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都
市
爵
政
策
に
等
し
い
と

述
べ
て

.い
ら
れ
る
。

(

三
八 
一
S
 

第
四
章
に

資
本
唐

が

.あ
て
ら
れ
て
い
る
。

本

書

が「

西
洋
古
代
•中
世

経 

済
史J
と
云
う
題
名
で
.あ
る
こ
と
か

ら
す
る
と
読
者
は
そ
の
理
解
に
と
ま
ど
う 

力
も
知
れ
な
い
。

だ
が
古
代•

中
世
社
会
の
経
済
を
現
代
か
ら
識
別
し

、
.そ
の 

.
発

展

.性

を

確

か

め

る

意

味

で

も

資

本

主

義

を

論

ず

る

こ
と
は
こ
の

著
者
に
と

っ
 

て
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る

。

■

'.第
一

節

資

本

主

義

の

概

念

に

っ
い
て

著
者
は
、
思
想
の
盲
点
に
っ

い

て

ゥ
 

コ
丨
ハ
丨
批
羽
を
の
べ
て
い
ら
れ
る
。
思
想
家
は
屢
々
自
己
を
対
象
外
に
お
き 

立
論
す
る
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
経
済
学
と
は
経
済
学
者
に
だ
ま
さ
れ
ぬ
よ
う 

に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
こ
の
提
言
者
は
自
己
が
だ
ま
す

侧
に
t
な 

い
と
云
う
立
場
に
立
っ
て
発
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ず
本
の
生
成
が
参
元
的
で
あ
る
よ
う
に
歴
史
的
に
は
資
本
主
義

(

経
済
制
度) 

も
ま
た
多
元
的
で
あ
る
。

_

ン

農
村
社
佘
で
は
子
を
生
む

「

元」

ま
た
は

「

■」

と
い
う
観
念
が
資
本
概
念 

の

源

で

あ

っ

た

と

著

者

は

の

ベ

て

い

ら

れ

る

。

へ
ー
ー
ー
八
宄
頁

)

こ
の
よ
う
な
形
で
資
本
主
義
の
主
体
的
条
件
と
し
て
の
資
本
主
義
精
神
と
客 

体
的
条
件
と
し
て
の
資
本
主
義
的
技
術
に
つ
い
て
著
者
は
言
及
し
て
い
る
。

+
U代
の
資
本
主
義
中
世
の
資
本
主
義
を
観
念
的
に
扱
う
こ
と
に
っ

き
、
第 

ニ

節

公

正

{|
1
格
、
徴
利
禁
止
の
経
済
性
を
論
じ
て
い
ら
れ
る
。
っ
ま
り
経
済 

が
倫
理
や
.価
格
の
抑
制
に
よ
っ
て
は
統
御
さ
れ
得
な
い
こ
と
、
し
た
が

っ
.て
第 

ニ
ー
が
貨
胳
を
媒
介
と

し
て
経

済

が

-^
し
す
す
め
ら
れ
て

き
た
こ
と
に
，つ
い
て 

の
へ
て
I
る
。
第
四
節
の
資
本
家
に
つ
い
て

吾

々

は

W
I
一
 

i
 

IP nature 

P
u

 c
o
m
m
e
r
c
e

 en 

I

E
 1

7
5
5
.

の
著
者 

Richard Cantillon 

女
史
の

一
四
o
 

(

ニ
五
〇)

E
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r

 

(p. 

30 0
0 0)

を
想
起
す
る
。

こ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
フ
ッ
ガ 

丨
や
メ
チ
チ
を
あ
げ
、

カ
ト
リ

ッ
ク
信
者
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
広
義
の
怪
済
、 

と
し
て
い
わ
ゆ
る
資
本
家
の
源
流
に
入
れ
て
お
ら
れ
る
。

之
は
ま

さ

し

く

ゥ

X 

ベ
リ
ア
ン
に
と
っ
て
な
げ
か
わ
し
い
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
歴
史
主
義 

と
は
そ
の
よ
う
な
形
で
非
歴
史
的
、
社
会
学
的
批
判
の
も
と
で
泡
己
展
開
を
と 

げ
る
運
命
に
お
か
れ
て
い
る
。
. 

.

.

