
t
i
l
i
t
y
!

国
家
制
度
に
よ
っ
.て
侵
害
を
免
れ
る
'9
. 

the good of :the. w
h
o
l
e

の
た
め
に
政
府
の
決
'定
に
.従
う
。

こ
れ
に
.つ
い
て
、
.彼
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。':
:
'
'
.
.

■

.

,

:■
'

.「

誰
で
も
、
社
会
に
お
け
る
正
義
，と
平
和
を
維
持
.す
る
た
め
に
は
、こ

.の
：原
理
が
必
要
で
あ
る
上
と
を
知
づ
て
い
る
。
国
家
制
度
I

I

? 

t
i
o
a

に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
貧
し
い
：者
もV

も
っ
と
も
富
め
る
者
お
：よ
び
も
っ
と
も
有
力
な
者
に
よ
、る
侵
害
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て 

'特
殊
の
場
合
に
お
い
て
は
い
ぐ
ら
が
不
都
合
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が——

疑
い
も
な
く
実
際
に
不
都
合
は
存
す
る
の
で
あ
る
が
^

—

、
.
し
か
し 

わ
れ
わ
れ
は
よ
り
大
き
な
弊
害
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
の
国
家
制
度
.に
服
従
す
る
の
で
あ
る
。
人
々
を
動
か
し
て
服
従
に
み
ち
び
く
も
の
は
、
個 

人
的
な
功
利
感
で
あ
る
よ
り
.%
、
む
し
ろ
公
共
的
な
功
利
感sense o

f

 public utility

で
あ
る
。
政
府
に
服
従
し
な
い
で
そ
れ
の
転
覆
を
願
う 

方
が
、
私
の
利
益
で
.あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
、
他
の
人
々
が
私
と
は
異
な
っ
た
意
見
を
も
ち
、
こ
0
企
て
に
お
い
て
私
1 

援
助
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
私
は
全
体
の
利
益the good of the whole.

の
た
め
に
、
政
府
の
決
定
に 

'服
従
す
る
の
で
あ
る
。…

…

す
べ
て
の
統
治
に
は
、
あ
る
程
度
ど
の
二
っ
の
原
理
が
共
に
：行
-な
わ
れ
を
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
君
主
政
治
に
お
い 

て
は
権
威
の
原
理
が
主
と
し
て
行
な
わ
れ
、
民
主
政
治
に
お
い
て
は
、
功
利
の
原
理
が
主
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。
混
合
政
体
の
ブ
リ
テ
ン
で
は
、
 

か
っ
て
ゥ
ィ
ッ
ダ
党
、
ト
ー
リ
ィ
党
の
名
の
下
に
形
成
さ
れ
た
党
派
は
、
こ
れ
ら
の
原
’理
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
は
、
 

そ
の
功
利
と
そ
こ
か
.ら
得
ら
れ
る
諸
利
益
と
の
た
め
に
政
府
に
服
従
ず
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
政
府
は
神
聖
な 

制
度
で
あ
り
、
そ
れ
i

t

こ
と
は
子
供
S

I

反
抗
す
る
の
と
全
く
同
I

I

で
あ
る
と
い
う
。
.
4

一
般
I

の
生
ま
れ
っ
き
の
性 

向
に
■よ
っ
.
.て.と
れ
ら
の
原
理
に
従
う
、も
の
で
あ
る
'
そ
の
気
質
が
大
胆
に
し
て
勇
敢
か
っ
活
発
な
も
の
：に
お
い
て
は
、
功
利
の
原
理
が
優
勢
で
あ

、. - ■ • ■ 、、一、レ*?C 〜 ' 於  ^  へ〜。、、'ニ 淡 駿 ^ ^ ^ 冬破奴ふ表鄉孤' ね， ‘-。 , __ _________

.ヶ
、
そ
の
気
質
が
温
和
安
逸
な
者
は
普
通
、
優
越
者
に
対
す
る
従
順
な
服
従
に
満
足
す
る
も
の
で
^

^

。

」
.

'
す
な
わ
ち
権
威
の
.原
理
に
お
い
て
、
ス
ミ
ス
は
、
貧
者
，は
富
者
が
ら
別
に
利
益
を
期
待
し
な
く
て
も
富
者
を
尊
敬
す
る
、
と

.、，
う

「

道
徳
情
操 

論」

.
の
同
感s

y
m
p
a
t
h
y

の
性
質
を
示
し
.、
こ
れ
が「

道
徳
情
操
論」

の
延
長
上
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
功
利
の
原
理
も
そ
の 

反
対
物
で
は
な
く
、"
い
わ
ば
権
威
の
原
理
.の
発
展
形
態
で
あ
っ
て
、.
や
は
り
保
守
的
な
性
格
が
強
い
。.-ま
た
国
家
制
度
が
富
者
に
も
貧
者
に
も
利
丨 

.益
と
な
る
と
い
ぅ
超
越
的
国
家
観
と
な
り
、
.全
体
の
利
益
を
強
調
し
て
'ロ
ッ
ク
，
ヒ
ユ
ー
ム
の
線
上
に
あ
>̂
5
1
 

次
に
彼
は
、
社
会
契
約
説
を
次
の
根
拠
に
よ
'っ
て
赉
定
す
る
0
-
, 

.

.

.

 

,

.

■

:

.

1

original c
o
n
t
r
a
c
t

の
学
説
は
大
ブ
认
テ
ン
に
特
有
な
も
の
だ
が
、
こ
の
思
想
の
全
く
な
：か
つ
た
と
こ
ろ
で
も
統
治
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

2

契
約
に
.よ
っ
て
統
治
権
を
委
託
し
た
と
し
て
も
、
そ
'の
.子
孫
は
そ
れ
と
は
無
関
係
で
あ
^

.

.
,そ
こ
で
彼
は
、
統
治
の
性
質
、
種
々
の
形
態
:'
発
生
0
事
情
な
ど
に
：つ
い
.ー
て
、
.次
の
よ
ぅ
に
考
え
る
。

I
一
節)

先
ず
そ
の
諸
形
態
に
々
い
て
、

：
' 

- 

‘

■
.

,

■

君
主
政
治——

権
力
が 

一,

人
の
人
間
に
：

:
:
'
'
'

て
:

•
.

'
貴
族
政
治——

権
力
は
富
、
家
柄
な
ど
へ
の
特
定
の
暗
罾
£

.

:

'

I

共
和
政
冶
. 

' 

.

:

民
主
政
治——

国
務
：の
処
理
が
国
民
全
体
に
属
す
'
.ン

|

.

:

|り
^̂ 

•

:■
■

.次

達

證

に

つ

：い
て
、
^

..
狩

狐

民

族|

政

府

な
1>
。

勢

カ

を

も

：ゥ
.て
い
る
も
の
.も
、
.全
体
め
同
意
が
得
ら
れ
な
；け
れ
ば
何
も
な
し
え
な
い
，

:

. 

v

牧
畜
時
代
一

財̂
産
の
不
平
等
|
政
府
発
生
。

「

畜
群
'の
私
有
は
.不
平
等
を
.も
た
ら
^
た
の
.で
あ

せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
財
産
が
存
在
す
る
ま
で
は
、
政
府
と
い
ぅ
も
の
は
あ
り
え
な
い
。
ま
さ
に
政
府
の
目
的
は
、
富
を
確
保
し
、
富
者 

を
貧
者
か
ら
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
牧
畜
時
代
に
お
：い
：て
、
-.
'
-%
翁

首

^
 ̂

の

ア
ダ
ム
.
ス
ミ
ス
と
エ
ド
マ
ン
ド
.
バ—

ク
-(

三) 

.

--
■
一
七
.
.

(

九
〇
i



に
、
他
方
に一

頭
の
牡
牛
も
も
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
な
ん
ら
か
の
政
府
が
あ
っ
パ
て
前
苦
の
牡
牛
を
確
保
し
な
け
れ

» 
(

7)
:

ば
、
そ
の
所
持
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。」

- 

‘

さ
ら
に
首
長
を
v>
た
だ
く
^

^k

の
：政
府
、
貴
族
政
治
の
発
生
過
程
、.，征
服
的
あ
る
い
.ば
防
禦
的
な
小
共
和
国
の
没
落
、:

専
制
政
治
の
解
体
後 

ョ
ー
ロ
ジ
パ
r
起
こ
っ
た
種
々
の
政
治
形
態
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
.
.小
共
和
国
の
起
源
な
ど
：を
考
察
し
，
そ
こ
.：に
お
い
て
.は
：

ミ
ラー

の
い
う
ご
と
く
、
 

1
モ
ン
.テ
ス
.キ
：.
.チ
ー
.に
よ

っ
て
暗
示
さ
れ
た
ど
思
わ
れ
る
ブ
ラ
シ
に
従
っ
て
、
公
法
な
ら
び
に
私
法
に
わ
た
り 

> も
っ
と
も
粗
野
な
時
代
か
ら
も
っ 

と
%•
洗

練

さ

れ

た

時

代

に

至

る

ま
で

の
、法
学
の
漸
進
的
進
歩
を
跡
づ
け
よ
う

と
努
力
し
、そ
し
て
生
計
と
財
産
の
蓄
積
に
貢
献
す
る
技
術
の
効
果 

が

.'
法
お
よ
び
統
治
.の
，上
に
、
そ
れ
に
応
じ
た
改
善
ま
：た
は
変
更
を
生
み
出
ず
こ
と
を
、.
指
摘
し
よ
う
と
努
§)」

し
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
.ュ.丨
や
ヒ

ュ
1

ム
め
M
史g

方
法
の
影
響
が
強
い
と
い
う
の
'み
で
な
く
、
唯
物
史
観
的
色
彩
が
強
い
。

.

ス
ミ
ス
は
反
抗
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
契
約
説
に
も
と
づ
け
ば
原
契
約
破
棄
の
際
の
反
抗
は
適
法
で
あ
り
、
ま
た
い
が
な
る
権
威
も
無 

制
限
で
は
な
：い
が
ら
、
忠
誠
の
原
理
が
何
.で
あ
ろ
う
と
も
反
抗
の
.権
利
は
適
法
で
あ
る
。
し
か
し「

全
く
完
全
な
政
府
と
い
う
も
の
は
な
い
が
、

- 

•
' 

(

9)
.
.

そ
れ
に
対
す
る
謀
反
を
企
て
る
よ
り
も
、
い
く
ら
か
の
不
便
を
甘
受
す
る
方
が
よ
い
。

」

.

- 

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

. 

.
 

.

第
三
部
に
お
い
て
は
国
家
収
入
を
論
じ
、
そ
こ
で
は
社
会
の
発
展(

生
産
力
の
発
展)

に
応
じ
て
政
府
の
費
用
が
増
大
す
る
こ
と

を
述
ベ
る
。

「

文
明
国
の
政
府
は
t>
野
蛮
国
に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
費
用
が
，か
か
る
：
:%
の
：と
い
え
よ
う
。
.
ぞ
し
て
一
つ
の
政
府
が
他
の
そ
れ
よ
り
も
費

. 

■
 

.
-

用
が
か
か
る
と
わ
れ
わ
れ
が
い
う
場
合
"
そ
れ
は
一
：方
の
国
が
他
方
よ
り
も
進
歩
し
て
い
る
と
い
っ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
政
府
に
費
用
が
か
か

り
、
民
衆
が
抑
庄
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
.は
、
民
衆
が
富
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
.文
明
国
に
お
い
て
は
、
' 野
蛮
国
で
は
用
も
な
い
多

く
の
出
費
が
必
要
で
あ
る
。
軍
隊
、.艦
隊
、
要
塞
お
よ
び
公
共
の
建
物
や
裁
判
官
、
収
入
官
吏
が
維
'持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
乙
彼
ら
を

.軽
視
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
混
乱
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
地
代
は
、.

こ
れ
ら
す
ベ
て
.の
目
的
.に
役
立
つ
た
め
に
は
、
こ
の
世
で
最
も
不
適
当 

(

10)

な
も
の
で
あ
ろ
う
0
J 

.:

す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
は
単
純
な「

安
い
政
府」

を
支
^
;し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
不
生
産
的
で
.は
あ
る
が
有
用
、
必
要
な
国
家
、
と
い
う
考
え 

方
も
あ
っ
た
。
こ
こ

に
も
、
単
な
る
思
弁
で
は
な
く
現
実
を
尊
重
し
よ
う
と
し
た
ス
ミ

ス
の
態
度
が
現
わ
れ
て
い
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
ス
ミ
ス
は
、
 

政
府
の
浪
費
を
い
ま
し
め
、
重
商
主
義
的
政
策
を
転
じ
て
人
び
と
が
好
戦
的
で
は
な
く
な
る
こ
と
.を
望
ん
だ
の
で
.は
あ
る
が
。

.以
上
の
こ
と
か
ら
、「

講
義」

に
お
け
る
ス
ミ
ス
の
国
家
観
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

;
1

、
.政
府
を
社
会
に
お
け
る
一
つ
の
機
能
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
目
的
を
侵
害
か
ら
の
防
止
と
し
、

特
に
財
産
の
侵
害
に
重
点
を
置
い
て
い 

る
。
こ
の
こ
と
は
、
.ロ
ッ
ク
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
国
家
の
成
立
に
つ
い
.て
は
、
财
産
の
不
平
等
の
た
め
、貧
者
か
ら
富
者
を
守
る
と
い
う
よ
う
に
、
 

ロ
ッ
ク
よ
り
も
さ
ら
に
階
級
国
家
観
の
性
格
が
強
い
。
 

•

一
、
国
家
の
成
立
、
変
遷
を
財
産
形
態
の
変
化
と
強
く
結
び
つ
け
て
考
察
し
て
い
る
0
農
富
な
歴
史
的
観
察
。

一
、
社
会
契
約
説
の
否
定
。
.統
治
を
^
:約
で
は
な
く
権
1
§
お
よ
び
功
利
の
原
理
が
ら
説
明
。
.従
っ
て
自
然
法
的
国
家
観
で
は
な
彳)

。

一
、
保
守
的
性
格
。
権
威
の
鼠
理
は
も
ち
ろ
ん
"
功
利
の
原
理
に
よ
っ
て
も
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
保
守
性
が
強
い
。
名
誉
革
命
体
制
の
中
に
1
趴
。
 

反
抗
を
嫌
う
。
.

•

一
、
貧
者
も
国
家
に
よ
っ
て
恩
恵
を
受
け
る
と
い
う
超
越
的
国
家
観
。
国
家
を
富
者
の
た
.め
の
も
の
と
い
い
な
が
ら
、
国
家
に
よ
る
収
奪
を
見 

て
い
な
い
。
^
な
る
チー

プ

•

ガ
バ
I
ン
メ
ン
ト
論
で
は
な
い

。

.

す
な
わ
ち
こ
と
で
は
自
然
法
的
国
家
観
を
排
し
、
国
家
の
発
生
を
単
な
る
抽
象
的
な
思
弁
で
は
な
く
、
私
有
財
産
を
中
心
に
そ
の
形
態
に
対
応 

し
て
、
歴
史
的
に
考
察
す
る
と
い
う
優
れ
た
方
法
を
員
^

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
家
の
現
実
を
重
視
し
、
階
級
国
家
観
の
性
格
を
強
め
、
社
会 

科
学
と
し
て
の
前
進
を
意
味
し
た
。
だ
が
同
時
に
、
政
治
的
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
以
後
の
現
体
制
に
安
住
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
の
极
強
い
保 

守
性
が
貫
か
れ
、.
国
家
制
度
に
お
い
て
は
最
も
貧
し
い
者
も
侵
害
を
免
れ
る
と
い
う
よ
う
な
国
家
観
が
#
布
し
，
契
約
説
の
否
定
は
、
自
然
法
の 

合
理
主
義
精
神
を
排
し
、
.反
抗
権
を
否
定
す
る
こ
_と
に
役
立
.っ
て
い
.る
。
：
現
実
の
ィ
ギ
リ
ス
：は
功
利
：の
；原
理
と
権
威
の
原
理
の
混
合
政
体
で
あ
る
.