‘最
後
に
こ
の
書Q

ぶ
ざ
つ
な
書
評
を
終
る
に
あ
た
っ
て
、

ラ
ト
ゥ
シ
ュ
や
リ 

ュ
ト
ゲ
教
授
が
そ
れ
ぞ
れ
の
創
意
を
示
し
乍
ら
も
、

フ
ラ
ン
ス
や
ド
ィ
ッ
の
そ 

れ
ぞ
れ
の
.学
界
の
研
究
史
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
西
洋
逄
済 

史
研
^
も
独
自
の
0-
究
方
向
ガ
こ
の
よ
う
な
著
作
に
よ
.っ
て
オ
リ
ユ
ン
テ
ィ
ー 

レ
ン
さ
れ
る
こ
と
を
祈
づ
て
や
ま
な
い
。

,
著
者
の
御
好
意
に
甘
え
、
暴
言
を
心
か
ら
お
わ
び
す
る
。

,
I1

九
六
七
年
十
二
月
八
日—

 

(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
.
<
|
5
.
四
三
七
頁
.
一
八
〇
〇
円)

徳
永
31

良
著

『

イ
ギ
リ
ス
.

賃

労

働

史

の

研

究
ノ

——

帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
労
働
問
題
の
展
開
I

』

飯

田

 

鼎

本
書
は
、
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
で
，あ
る
。
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
点 

の
ひ
と
つ
は
、
そ
の
対
象
が
、
ィ
ギ
リ
ス
機
械
工
業
を
中
心
と
す
る
資
本
と
賃 

労
働
と
の
関
係
の
分
析
に
そ
の
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二 

に
、
そ
れ
は
、
そ
の
副
題
に
み
ら
れ
る
ょ
う
に
、
帝
国
主
義
段
階
、
す
な
わ
ち
、
 

一
八
七
〇
年
代
か
ら
一
九
ー
〇
年
代
に
か
け
て
の
複
雜
多
岐
な
労
働
問
題
を
、
 

著
者
独
自
の
視
点
か
ら
分
析
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
•

，

従
来
、
外
国
の
労
働
問
題
の
研
究
と
い
え
ば
、
大
体
に
お
い
て
、
労
働
組
合 

な
い
し
労
働
運
動
の
歴
史
的
記
述
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
ゥ
ュ
ッ
ブ
夫
妻
や 

コ
-丨
ル
等
の
歴
史
的
研
究
の
上
に
侬
拠
し
て
き
た
わ
が
_
の
研
究
水
準
の
制
約 

が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
、
.そ
の
ょ
う
な
制
約
を
打
破
し
、
ま
.さ
し 

く

「

帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
労
働
問
題
の
展
開」

(

傍
点
筆
者)

と
し
て
、
運 

動
の
蓝
抵
を
な
す
労
資
関
係
労
衝
市
場
質
金
構
造
と
そ
れ
と
の
関
係
に
つ 

い
て
、
機
械
工
業
を
中
心
と
し
て
分
析
を
試
み
て
い
る
。
読
者
の
便
宜
上
、

つ 

ぎ
に
主
要
な
S
次
を
か
か
げ
て
お
こ
う
。

序
章
自
凼
主
義
段
階
の
労
資
関
係

書

評

，

■
第
二
章
帝
国
主
義
段
階
の
労
資
関
係

(

概
説)

第
三
章
熟
練
の
変
質
と
労
務
管
理 

第
四
葷
労
働
市
場
と
賃
金
水
準 

第

五

章

質

金
構
造 

第

六

章

貨

金

形

態 

第
七
章
労
働
組
合
琿
動

.