-V 

-
:
ア
ダ
ム
•..ス
ミ
.ス
と
エ
.ド
マ
..ン
ド
*'パ
.
I
ク
：(

三)
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•
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一
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の
に
そ
れ
を
讃
美
し
、
し
か
も
そ
の
功
利
の
原
理
は
、
不
都
合
が
あ
っ
て
も
全
体
.の
利
益
の
た
め
に
服
従
す
る
と
い
う
極
め
て
b

的
な
も

.の
，で
：あ
っ
た
。
全
体
と

1>
て
民
主
主
義
に
共
感
を

.寄
せ

.て
い
る
ょ
う

.で
は
あ
る

.が
、
.;
民
衆
が
支
配
す
る

.と

.い
う
積
極
性
は
全
く
な
く
、
結
局
は
ブ

-
 

,
 

...

ル
ジ
ョ
ァ
的
所
有
者
め
た
め
の
、
中
途
半
端
な
、.
'妥
協
的
.な
政
治
形
態
を
擁
護
し
た
。

ン

■

•

''■
■:
/
.

.

.

•

.

1
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■
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,
■
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1
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高
島

.
水
田
訳
八
七
べ 
1

K

(

2)

.
i
b
f P. 3

.
訳
九
〇
ぺ
I
ジ
。

.(

3) 

&
产

p'.
s
.訳
九
七
ぺ—

ジ
“ 

.

4) 

p

 pp. 9111.

訳
九
八
r
一
 
〇

一
ベ
ー
ジ
。

(

5)

こ
の
点
に
つ
い
て
内
田
義
彦
氏
は
、
ス
ミ
ス
は
ト
ー
W

丨
の
権
威
の
原
理(

正
義
を
無
視
す
る
旧
地
主
の
特
権)

と
ゥ
ィ
ッ
グ
の
効
用
の
原
理(

政
治
家 

.

的
偏
見)

の
両
面
批
判
を
•

「

諸
国
民
の
富」

の
ラ
イ
フ」

モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
と
し
、
.「

道
徳
情
操
論
1-
'
.に
お
い
て
も
.「

全
体
に
対
す
る
効
用
が
正
義
の
根
源 

で
あ
る
と
し
た
ヒ
ユ
ー
ム
の
法
理
論(D. Hume, P

H
n
c
t
e
s

^
^

i

«<t
>
g
p
.
o

ぎp. 3
)

に
：対
す
る
対
決」

(
「

経
済
学
の
生
誕j

一
一
一
べ
ー
ジ)

を
強 

調
し
て
、.
ヒ

-3
-
~ム
と
.の
.関
係
を
重
く
.み
る
私
の
見
解
と
は
や
や
異
な
.る
。

.
C
G

) 

A. Smith, 

,
 c
i
r
p12.

訳
.|

〇
一
了
三
べ
ー
ジ
。
契
約
説
欠
対
す
る
こ
.の
批
判
は
、
ヒ
ユ
ー
ム
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

(

7)

fe
J

f P.

1
5
.訳ー
〇
七
ぺ—

ジ
。』

:(

8)

L
S 

0
/
.

訖

|
 .s

m
s
,

 .pp..53,

.へ
：

(

9) 

A
.

 

s
m
i
t
v
o
w
.
.

 

c
i
r
*p
s

，
訳

'一
八
八
。へ
 
I
 

ジ
.'-
0

.,

(

10) 

i
s
f 

P.239
.

訳
四
三 
一ー

ニ
ぺ
丨
ジ
。

ぐ

(

11)

た
だ
し
自
然
法
思
想
を
完
全
に
否
定
し
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
.「

人
間
が
そ
の
身
体
と
名
!̂尸
を
侵
害
か
ら
守
る
こ
と
に
つ
い
て
有
す
る
こ
れ 

ら
の
諸

'M
利
は
、
自
名
権
と
呼
ば
れ
る
。J
S
&
,
, 

p.. 6

•訳
九
三
1
四
べ
ー
ジ)

「

自
然
権

ys.
日
P
JS.
^
S-
の
起
源
は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
。
し
か
る
べ

-
き
原
因
が
な
い
が
ぎ
り
、
人
は
彼
の
身
体
を
傷
害
か
ら
守
り
、
彼
の
自
由
を
侵
害
か
ら
守
る
権
利
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、何
人
も
疑
わ
な
い
。JO

H

Î
P
.
S
- 

訳
九
七
べ
ー
ジ)

自
然
法
学Natural Jurisprudence

と
い
う
標
題
自
体
が
、.実
定
法
以
前
の
法
、
.社
会
の
自
然
形
態
を
暗
示
す
る
。
ま
た
事
物
の
自
然 

.的
運
行
' 
自
然
的
均
衡
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。
.

「

講
義
卜
訳
解
説
一
六
七
。へー

.ジ
参
照
。

.

.

族:̂'！TRW

(

12)
「

か
く
し
て
、：
国
民
は
国
家
収
入
の
管
理
上
全
く
安
全
な
.地
位
.に
，あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
自
由
の
合
理
的
体
系
が
プ
リ
テ
ン
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
' 議
会 

，は
約
ニ
百
人
の
貴
族
と
五
百
人
の
庶
民
か
ら
成
マ
て
い
る
。
下
院
以
外
に
お
い
.て
は
、
：金
銭
に
関
す
る
議
案
は
提
出
さ
れ
■え
な
い
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
下
院
議
員 

が
全
て
の
国
務
を
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
。
.こ
こ
に
、
適
当
に
制
限
さ
れ
た
衝
々
の
政
治
形
態
の
幸
福
な
混
和
が
あ
り
、
自
由
と
財
産
に
対
す
る
完
全
な
保
障 

が
あ
る
の
で
あ
る
。」

1
8
.
,
-
«
.
.
4
5
.

訳

ー

五

：
ー

ー

ニ
：
ぺ

ー

ジ

。

：
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.

.

. 

■
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•

〔

諸
国
民
の
富〕

(
I

七
七
六
年
^

.

.「

諸
国
民
の
富
の
性
質
と
諸
原
因
の
一
研
究」

と
呼
ば
れ
る
こ
の
書
の
意
義
に
つ
い
て
、
今
さ
ら
®
々
の
.要
は
た
い
。

彼
は
こ
こ
で
、

近
代
的 

な
国
家
や
国
民
が
繁
栄
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
.政
治
や
政
策
の
原
理
を
守
ら
.ね
ば
な
ら
な
い
が
を
示
そ
う
と
し
た
。
従
っ
て
、

こ
の
書
は 

.単

に

抽

象

的

な

経

済

学

の

理

論

書

と

い
う
ば
か
り
で
.は
な
く
"
一'国
の
政
治
論
、'
.政
策
論
i

.L
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の 

一
、
ニ
篇
は
理
論
篇
.で
あ
る
の
で
、
直
接
国
家
論
を
：示
す
：

H

う
な
箇
所
は
ほ
.
i
ん
：ど)

な
い
：。
強
い
て
.挙
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
序
論
の
冒 

颃

「

そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
の
年
々
の
労
働
は
、，
そ
の
国
民
が
年
々
消
費
す
る
生
活
の
必
需
品
と
便
宜
品
の
す
べ
て
を
、
究
極
的
に
供
給
す
る
み
な
も
 

と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
必
需
品
之
便{mj

品
と
の
内
容
を
な
す
の
は
、■

つ
ね
に
、
い
.ま
い

っ
た
労
働
の
直
接
の
生
産
物
か
、：

あ
る
い
は
、
そ
の
生 

產
物
で
他
の
.諸
国
民
か
ら
購
入
さ
れ
る
も
の
か
で
あ
る
。」

と
い
う
有
名
な
章
句
が
示
す
よ

う

に
、
ス
ミ
ス
は
富
を
.国
単
位
で
考
察
し
て
い
る
こ 

と
、
ま

た「

公
収
人
の
、
：全
体
あ
る
い
：は
ほ
と
ん
ど
全
体
が
、.た
い
て
い
の
国
で
不
生
産
的
な
人
手
'の
維
持
に
使
用
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
人
々
が
、
 

人
数
が
多
く
壮
麗
な
宮
廷
、.：
大
き
な
教
会
関
係
の
機
関
、
.大
艦
隊
や
大
陸
軍
を
構
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
大
鑑
隊
や
大
陸
軍
は
、
平
時
に
は
何
も 

生
産
し
な
い
し
、
戦
時
に
は
戦
争
が
続
.い
て
い
.
'る
間
：だ
け
の
自
分
た
.ち
の
維
持
費
を
つ
ぐ
：な
.い
う

る

も

の

さ

え

、
，何

も

獲

得

し

' ^\ 

.ので
あ(

W
。」 

と
い
う
よ
う
に
、.
.国
家
の
不
生
産
的
浪
費
に
対
^
て
厳
し
.い
批
判
を
行
な
っ
て
；い
る
こ
と
で
あ
る
，

.

彼
.は
、「

国
士
の
風
貌
を
呈
し
て
い
る」

.と
い
わ
れ
る
第
四
篇「

政
治
経
済
学
の
諸
体
系
に
つ
，い
て」

に
お
い
て
、「

政
治
家
あ
る
い
は
立
法
者 

の
科
学
の
一
部
門
と
し
て
み
た
、
政
治
経
済
学(political e

c
o
n
l
y
o
j

の
目
標
を
、

ア

タ

ム•
ス
ミ
：ス
と
H

.-
K
マ
ン
ド
•
パ
I
ク

(
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.
i
>
人
民
に
豊
富
な
収
入
ま
た
は
生
活
資
料
を
提
供
す
る
と
'と
，
：も
：っ
と
適
切
に
は
、：
彼
ら
が
自
分
た
ち
’で
そ
う
い
う
収
入
ま
た
は
生
活
資
料 

を
調
達
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
 

■ •

——

.

2

、
国

家(state)

ま

，た

は

共

同

社

会

(Commonwealth)

に
、
公
共
の
業
務
に
十
分
な
収
入
を
供
給
す
る
こ
と
。

.

.

.

.

. 

• 

C
3

)

;i
規
定
し
た
。
そ
む
て「

そ
れ
は
、：
入

民(people) 

'と
主
権
者(sovereign)

:と
を
共
'に
：富
裕
に
す
る
こ
と
を
目
ざ
す」

.と
い
っ
て
-い
る
。

す
な

.わ
ち
こ
こ
で
は
、
人
民
と
国
家
が
共
に
富
裕
.に
な
る
と
い
.う
超
越
的
、
調
和
的
国
家
観
が
現
わ
れ
て
い
る
。

'

.

• 

.

-

:

.

.
 

.

.

.

ま
た
こ
0
篇
の
第
ニ
章「
国
内
で
生
産
し
う
る
財
貨
の
、：
諸
外
国
か
：ら
の
輸
入
.
.に
対
す
る
諸
抑
制
に
つ
、い
て」

は
、
高
関
税
や
輸
入
禁
止
を
攻 

撃
し
、
；有
名
な「

見
え
ざ
る
手」
の
句
が
現
わ
れ
、
.

「

彼
自
身
の
利
益
の
.探
究
は
自
然
に
"
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
必
然
的
に
、

彼
を
導
い
て
、

.
 

(

4) 

. 

: 

■

そ
の
社
会
に
と
っ
て

も

っ

と
も
有
利
な
業
務
を
^
ば
せ
る」

と
、
利
己
：心
に
も
と
づ
く
自
由
放
任
思
想
.の
最
も
高
揚
せ
ら
れ
た
る
章
で
あ
る
が
"

,

.
•

こ
こ
で
輸
入
抑
制
攻
撃
の
例
外
と
し
て
、
：「
あ
る
特
定
の
種
類
の
產
業
が
、
そ
の
国
の
防
衛
に
と
っ
て
必
要
な
場
合」

で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
航
海
条 

例
を
挙
げ
、
こ
れ
は
自
由
貿
易
の
場
合
よ
り
も
外
国
の
財
貨
を
高
く
買
い
自
国
の
財
貨
を
安
く
売
る
よ

う

に

な

り

.が

ちだ
け
れ
ど
も
、

「

防
衛
は

富
裕
よ
り
ず
っ
と
重
要
な
も
の
で
あ
.る
か
ら
、
航
海
条
例
は
、
お
そ
ら
く
、.
イ
ン
’グ
ラ
ン
ド
の
す
べ
.て
の
商
業
上
の
規
制
の
中
で
、
も
っ
と
も
賢

(
) 

.

明
で
あ
る」

と
述
べ
.た
。
.こ
の
語
句
.は
、

ス
ミ
ス
が
単
な
る
自
由
貿
易
論
者
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
利
益
を
他
に
優
先
さ
せ

(

6)

：
 

.：
、 

- 

る
ナ
シ
ョ
ナ

リ

ス
ト
の
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。
輸
出
奨
励
金
に
つ
い
で
激
し
い
攻
撃
を
加
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
国

.防
上
必
要
な
特
定
産
業
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
弁
護
し
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
第
七
章「

植
民
地
に
つ
い
て」

に
お
い
て
、
ス
ミ
ス
は
ア
メ
リ
ヵ
植
民
地
.に
関
す
る
貿
易
政
策
に
つ
い
て
批
判
を
展
開
し
た
の
ち
、■
植

民
地
の
政
治
機
構
に
つ
い
て
説
明
し
、
北
ア
メ
リ
ヵ
に
お
け
る
、
イ
ギ
リ
ス
，の
植
民
地
繁
栄
-0
原
因
と
し
て
、
良
好
な
土
地
の
豊
富
、
自
分
の
こ

,
 

,

.

.

.
 

•

と
を
自
分
で
勝
手
に
す
る
自
电
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「

こ
の
自
由
は
、

ど
の
点
か
ら
見
て
も
、

本
国
の
同
胞
市
民
の
自
由
と
か
わ
り 

な
く
、

人
民
代
表
の
議
会(Assembly)

に
よ
っ
て
本
国
と
同
じ
く
安
全
に
保
障
さ
れ
て
い
る
。」

「

植
民
地
議
会
は
、

英
国
の
下
院
と
同
じ
よ
う

■ ； V  マ-:

,

に
、
必
ず
し
も
人
民
の
完
全
な
平
等
代
表
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
で
も
英
国
下
院
よ
り
も
平
等
代
表
の
性
質
に
近
づ
い
て
い
る
。」

「

平
等
と

い
う
点
で
は
、
英
領
植
民
地
住
民
の
方
が
本
国
住
民
よ
り
も
上
で
あ
る
。
彼
ら
の
風
俗
習
慣
は
英
本
国
住
民
の
そ
れ
よ
り
も
一
層
共
和
主
義
で
あ

(

8)

■
り
、
ま
た
彼
ら
の
政
治
は
、
殊
に

-
.ュ
ー
•
ィ
y
グ
ラ
ン
ド
の
州
の
中
三
州
は
、
今
ま
で
一
層
共
和
国
的
で
あ
っ
た
。」

こ
れ
に
た
い
し
て
、
ス
ペ
ィ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
専
制
政
治
は
そ
の
植
民
地
：で
も
行
な
わ
れ
、「

本
国
か
ら
遠
い
た
め
に
、
下 

級
官
吏
の
独
裁
権
は
普
通
以
上
の
暴
力
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
。」

「

凡
そ
専
制
政
^
の
下
に
あ
っ
て
は
、
首
府
に
は
、
そ
の
国
の
ど
こ
.よ
り
も
多
く 

の
，a
由
が
あ
る
。
け
だ
し
君
主
自
身
に
は
、
正
義
の
秩
序
を
乱
し
た
り
人
民
大
衆
を
抑
圧
し
た
り
し
て
も
1
!
:
の
得
も
な
く
、
ま
た
そ
の
意
向
も
な