■

第
八
章
結
論

本
書
の
内
容
を
以
上
の
よ
う
な
特
異
な
も
の
た
ら
し
め
た
契
機
に
つ
い
て
、
 

著
者
は
、

「

は
し
が
き」

に
お
い
て
の
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
な
か
な
か
示
唆 

に
富
み
、

い
わ
ば
本
書
の
成
立
の
動
機
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

著
者
は
ま 

ず
、

そ
の
労
働
問
題
研
究
へ
の
志
向
を
、

か

の

「

社
会
政
策
論
爭」

に
見
出 

し
、

そ
の
後
の
こ
の
論
#

の
発
展
過
程
に
あ
ら
わ
れ
た「

出
稼
ぎ
型」

論
、
 

「

半
農
半
エ
型」

論
、.「

日
本
賃
労
働
史
論」

、

京

浜

工

業

地

帯

の「

労
働
市
場 

の
模
型」

等
の
実
証
的
•
理
論
的
研
究
に
刺
戟
さ
れ
な
が
ら
、

一
方
に
お
い
て
、
 

わ
が
国
労
働
問
題
研
究
に
固
定
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る「

型」

の
論
理
と
、
他 

方
に
お
い
て
根
強
い
政
治
至
上
主
義
的
な
労
働
問
題
研
究
の
態
度
に
た
い
し
て 

批
判
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
に
見
出
し
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
ま 

ず
笫
ー
に
、
B

一
 

国
の
労
働
運
動
に
は
そ
れ
特
有
の
性
格
が
あ
り
、
そ
の
国
の 

資
本
主
義
の
発
展
と
か
か
わ
っ
て
お
り
、
先
進
国
ィ
ギ
リ
ス
を
モ
デ
ル
と
し
、
 

他
国
の
現
状
を
そ
れ
か
ら
の
偏
差
と
し
把
え
る
の
は
JE
し
く
な
い
。
㈡
帝
国
主 

義
段
階
の
問
題
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
問
題
を
、
理
論
を
ふ
ま 

え
て
ひ
と
ま
ず
-ti
l：
界
史
の
発
展
傾
向
を
つ
、き
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の 

地
位
を
確
定
す
る
こ
<と
の
觅
要
性
。

こ
の
二
つ
の
前
提
の
上
に
立
っ
て
、

「

5J
V

一

四

一(

ニ
五
一)



臾
を
で
き
る
だ
け
前
面
に
お
し
出
す」

叙
述
法
を
と
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た

の
で 

あ
る
。

つ
ぎ
に
、
本
書
の
内
容
の
評
価
に
入
ろ
ぅ
。

.

ニ
. :
-

.

 

•

本
書
の
第
一
の
特
徴
は
、
ま
ず
そ
の
手
堅
い
分
析
的
手
法
で
あ
る
。
労
働
問 

题
の
研
究
書
に
よ
く
み
ら
れ
が
ち
.な
叙
述
的
な
手
法
の
み
に
お
.ち
.い
る
こ
と
な 

く

，

著
者
の
鋭
い
分
析
力
が
に
じ
み
出
て
お
り
"
と
く
に
、
第
二
章
お
よ
び
第 

三
章
は
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど
の
実
証
性
で

あ

る

ノ

刀

ダ

の1:
*
礎
に
.

具
体
的
な
事
実
の
把
握
を
示
す
資
料

-
主

.

.
と

し

て

統
if
l
お
よ
び
図
表
が
突
に
豊
富
に
_
げ
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に

第

四
章
お
よ
び 

第
五
章
に
お
い
て
い

ち
じ
る
し
い
。

こ
れ
は
、

著

者

が

-.
事
庚
を
で
き
る
だ
け 

前
面
に
出
す」

と
い
ぅ

主
張
に
も
と
づ
く

も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
本
書
の
最
大
の
特
色
は
、

著
渚
の
広
汎
な
視
野
で
あ
る
。

労
務
管 

理
、
労
働
市
場
、
赁
金
、
賃
金
構
造
お
よ
び
形
態
お
よ
び
労
働
組
合
運
動
な
ど 

の
各
分
野
に
つ
い
て
、

機
械
工
業
を
中
心
に
帝
国
主
義
段
階
の
諸
特
徴
を
分
析 

し
て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
現
在
、
わ
が
国
に
お
い
て
多
元
化
し
つ
つ
あ 

る
労
働
問
題
研
究
の
分
野
の
広
さ
を
反
映
し
た
も
の
で
も
あ
る
。

箸
^
は
、
帝
国
主
義
段
階
の
労
働
問
題
に
ふ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
向
由
主
義 