い
か
ら
で
あ
る
。
首
府
で
は
、
君
主
の
存
在
は
す
べ
て
の
下
級
官
吏
を
多
が
れ
少
な
か
れ
威
服
さ
せ
る
が
、
首
府
に
比
べ
る
と
人
民
の
不
平
や
苦

へ)
■

情
の
君
主
に
達
す
る
こ
と
が
少
い
ら
し
い
僻
遠
の
地
方
で
は
、
彼
ら
俗
吏
.は
大
い
に
安
心
し
て
虐
政
を
振
う
こ
と
で
き
る」

の
で
あ
る
。

ま
た
い
わ
く
、「

奴
隸
法
は
、
乱
暴
な
主
入
に
対
し
：て
奴
隸
に
わ
ず
か
で
も
保
護
.を
与
え
る
.と
い
う
だ
け
の
点
で
は
、

政
治
が
全
然
自
由
な
植

-

10) 

•

民
地
に
お
け
る
よ
り
も
、
大
い
に
専
制
的
な
植
民
地
の
方
が
、
.よ
く
行
わ
れ
る
ら
し
い
。」

と
い
う
の
は
、

専
制
政
治
に
お
.い
て
は
為
政
者
は
奴

隸
所
有
者
の
投
票
に
か
か
わ
り
な
く
、「

私
有
財
産
の
管
理
に
さ
え
立
入
り
干
渉
し」

「

奴
隸
に
幾
分
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
は
る
か
に
容
易
で

' 

■' 

.

あ
り
、
ま
.た
普
通
の
人
情
と
し
て
も
自
ら
そ
う
す
る
気
に
な
る
。」

「

ロ
ー
マ
.の
共
和
政
治
の
下
で
は
、

一
人
と
し
て
長
官
は
奴
隸
を
保
護
す
る
に

. 

'
1)

足
る
権
限
を
も
ち
得
な
か
っ
た
。
'い
わ
ん
や
そ
の
主
人
を
罰
す
る
権
限
に
お
い
て
お
や
。」

：

.

. 

. 

.

.

.

.

.

.

. 

. 

•

す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、

一
方
に
お
い
て
ア
メ
リ
ヵ
植
民
地
の
自
由
平
等
な
議
会
制
度
、
共
和
主
義
的
傾
向
を
讃
美
し
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て

.
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

専
制
政
治
下
の
自
凼
、
奴
隸
保
護
を
強
調
す
る
。
こ
れ
は
、
ス
ミ
ス
が
決
.し
_て
徹
底
し
た
民
主
主
義
者
で
は
な
い
こ
と
、
君
主
や
専
«
支
配
者
に 

,
対
す
る
信
頼
が
強
い
こ
と
、
を
示
し
：て
：い
る
。
：'ス
ミ
：ス
'は
新
し
い
社
会
に
お
い
て
は
合
理
的
な
共
和
制
を
容
認
し
つ
つ
も
、
ィ
ギ
リ
ス
に
お
い
て 

.
は
、
君
主
と
民
衆
.の
カ
の
均
衡
す
る
名
誉
革
命
体
制
.の
中
：に
安
住
し
、
経
済
的
に
は
重
商
主
義
を
攻
搫
し
な
が
ら
、
政
治
的
に
は
専
制
君
主
を
-A 

,

民
の
味
方
、
解
放
者
と
す
ら
考
え
て
い(

た

。
：

：

 

'

.

ア

ダ

ム•
ス 

'
、
、ス
と
エ
ド
マ
ン
ド
•
パ
ー
ク
.

(

三)
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.

.
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讯
農
主
義
を
扱
っ
た
^
九
章
に
お
い
て
は
、
有
名
な

g
y
^
l 

o
f 

natural liberty

が
展
開
さ
れ
、
こ
こ
で
は
一
切
の
特
恵
的
、

制
浪
妁
制 

度
が
撤
廃
さ
れ
て
各
人
の
行
動
は
完
全
に
自
由
に
放
任
さ
れ
る
。
か
く
し
て
元
首
；

(the sovereign) ，

は
、
.私
人
の
労
働
の
監
督
、
指
導
の
義
務 

.

か
ら
完
全
に
免
れ
て
、
.
1社
会
の
保
護
，
2
司
法
行
政
、：；3
公
共
土
木
事
業
と
公
共
施
設
維
持
の
義
務
が
規
定
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
自
然 

,法
の
思
想
が
強
く
、
ま
た
元
首
の
義
務
は
極
限
さ
れ
て
'ブ
，ル

ジ

-3
ア
的
な
夜
警
国
.家
観
の
典
型
を
な
し
て
い(

^
'

第
五
篇
に
お
い
て
は
、「

主
権
者
ま
.た
は
国
家
の
.収
入」

：
を
考
察
す
る
。
.
こ

れ

は「

グ
ラ
ー

ス

ゴ

ゥ
大
学
講
義」

に
見
ら
れ
る
が
、

さ
ち
に
く 

わ
し
く
、
'国
家
の
防
衛
力
の
発
展
‘を
生
産
、力
の
発
展
.と
結
び
.つ
け
て
論
じ
、
常
備
軍
に
つ
い
て
'次
の
よ
う
に
言
う
。

.

「

共
和
主
義
的
傾
向
の
人
々
は
、
常
備
軍
は
隹
由
に
之
っ
て
危
険
だ
と
し
て
疑
い
を
.も
っ
て
警
戒
し
て
き
た
。
;
;…

し
か
し
元
首
自
身
が
大
将 

で
あ
.り
、
国
の
：主
な
貴
族
と
上
流
階
級
が
.軍
の
.生
な
将
校
に
な
.っ
.て
.お
々
、
-;

兵

権

が

、

主

権

：の

最

大

.の

分

前

に

与

っ

て

い

る

の
で
、

主

権

の維
持

に
最
大
の
利
窖
あ
る
人
々
-の
指
揮
下
に
置
か
れ
て
い
.る
と
こ
ろ
で
は
>
,常
備
軍
は
自
由
に
：と
づ
て
決
し
て
危
険
な
も
の
で
ま
な
、?0
む
し
ろ
•一
又
^

.
-

-

■

: 

- 

'

V

'

,

へ
に
、」

常
備
軍
は
場
合
に
よ
.っ
て
は
自
由
；に
と
っ
て
好
都
合
.の
こ

と

が

，あ

る

。
.
.
元

首

が

常

備

軍

に

守

ら

れ

て

安

全

で

あ

る

な

ら

ば
、
近
代
の
若
干
の 

;.
:共
和
国
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
'
各
市
民
の
ご
く
微
細
な
行
動
ま
で
監
視
し
、
，各
歡
民
の
：平
和
を
攪
乱
せ
ん
と
い
つ
も
待
ち
か
ま
え
て
い
る
と
思
わ 

V.

れ
^
わ
ず
ら
わ
し
い
疑
心
暗
鬼
が
要
ら
な
く
な
る
。
，
• 

• 

•
.

，.国
の
自
然
の
.貴
族
に
守
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
軍
律
疋
し
き
常
備
軍
に
護
ら 

れ
て
い
る
と
い
う
自
信
の
あ
.る
元
首
に
.は
、
.
.ど
，ん
な
に
乱
暴
な
、
.根
'拠
の
：な
.い
、

勝
手
気
ま
，ま
'な
抗
，讓
が
で
て
き
て
%'
、

ほ
と
^
ど
、レ
配
尤
な

す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
国
王
、が
大
将
で
貴
族
が
将
校
で
あ
る
よ
う
な
常
備
¥

を
も
っ
て
理
想
と
す
る
ス
ミ
ス
の
前
近
代
的
性
格
が
現
わ
吖
て
い
，
 

る
。
こ
の
場
合
そ
れ
は「

自
由
に
と
っ
て
好
都
合」

.

な
の
で
、
封
建
的
軍
隊
で
は
な
い
と
し
，て
も
、':
な
お
か
つ
国
王
の
権
カ
が
強
大
な
、
い
わ
ゆ 

.

.

る
啓
蒙
専
制
的
支
配

(

こ
の
場
合
は
国
防
よ
り
は
本
命
や
反
抗
抑
圧)

を
意
味
す
る
と
い
え
よ
ヶ
。
典
型
的
な
夜
警
国
家
観
の
実
質
は
、

実
は
こ
の 

よ
う
な
古
い
も
の
一
で
あ
つ
た
0

.

.

;

.

.

■

:

■

.

 

'

 

:

'

.

.次
に
主
権
者
の
第
二
の
義
務
に
関
連
し
，て
、

司
法
費
を
論
じ
、
.

tれ
も
有
名
.な
次
の
章
句
が
現
わ
れ
る

「

ど
> J

で
も
大
き
な
財
産
、が
：あ
る
と

こ
ろ
に
は
大
き
な
不
平
等
が
あ
る
。
^
金

持

，
一

人

に
'^
し

て

少

く

も

五

芳

人

の

貧

乏

人

が

い

る

に

相

違

な 

く
、
少
数
の
富
裕
は
多
数
の
貧
窮
を
思
わ
せ
る
。
富
者
の
裕
福
な
暮
ら
し
は
貧
者
の
憤
慨
を
挑
発
し
、
貧
者
•は
し
ば
し
ば
窮
迫
に
か
ら
れ
嫉
妬
に 

煽
b
れ
て
富
者
の
占
有
物
を
侵
害
す
る
よ
5
に
な
る
ゾ
だ
が
ら
官
憲
の
保
護
が
な
け
れ
ば
、
多

年

の
、、

：

お
そ
ら
く
数
世
代
の
労
働
で
獲
得
し
た
貴 

重

欠

財

産

’
の
所
有
者
は
、

|
夜
た
り
と
も
安
眠
で
き
：な
^.
:
;。.：富
者
は
始
終
見
知
ら
ぬ
敵
に
囲
ま
れ
て
い
.る
。
彼
は
敵
を
怒
ら
せ
な
く
て
も
、
到
底 

な
だ
め
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
敵
の
加
え
る
不
正
か
ら
、
そ
れ
を
懲
罰
す
る
た
め
に
絶
え
ず
振
り
上
げ
て
お
か
れ
る
官
憲
の
力
強
い
腕 

が
な
け
れ
ば
、
保
護
し
て
も
ら
ぅ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
貴
重
な
大
財
産
を
獲
得
す
.る
め
に
は
、
政
治
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。■
財 

產
が
な
.い
か
、
あ
っ
て
も
一r

三
白
の
労
働
の
価
値
以
上
の
物
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、'
政
治
は
そ
れ
ほ
ど
必
要
’で
は
な
い
。」

こ
.こ
.に
お
い
て
は
、「

ダ
ラ
ー
ス
ゴ
ゥ
大
学
講
義」

;.
:に
表
れ
た
階
級
国
家
観
が
、
.
あ
.た
か
.も
^
会
主
義
者
の
ご
と
き
筆
致
で
明
確
に
描
か
れ
て

•ぃ
る
0
:
.
だ
が
ス
ミ
ス
の
意
向
は
、
こ
こ
で
階
級
闘
争
を
認
識
す
る
-.
と
；で
は
な
く
、
.む
し
.ろ
服
従
を
説
き
、
服
従
，の
原
因
の
考
察
に
移
っ
て
し
ま

。
 

.

.

. 

-
-
.
-
:

:

/
'•
,

.
■
.

■
.'
■

一
 \ 

.…

■
.
/■

* 
-

.
以
上
の
こ
と
か
ら
、
.
.

「

諸
国
民
の
富」

に
お
け
る
ス
'ミ
ス
の
国
家
観
の
特
徴
.を
、
次
の
よ
ぅ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

.
一
、「

諸
国
琴
の
富」

は
、
非
合
理
な
封
建
制
度
、
初
期
独
占
お
よ
び
.ゥ
ィ
.ッ
グ
的
全
体
主
義
•
重
商
主
義
政
策(

原
蓄
国
家)

に
対
し
て
、
市 

民
社
会(

資
本
主
義
制
度)

の
合
理
性
、
自
律
性
、
自
立
性
を
主
張
し
，
旧
来
の
国
家
を
市
民
社
会
の
致
富
の
た
め
に
経
済
的
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
に 

遼

元

(

ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
法
秩
序
'
.市
民
国
家
.の
形
成)

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
君
主
政
を
容
認
し
、

経
済
的
に
は
不
生
産
的
な
君 

主
.の
浪
費
に
批
判
を
加
え
な
'が
ら
も
、
た
と
え
ば
国
王
と
貴
族
の
支
配
す
る
常
，備
軍
を
支
持
し
、
あ
？)
-
い
は
専
制
君
主
の
徳
に
期
待
す
る
な 

ど
、
前
近
代
的
要
素
が
存
在
す
る
。「

国
家
.の
く
.り
抜
き」

は
徹
底
し
て
1'
な
い
。
民
主
主
義
、
共
和
政
に
対
す
る
共
感
な
ど
は
、
.一
貫
せ 

ず
、
し
ば
し
ば
逆
に
そ
れ
を
非
難
し
て
い
る
。
 

:

-

■ア
ダ
ム
•
ス
ミ
ス
と
エ
ド
マ
ン
ド
•バ
i
ク

.

(

一二) 

，.一
 Tl

五

(

九1

七)
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一
、
明
確
な
階
級
国
家
観
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
に
お
い
て
君
主
と
队
民
庐
共
に
国
家
に
よ
ア
て
富
裕
と
な
る
と
い
う
、

超
越 

:
的
、
：調
和
的
国
家
観
.を
主
張
、
国
家
^
よ
る
収
奪
の
事
実
を
み
て
：い
.な
い
。

:
:
:
ゾ

ぺ 

-
 

,
: 一
,
.
.
.
.
.

明
確
な
.自
由
放
任
思
想
、‘
夜
警
国
家
観
を
有
す
る
に
.も
が
か
わ
.ら
ず
，
そ
.れ
.、が
単
純
な
'

T

ン
タ
ー
ナ
シ
."ョ
..ナ
リ
X
ム
.で
は
な
く
、.
国
防
を 

,
m.
視
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
面
を
示
す
。

.

.

. 

.

,

ノ 

(

16

.

)

,
.す
な
わ
ち
全
体
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
：ス
ミ
ス
の
国
家
観
に
は
.近
代
と
前
近
代
、
合
理
性
と
非
合
理
性
が
同
居
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ス
ミ
X
の
経
済
学
.に
お
い
て
は
、
投
下
労
_
§5
値
説
と
支
配
労
»
価
員
^
，
価
値
構
成
説
と
価
値
分
解
説
な
ど
\
.
矛
盾
す
る
概
念
が
混
同
さ
れ
混 

在
し
て
い
る
こ
と
ば
周
知
の
事
実
で
.あ
る
が
、
そ
の
例
は
こ
の
よ
う
に
彼
の
国
家
観
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。

ス

ミ

ス

の
！
！

家

観

自

体

に

つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
基
本
的
に
は
国
家
を
も
っ
て
私
有
財
産
保
持
を
目
的
と
す
る
も
の
と
な
し
、
I

の
不
平 

等
か
ら
発
生
し
た
と
な
す
ロ
ッ
ク
を
引
き
つ
い
で
い

る

。
だ
が
同
時
に
、

ロ
ッ
ク
自
身
が
そ
う
で
あ
マ
た
よ
う
に
、
階
級
的
国
家
観
に
徹
す
る
こ 

と
な
く
、
全
体
主
義
、
保
守
主
義
、
.反
民
主
主
義
に
傾
き
、
そ
し
て
ス
ミ
ス
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
影
響
分
庄
倒
的
に
受
け
た
こ
と
に
よ
.っ
て
、
全
体
の 

た
め
の
効
用
、c

o
n
v
e
n
t
i
o
n

に
支
.え
ら
れ
、
現
状
維
持
的
、
超
越
的
'
調
和
的
性
格
を
強
め
て
し
ま
っ
た(

尸
ッ
ク
の
ヒ
ュ
ー
ム
化)

。
こ
の
こ
と 

は
、

r

面
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
の
形
而
上
学
を
排
し
'
歴
史
的
方
法
を
.駆
使
し
、
す
ぐ
れ
だ
事
実
認
識
、
現
実
に
存
在
す
る
人
間
感
情
の
把
握
を
示 