段
階
の
労
资
関
係
を
規
定
し
、
産
業
資
本
段
階==

綿
工
業
に
お
け
る
労
資
関
係 

を
そ
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
、

こ
れ
に
た
い
し
て
、

機
械
工
業
を
货 

比
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
る
。

す
な
わ
ち
、
赁
労
働
、
労
働
組
合
お 

よ
び
労
働
カ
政
策
の
各
指
漂
に
つ
い
て
、
こ
の
両
洛
を
比
較
し
て
い
る
。
し

 ̂

し
こ
れ
は
、
帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
機
械
工
業
の
労
働
問
題
を
と

り

あ

つ

か

1

四
ニ 

(

ニ
五
ニ)

う
た
め
の
便
宜
の
た
め
で
あ
る
。

著
者
は
、
帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
労
働
問
題
の
研
究
を
、
機
械
工
業
を
と 

り
あ
げ
た
理
由
に
つ
い
て
、

一
九
世
紀
末
か
ら
一
ー
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
お 

こ
な
わ
れ
た
ー
速
の
技
術
上
の
諸
変
化
—

琨
カ
举
命_

ば
一
八
世
紀
か
ら 

1

九
世
紀
に
か
け
て
の
産
業
革
命
に
四
敵
し
な
い
ま
で
も
、
m
要
な
技
術
的
な 

発
展
で
あ
り
、
：近
代
的
化
学
工
業
の
展
開
に
と
も
な
う
技
術
的
.発
展
は
、
機
械 

工
業
：の
場
合
、
そ
こ
に
お
け
る
技
術
的
変
化
と
経
営
形
態
の
面
で
い
ち
じ
る
し 

い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
機
械
工
業
の
技
術
的
変
化 

の
第
一
と
し
て
、
従
来
ま
で
の
‘織
維
機
械
、
.農
業
機
械
、
鉱
山
機
械
、
蒸
気
機 

関
、
造
船
に
た
い
し
て
、
電
気
機
械
と
S
動
車
の
製
造
部
門
が
加
わ
っ
た
こ
と 

で
あ
る
。
第
二
に
は
、
造

船

業

•
舶
用
機
関
工
業
に
お
け
る
大
型
化
、
そ
れ
を 

可
能
に
し
た
と
こ
ろ
の
第
一
の
条
件
と
し
て
鉄
船
か
ら
鋼
船
へ
の
転
換
、
第
二 

の
条
付
と
し
て
往
復
機
関(

い
わ
ゆ
る
レ
シ
プ
ロ 

(Reciprocating)

か
ら
タ
ー 

ビ
ン
べ
の
移
行)

.
第
三
の
条
.例
と
し
て
、

水
压
親
打
機
な
ど
の
導
入
に
よ
る 

機
械
化
の
進
展
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
第
三
に
は
、
帝
国
主
義
段
階
に 

お
い
て
は
、
新
し
いH

作

機

械

•
工

具

.
器
具
の
導
入
、
す
な
わ
ち
機
械
工
場 

に
お
け
る
多
量
生
産
に
圧
倒
的
な
強
み
を
発
揮
す
る

タ
ー
レ
ッ
ト
旋
盤
お
よ
び 

絞
盤
の
出
現
、
ぁ
る
ぃ
は
ダ£

ン

が
進
ん
だ
工
場
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
こ
う
し
た
切
削
速
度
の
火
き
な
機
械
は
、
 

さ
ら
に
新
し
い
工
具
、
器
具
、
ひ
い
て
は
新
し
い
生
産
方
法
の
出
現
を
う
な
が 

す
爾
カ
が
原
動
カ
と
し
て
登
場
す
る
必
然
性
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
 

こ
う
し
■た
新
式
の
機
械
•
器
具
の
導
入
は
、
大
企
業
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ 

つ
て
、
中
小
企
業
の
大
部
分
は
あ
ま
り
関
係
が
な
か
つ
た
と

指
摘
す
る
。

一
九
11
|
:
紀
末
か
ら
ニ
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
機
械
エ
業
に
お
い 

て
展
開
さ
れ
た
以
上
の
よ
う
な
主
要
な
技
術
的
変
化
の
性
格
に
つ
い
て
、
著
者• 

は
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
諸
変
化
の
、
ド
イ
ッ
や
ア
メ
リ
ヵ
に
比
較
し
て
の
特
殊 