す
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
す
で
に
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命
を
極
め
て
妥
協
的
な
か
た
ち
で
達
成
し
r
そ
-の
中
に
ブ
ル
ジ
'ョ
ァ
的
秩
序
の
定
着
を
認

: 

S

め
、
経
済
的
に
は
激
し
く
重
商
主
義
政
策
を
攻
撃
し
な
が
ら
も
、
政
治
的
に
は
全
く
そ
の
中
に
安
住
し
た
、
も
は
や
、
.強
力
な
改
革
を
必
要
と
し

8)

な
い
こ
の
時
期
の
急
進
主
義
思
想
の
.一
典
型
を
見
る
の
で
あ
る
。

(

1)

'
>
. 

g
s

-̂
r

>
さ 

I
M
^
y into the N

a
t
w
e

 

c
m
d

 Causes 

of -the 

Wealth 

of Naticms,. 

edited, 

with

 

§
 intrQd/uctip 

notes' marginal 

s
u
m
m
a
r
y

 m
d

 

i
 enlarged index by E

d
w
i
n

 Qofrnip

 

1937, 

p. I
v
i
i
.

水
田
訳

.
( 「

世
界
の
大
思
想」

.一 .

九
六
五
年)
〈

上〉

.九
べ
ー
ジ
。

(

2)

I

P
 

P
.

 

325 .

訳
ニ
九
一
ぺ 

I 
ジ
。

(

3) 

Ibid., V. 

訳
三
五
三
べ
ー
ジ
。

(

4)

fe
3

&
.
, 

P
.

 421
.

訳
三
七
四
べ 

I ジ
。

(

5) 

p
 

P 

0

.

訳
三
八
四
ぺー

ジ
。

(

6)

ス
ミ
ス
は「

各
国
の
経
済
政
策
の
大
目
的
は
そ
の
国
の
富
お
よ
び
力
の
増
進
に
あ
る」

と
い
っ
て
い
る
こ
と
、
，「

国
防
は
富
裕
よ
り
遙
，か
に
重
要
1_
と
い 

う
章
句
、
お
よ
び
.「

道
徳
情
操
論」

に
お
け
る
祖
国
愛
の
称
讃
な
ど
を
根
拠
に
、
ス
ミ
ス
の
国
家
観
を
国
家
主
義
的
、
全
体
主
義
的
、
帝
国
主
義
的
な
り
と
す 

る
説
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、Nicolson, A

 project of E
n
t
ire: 

a critical study of the e
c
m
c
m
i
c
s

of i/m/perialism, with SHecial.reference to 

i

r

Qf 

f
e
i 

Smith, 1909..

関
ロ
建
一
郎
訳
■

「

あ
だ
む
Uす
み
す
.ノ
帝
国
主
義
観」

、
堀
光
亀「

国
防
は
富
裕
よ
り
も
遙
か
に
重
要
な
り」

東
京
商 

大

「

商
学
研
究」

第
三
巻
第
一
号
。
こ
れ
に
対
し
て
大
道
氏
は
、
ス
ミ
ス
を
市
民
社
会
の
理
論
家
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
ス
ミ
ス
の
自
由
主
義
的
国 

家
観
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
.ミ
ス
は
市
民
社
会
の
た
め
の
自
由
放
任
を
説
き
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
市
民
社
会
の
現
実
的
利
害
の
打
算
か
ら
骯 

海
条
例
を
絶
讃
し
た
。
大
道
安
次
郎
.

「

ア
ダ
ム

•
ス
ミ
ス
の
国
家
観
の
性
格」

「

法
学」

第
八
卷
第
一
号(

東
北
帝
大)

、
昭
和
四
年
。

.

(

7) 

A
.

 

s
l
h
,

 

o
:
p
.
>
r
p
.

 

400
9

,
竹
内
訳(

慶
友
社
版)

0
、

ニ

三

。へ
ー
ジ
。

(

8) 

§
f*
p
p
. 

5
5
1

丨 2
'

訳
一 

j〇
六—

七
。へ—

ジ
。
？

(

9)

さ
§:
.
,
> 

5
5
2
.

訳
ニ O

 
八
べ—

ジ
。

'

(

10) 

i
s
^
.
,
p
. 

5
5
3
.

訳

ニ

〇

九
べ

 ~

 
ジ
。

(

11) 

i
b

F
m

 

5
5
3
—

4
.

訳
ニ
〇
九
丄
-ニ
〇
ぺ
|
ジ
。

,'
-

(

1 2)

高
島
善
哉「

ス
ミ
ス『

国
富
論』
——

政
策
編——

」

昭
和
三
六
年
、
八
1

ぺ
ー
ジ
。
注

(

1 6)

と
比
較
さ
れ
た
い
。

(

ぢ 

A. S
m
M
,

 

o
p
.
2.
r
p
. 

651
,

訳
三
三
四
べ 

I ジ
。

.

(

14) 

.Ibid., pp. 667—
8.' 

.訳
1̂
ニ
0—

 
一
。へ
.
1ジ
。

ノ

(

15)

:.
.
'き 

F
 p: 

6
7
0
.
訳
ニ
三
ぺ—

ジ
°̂

^
^
.

 

•

16)

ス
ミ
ス
に
お
け
る
個
人
主
義
と
国
家
主
義
に

つ
い
て

社
、.「『

.経
験
と
慣
習
に
習
熟
し
た』

多
面
的
な
観
蔡
眼
を
示
す
に
す
ぎ
な
い」

r 『

国
富
論』

の
前
半 

:に
盛
ら
れ
た
経
済
的
苹
新
家
的
情
熱
：は
、

そ
の
.後
半
に
_滲
み
出
し
.て
い
る
国
士
的
政
治
家
的
高
邁
さ
と
些
か
も
矛
勝
し
な
い」

(

高
島
善
哉
.「

近
代
社
会
科
学

.
•観
の
成
立」

昭
和
三
三
年
、
.七
六
べ
ー
ジ)

と

説
か
れ
る
が
、
ス
ミ
ス
め
保
守
的
便
宜
主
義
ば
あ
ま
り
高
邁
な
も
の
で
は
な
く
、
合
理
主
義
と
の
混
在
を
そ
の 

ま
ま
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
専
制
君
主
の
擁
護
な
ど
..
を
、
個
人
主
義
、
合
理
主
義
：.；自
由
主
義
に
因
数
分
解
し
尽
く
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
0
.

.

.ま
た
他
方
に
.お
い
て
高
島
氏
は
、
.ト
ー
リ
ィ
党
：.
.
S威
の
原
理)

、
ゥ
ィ
ッ
.グ
党
へ
 ̂

「

ス
ミ
ス
自
身
の
立
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一
二
八(

九
ニ
〇)

.
場
は
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
中
間
妥
協
的J

で
、「

こ
の
点
か
ら
考
え
て
も
、

ス
ミ
ス
が
ベ
ン
サ
ム
の
よ
う
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
線
ま
で
進
む
こ
と
が
で
き
な 

.
か
っ
た
理
油
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
1_(

一.ニ
〇
丨
：ニ
ー
ー 
ベ
.丨
ジ)

と
い
_う
。X

ン
サ 

<が
ラ
デ
ィ
カ
ル
か
と
い
う
こ
.と
は
ま
た
問
題
だ
が
、
そ
れ
は 

•
別
ど
し
て
も
、
：
ス
ミ
：ス
.の
：立
場
は
ゥ
イ
グ
ダ
と
.ト
ー
リ
ィ
：の
中
間
妥
協
で
あ
り
：(

し
か
も

/
そ
の
両
面
批
判
で
も
あ
る
。

.

:

(

17)
フ
ラ
ン
ス
单
命
が
始
ま
る
と
、.
ス
.ミ
ス

.0
激
じ
：い
.重
商
主
義
批
判
ゆ
、：上
ば
し
ば
保
守
勢
办
に
よ
0
て
'危
険
思
想
と
考
え
ら
れ
た
。
フ
オ
ッ
少
ス
ら
の
ゥ 

ィ
ッ
ダ
左
派
や
、
小
市
民
的
急
進
主
義
の
一
部
も
ス
.ミ
ス
..に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
ヴ
弟
子
の
J

,
ミ
ラ
ー
な
ど
は「

人
民
の
友
協
会」

.に
入
っ
て
議
会
改
革
を
主 

張
し
た
こ
と
.は
^
读
で
ヾ
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、：
バ
，
I
ク
や
ト~

リ
ィ
党
の
ピ
ッ
ド
が
ス
ミ
ス
の
■.

「

生
徒」

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ス
ミ
ス
が
保
守
勢
力
に
よ
っ
て 

'.十分
利
.用
し
■え
た
.こ
と
■を
示
す
。「

道
猶
情
操
論
卜
ノ
の
第
六
版(

一.七
九
o
年)

.

.に.お
け
るm

a
n

 of system:

攻
撃
は
、
フ
ラ
ン
.ス
■革
命
の
指
導
者
に
対
す
る 

批
判
で
も
あ
っ
た
。
：

.

.

. 

:

■

'■
-.
'
ぐ 

.

18)
「

政
治
と
経
済
に
お
い
て
資
本
主
義
体
制
を
強
化
1<
よ
う
と
す
る
急
進
主
義
の
第
ー
.の
型
と
し
て
、
独

立

两

.ロ
ッ
ク
、

ヒ
ユ
ー
ム
を
見
て
み
る
と
、
そ 

こ
に
は
根
深
い
保
守
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。'
従
っ
て
、
：彼
ら
は
，
た
と
：え
民
主
主
義
を
旗
印
と
し
、
近
代
的
な
社
会
観
を
形
成
し
、
 

新
し
い
社
会
秩
序
を
認
識
し
た
と
し

て

も
、
直
ち
に
そ
れ
を
も
っ
て
民
主
主
義
.を
衡
底
し
、
社
会
の
根
本
的
敗
判
を
企
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ご
拙
著「

ゥ 

，.ィ
リ
.ア
ム

•
ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
研
究」

一
九
六
.四
年
、
九
四
，へ
I
ジ
。
そ
の
後
、
ス
ミ
ス
、
ベ
ン
サ
ム
が
こ
の
急
進
主
義
を
継
承
す
る
。「

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ニ 

人
は
共
に
皮
権
力
的
.な
学
説
を
体
系
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
.同
時
に
ま
た
、
.こ
.の
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
急
進
主
義
の
主
流
は
、
決
し
て
そ
の
反
権
力
主
義
を
徹 

底
は
七
炎
か
っ
た
こ
と
、
し
ば
し
ば
古
い
権
力
と
妥
協
し
、

ま
た
自
ら
の
権
力
強
化
に
転
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
.こ
と
を
、
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
ご 

同
書
ニ
四
九
べI
ジ

,°
•

i す : ‘

書

評

小
島
清
著

 

'

『

日
本
貿
易
と
関
税
引
下
げ

』

•

—ケ
ネ
デ
ィ•

ラ
ウ
ン
ド
の
効
果
-

深

海

博

明

.国
際
経
済
学
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
に
、
.と
く
.に
国
際
経
済
の
現
実
と
密
接 

な
関
連
を
も
ち
、
そ
の
展
開
に
要
請
さ
れ
て
発
展
しV

き
た
面
を
強
く
も
っ
.て 

お
り
、
現
実
展
開
の
理
論
的
解
明
と
と
も
に
、
そ
れ
に
基
礎
を
お
'い
て
、
政
策 

的
方
向
づ
け
な
い
し
政
策
提
言
を
も
行
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と 

は
’
：古
典
学
派
に
お
け
る
比
較
生
産
費
原
理
の
確
立
と
' 
そ
の
政
策
的
方
向
づ 

け
と
し
て
の
自
由
貿
易
主
義
の
主
張
以
来
明
ら
か
.に
み
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ 

ぅ
。
勿
論
、
比
較
生
産
費
原
理
と
自
由
質
易
主
義
と
は
あ
く
迄
も
別
個
の
も
の 

.

.であ
り
、
.前
者
は
一
.つ
の
論
理
命
題
で
.あ
っ
て
、

そ
れ
が
現
実
の
自
由
貿
易
の 

主
張
と
結
び
つ
く
た
め
に
は
、：
現
実
に
お
け
る
理
論
が
前
提
と
ず
る
種
々
な
る 

条
件
の
成
立
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
.'
古
典
学
派
理
論
は
、
元
来
そ 

の
政
治
的
•
政
策
的
主
張
と
し
て
.の
自
由
質
易
の
有
利
性
を
基
礎
づ
け
ん
と
し

書

評

て
生
み
出
さ
れ
、
理
論
的
な
究
明
で
あ
る
と
と
•も
に
、
実
践
的
要
求
に
も
か
な 

い
.、
政
治
経
済
学(political .

E
c
o
n
o
m
y
)

と
し
て
成
立
し
て
い
.た
。

,

.

一
 

九
五
〇
年
ft
#
半
以
降
、
世
界
経
済
：
国
際
経
済
は
、
新
し
い
展
開
を
み 

せ
： .

は
じ
め
、
一
そ
れ
に
応
じ
て
国
際
経
済
学
に
お
い
て
も
、
新
し
い
理
論
展
開
、
 

政
策
的
方
向
づ
け
が
探
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、

一
っ
に
は
、
世
界
経
済 

に
お
け
る
££0,

を
め
ぐ
る
地
域
的
経
済
統
合
の
進
展
で
あ
り
、
従
来
の
世
界 

犬
の
自
由
化
と
こ
と
な
る
地
域
的
自
由
化
.
域
外
差
別
化
の
，本
質
究
明
、
そ
の 

効
果
の
分
析
に
力
が
そ
そ
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ニ
っ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
従 

来
の
東
西
問
題
に
か
わ
っ
て
の
南
北
問
題
.の
登
場
で
あ
り
、
南
北
の
発
展
格
差 

発
生
の
要
因
、
低
開
発
国
の
経
済
発
展
の
阻
害
要
因
の
探
究
、
そ
れ
に
も
と
づ 

く
発
展
格
差
是
正
、
.調
和
的
世
界
経
済
発
展
の
方
途
の
摸
索
が
行
な
わ
れ
て
き 

て
い
る
の
で
あ
る
。11

一
つ
に
は

、

ド
ル
不
足
か
ら
ド
ル
危
機
へ
の
転
化
に
っ
れ 

.て
顕
著
と
な
っ
た
現
在
の
国
際
通
貨
体
制
の
再
検
討
、
国
際
流
動
性
問
題
の
登 

場
で
あ
る
。

.

.
こ
の
ょ
ぅ
な
展
開
の
な
か
で
、
っ
ね
に
国
際
経
済
学
界
を
リ
ー
ド
さ
れ
て
い

る
本
書
め
著
者
小
島
清
教
授
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
意
欲
的
な
す
ぐ
れ

た
：研
究
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。’
第

—*
の
.経
済
統
合
に
関
す
る
研
究
は『

E

E

C

の
経
済
学』

(

昭
和
三
七
年
、
日
本
評
論
新
社)

、
第
二
の
南
北
問
題
に
関
す
る
そ

れ
は
、'.
.
.

『

低
開
発
国
の
贸
易』

：

(

昭
和
三
九
年
、
国
元
書
房)

に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。
す
.で
に
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
本
誌
.で
紹
介
、
論
評
し
た
の
で
、
こ
こ
で 

(

注
1)

は
.ふ
れ
な
い
，
た
だ
小
島
清
教
授
の
研
究
は
、.
斬
進
な
理
論
を
基
礎
に
も
っ
と
. 

と
も
に
、
H
本
の
立
場
•
あ
り
方
に
っ
ね
に
中
心
を
お
き
、
か
つ
す
ぐ
れ
て
現 

実
な
い
し
傲
策
志
向
的
で
あ
る
と
.い
ぅ
点
は
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

三

九

(

九
ニ
ー)

^
 
r
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r 
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• 
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