性
、
産
業
革
命
以
来
の
長
期
に
わ
た
る
技
術
的
蒂
積
を
基
礎
と
す
る
技
術
的
諸 

変
化
は
、
急
激
な
変
化
を
抑
止
し
、
新
興
国
ド
イ
ッ
お
よ
び
ア
メ
リ
'力
の
象
徴 

と
し
て
の
内
燃
機
関
に
た
い
し
て
、
技
術
的
伝
統
と
し
'て
の
イ
ギ
リ
ス
と
の
対 

照
、
そ
し
て
第
.ニ
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
^.
ず
、
大
企
業
と
中
小
企
業
と
の
間 

の
技
術
的
な
格
差
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。

.
以
上
の
よ
う
な
技
術
的
な
諸
変
化
か
ら
、
経
営
形
態
の
変
化
、
す
な
わ
ち
、一 

九
世
紀
末
に
お
け
る
独
占
的
集
中
の
進
行
’
匡
大
独
占
体
の
成
立
が
導
き
出
さ 

れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
が
、
労
資
関
係
お
よ
び
帝
国
主
義
段
階
の
労
働
問
題
に 

決
宠
的
な
影
響
を
与
え
る
点
を
考
慮
す
る
。
労
資
関
係
の
面
で
、
こ
の
段
階
に 

あ

っ
て
特
徴
的
な
事
突
は
、
機
械
金
厲
エ
業
の
分
野
に
お
い
て
も
失
業
問
題
の 

激
化
で
あ
り
、
相
対
的
過
剰
人
口
の
漸
次
的
増
大
と
都
市
お
よ
び
農
村
に
お
け 

る
停
滞
的
•
潜
在
的
過
剰
人
口
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
不
完
全
就
業
や
由
凼
労 

働
の
問
題
と
と
も
に
労
働
条
件
の
切
り
下
げ
が
行
わ
れ
た
こ
と
。
第
二
に
、
機 

械
エ
業
な
ど
の
遺
エ
業
部
門
に
お
け
る
熟
練
の
分
解
、
徒
弟
制
、
半
熟
練
労
働 

者
の
熟
練
労
働
者
に
た
い
す
る
代
替
的
現
象
の
.一
般
化
が
現
わ
.れ
る
の
で
あ
る 

が
、

一
方
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
手
工
業
的
^
?練
は
、
機
械
制
大
工
業
の
段
階 

に
お
い
て
は
不
躲
と
な
る
傾
向
を
示
し
つ
つ
も
、
重
工
業
の
場
合
は
、
男
子
労 

働
力
を
主
体
と
す
る
.高
度
の
熟
練
お
よ
び
技
術
水
準
が
、
多
量
に
要
求
さ
れ
る 

結
來
と
し
て
、
個
別
企
業
内
に
お
け
る
趴
自
な
労
働
力
の
#
成
が
行
わ
れ
る
必 

然
他
。
第
三
に
、
労
務
赞
理
の
問
題
で
あ
っ
て
、
臣
大
企
業
に
お
け
る
科
学
的

管
理
法
、
出
来
高
給
、
能
率
給
の
採
用
、
鉄
鉱
業
や
炭
鉱
業
に
お
け
る
ス
ラ
イ 

デ
ィ
ン
グ
*
ス
ヶ
I

ル
の
実
施
、
利
潤
分
配
制
の
導
入
な
ど
が
す
で
に
行
わ
れ 

た
。
 

«

以
上
の
よ
う
な
産
業
構
造
お
よ
び
労
資
関
係
の
変
化
に
照
応
し
て
、

労
働
渚 

階
級
の
組
織
に
も
変
化
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
，、
著
者
は
、
新
組
合
主
義=

 

一
般
組
合
お
よ
び
そ
の
政
策
に
つ
い
て
ふ
れ
、
そ
の
結
果
と
し

て

の

社
会
政 

策
、
社
会
保
険
に
つ
い
て
简
単
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
独
占
段
階
の
到
来
に
と
も
な
う
産
業
構
造
、
生
産
方
法
の 

変
化
、
労
働
者
組
織
の
変
貌
の
結
果
に
つ
い
て
の
予
備
的
な
考
察
の
の
ち
に
、
 

著
者
は
、
熟
練
の
変
質
と
労
務
管
理
、
す
な
わ
ち
、
㈠
作
業
内
容
の
変
化
、

㈡
 

技
能
養
成
方
法
の
変
化
、
そ
し
て
第
三
に
労
務
管
理
方
式
の
転
換
に
つ
い
て
詳 

細
に
検
討
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
第
三
章
の
叙
述
か
ら
以
後
、
内
容
は 

分
析
的
で
は
あ
る
が
、
資
料
的
と
な
り
、
論
理
的
な
究
明
よ
り
も
、
具
体
的
な 

素
材
の
提
示
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
第
二
節
労
務
管
理
を
除
け
ば
、
や
や
素 

材
的
で
あ
り
す
ぎ
る
よ
う
な
感
を
う
け
る
。
そ
し
て
そ
の
傾
向
は
、
第
四
章
お 

よ
び
第
五
章
に
至
っ
て
、
ま
す
ま
す
い
ち
じ
る
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に 

ま
た
本
書
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
独
占
^
:本

主

義

段

階

に

.お

け

る 

機
械
工
業
の
労
働
諸
条
件
に
か
ん
す
る
き
わ
め
て
貴
if
な
デ
I
タ
と
し
て
注
は 

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
七
章
は
、

一
八
八
〇
年
代
の
労
働
組
合
運
動
に
お
け
る 

機
械
工
組
合
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
本
書
全
体
の
評
価
に 

つ
い
て
の
ベ
-る
こ
と
に
し
よ
う
。

本
書
の
研
究
'書
と
し
て
の
価
値
に
つ
い
て
は
冒
頭
に
お
い
て
指
摘
し
た
の 

で
、
こ
こ
で
は
弱
点
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
こ
う
。
本
書
は
、



そ
の
資
料
的
な
伽
値
と
證
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

■

理
論
的
な
整
理
が
必
ず
し 

も
充
分
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
前
半
に 

お
い
て
は
問
題
意
識
が
鮮
明
で
、
帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
労
働
問
題
の
特
殊 

性
に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
後
半
に
お
い
て 

は
资
和
負
け
の
感
が
深
く
、
資
料
の
解
説
に
終
始
し
て
お
り
、
叙
述
が
^
調 

で

^
る

r
四
萆
第
五
窜
第
六
章
以
下
の
叙
述
に
み
る
叙
述
の
単
純
性
、
 

本
書
の
前
半
に
み
ら
れ
た
理
論
的
分
析
の
鋭
さ
が
、
後
半
に
お
い
て
、
そ
の
資 

料
的
豊
富
さ
の
な
か
に
か
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の 

ひ
と
つ
の
原
因
は
、
労
働
市
場
と
賃
金
水
準
、
賃
金
構
造
、
賃
金
形
態
お
よ
び 

资
働
組
合
離
の
各
項
：：n

が
、
、、ハ
ラ
バ
ラ
に
並
列
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る 

だ.
け
で
、
こ
れ
ら
相
互
の
間
の
関
係
、
こ
れ
ら
の
諸
関
係
の
.法
則
的
な
把
握
が 

み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
著
者
が
、
現
代
の
わ
が
国
に
お
け
る
労 

働
問
題
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
研
究
水
準
の
見
事
な
向
上
に
も

か
が
わ
ら
ず
、
 

と
も
す
れ
は
ハ
ラ
パ
ラ
に
な
ろ
う
と
す
る
各
研
究
分
野
、
す
な
わ
ち
、
労
働
市

場
論
質
金
論
、
労
使
関
係
論
、
社
会
保
障
論
、
労
働
組
合
論

---------------

本
来
、

「

労

促
供
題

」

と
し
て
把
管
れ
る
べ
き
こ
れ
ら
の
分
野

-
を
統
一
的
に
把
握
し

よ
う
と
す
る
露
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
こ
と
は
高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
の
で
あ
る
が
、こ
の
試
み
は
、著
者
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

本

書

に

お

い
 

*

も
成
攻
し
て
し
る
と
は
し
え
な
い
。
こ
れ
を
つ
き
つ
め
て
い
く
と
第
二
の
問 

題
と
な
る
の
で
あ
る
。

——

帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
労
働
問
題
の
展
開

I
 

の
た
め
に
、
機
械

H

業
を
え
ら
ん
だ
產
は
斬
新
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

'
 

な
い
が
、
し
か
し
、
帝
国
主
義
段
階
の
労
働
麗
に
お
い
て
画
期
的
な

役

割

を
 

果
し
た
の
は
放
鉱
労
働
者
を
先
頭
と
す
る
不
熟
練
労
働
者
と
そ
の
組
合
で
あ

r

四

四

(

ニ
五
四)

る
こ
と
は
周
知
の
髮
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ

う

し

た
露
渚
階
級
の

 ̂

態
お
よ
び
そ
の
紺
合
と
い
わ
ば
労
働
貴
族
的
存
在
と
し
て
の
機
械
工
の
比

^
 ̂

照
の
欠
如
が
、
著
者
の
意
図
を
い
ち
じ
る
し
く
稀
溥
な
も
の
と
し
た
と
文
、
、し 

な
I
だ
ろ
う
か
少
な
く
と
も
、
.
第
七
章
に
.
お
い
て
、
こ
の
点
を
充
分
に
強

 ̂

す
べ
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
機
械
工
業
に
つ
い
て
ふ
れ
，
 

る
場
合
、.
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
に
広
く
散
在
し
て
い
る
中
小
経
営
と
こ
の
上
に
聳
立 

す
る
大
企
業
と
の
支
配

•.
従
属
の
関
係
、
ま
さ
し
く

'

V

ド
ニ
ー
•
ポ
ラ
ー
ド
が 

と
り
ホ
げ
た
よ
う
な
問
題

..
お
よ
び
视
角
が
少
し
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、

ほ 

と
ん
ど
閑
却
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
無
視
し
て 

ぞ
国
主
義
段

^
に
お
け.
る
労
®
問
^
を
正
し
く
把
握
で
き
な
い
よ
う
に
思 

う
す
な
わ
ち
機
械
工
業
に
お
け
る
賃
金
水
準
•
賃
金
構
造
な
ど
の
労
働
条
牛 

の
^
析
に
お

L
て
は
、
き
わ
め
て
周
到
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る 

が
そ
の
分
析
の
焦
点
は
機
械
工
業
内
部
の
各
職
嵇
を
中
心
と
.す
る
侧
而
に
と 

ど
ま
っ
て
お
り
、.
機
械
工
業
自
体
の
構
造
の
独
占
資
本
主
義
段
階
"
帝
国
主
義 

段
階
に
お
け
る
変
貌
、
資
本
の
集
稹

•
集
中
に
と
も
な
う
臣
大
独
占
企
業
の

 ̂

立
、.
そ
れ
に
必
然
的
に
伴
う
労
働
諸
条
件
の
企
業
間
格
差
の
拡
大
に
.つ
い
て 

は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
に
つ
い
て
著
者
は
、

r
\.
J 

業
炅
格
差
を
淖
接
示
す
よ
づ
な
デ
ー
タ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
問
題
意
識

0.
て
n 

は
、
こ
の
種
の
重
が
当
時

Q
v

ギ
リK

に
お
い
て
概
し
て
樊
な
も
の
で
は 

な
力
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る

」

と
の
べ
、
度
業
別
格
差
に
つ
い 

.
て
も
ほ
ぼ
同
様
な
こ
と
を
の
べ
て
い
る
が
、

(

二
三
六
頁
、
ニ

四

憂

)

そ
れ
は 

琪
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
書
が
、
そ
の
副
題
と
し
て
、

と
り
わ
け

、「

1

-1
1° 

主
義
段
階
に
お
け
る
労
働
問
題
の
展
開

」
(

丸
点
策
者

)

と
限
定
し
て
い
る
以

上
*
今
少
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

配
慮
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

最 

後
に
い
ま
の
問
題
に
も
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
著
渚
は
、

「

は
し
が.
き」

に 

お
い
て
の
ベ
た
ょ
う
に
、
従
来
の
わ
が
国
に
根
強
く
み
ら
れ
た

政
治
至
上

主
義 

的
な
い
し

政
治
追
従
的
な
労
働
問
題
の
研
究
の

態
度
に

批
判
的

態
度
を

と
ら
れ 

る
。
こ
れ
は
正
し
い
。
し
か
し
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
仿
己
抑
制

的
と
な
り
、
ま 

さ
し
く
、
帝
国
主
義
段
階
に
お

.
け
る
労
働
問
題
を
と
ら
え
る
場
合
に
、
こ
の

,̂ 

期
に
お
け
る
労
働
組
合
運
動
の
位
隞
づ
け
に
つ
い
て
は
成
功
し
て
い
る
と
太
い 

え
な
い
。
こ
こ
で
も
、
や
は
り
さ
き
の
場
合
と
同
じ
く
、

「

帝
国
主
義
段
階

」

と 

は
い
か
な
る

「

段
階」

で
あ
る
か
と
い
う

^
本
的
な
観
点
の
認
識
に
お
い
て
、
 

必
ず
し
も
充
分
と
は
い
え
な
い
而
が
あ
り
は
し
な
い

か
。
第
七
章
が
宙
に
浮
い 

て
い
て

全
体
を
総
括
す
る
形
に
な
っ
て
い
な
い
。

以
上
、
失
礼
を
も
顧
み
ず
、
か
な
り
思
い
ぎ
っ
た
批
判
を
試
み
た
が
、
し
か 

し
本
#-
は
戦
後
の
わ
が
国
に
あ
ら
わ
れ
た
外
国
の
労
働
問
題

0 .
研
究
に
お
い 

て
、
ま
ず
第
一
に
指
を
屈
す
べ
き
力
作
で
あ
ろ
う
。
築
者
も
啓
発
さ
れ
る
こ
と 

き
わ
め
て
多
く
、
と
く
に
、
労
働
問
題
研
究
の

.
方
法
と
し
て
、.
賃
金
、
労
資
関 

係
、
労
務
管
理
、
労
働
組
合
、
社
会
保
障
を
統

j

的
に
把
握
す
る
こ
と
の
.必
要 

を.
痛
切
に
教
え
ら
れ
た
。
著
者
の
広
大
な
視
野
と

.
大
胆
な
着
想
、
綿
密
な
分
析 

力
に
深
く
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、

こ
の
つ
た
な
い
批
判
が
著
渚
を
傷
つ 

け
あ
る
い
は
い
ち
じ
る
し
い
的
は
ず
れ
で
は
；な
か
っ
た
か
を
ひ
た
す
ら
に
お 

そ
れ
る
。
著
渚
の
懇
篤
な
御
教
導
を
お
願
い
致
す
次
第
で
あ
る
。

(

法
政
大
学 

出
版
局
.

一 .

九
六
七
年
七
月
刊

•  

A5.

三
七
一
頁
.

I
、

ニ
〇
〇『

デ
.

〈

追
記
、

わ
た
く
し
は
、
本
書
出
版
直

.
後
、.
著
者
か
ら
寄
赠
を
う
け
、.
ま
た
図
書 

新
聞
か
ら
简
堆
な
批
評
を
侬
賴
さ
，れ
た
.の
で

あ
ら
た
が
、
当
時
は
病
気
中
の

こ

と
で
は
あ
り
、
十
分
に
読
む
機
会
も
な
く
、
心
な
ら
ず
も
不
充
分
な
掛
評
を
讲 

い
て
し

ま
っ
た
。

後
に
、
本
書
を

ゆ
っ
く
り

日
を
通
す
機
会
を
え
て
、

こ
こ
こ 

.
更
め
て
批
評
と
紹
介
の

一

文
を
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。

こ
の
点
、
 

著
渚
に
そ
の
非
礼
を
お
詫
び
致
し
ま
す
。

糸
屋
寿
雄
著 

'

『

幸
徳
秋
水
研
究』

小

松

隆

わ
が
国
に
お
け
る
社
会
主
義
運
動
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
運
動
の
草
分
け
の
一
人
で 

あ
っ
た
幸
徳
秋
水
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
そ
の
全
体
像
が
明
ら
か 

に
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
大
逆
事
件
と
い
う
衝
聲
的
な
事
件
と
の
結 

び
っ

ぎ

も

ぁ

っ
て
、
戦
前
に
お
い
て
は
幸
徳
に
関
す
る
研
究
的
な
も
の
は
ほ
と 

ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
，し
か
し
、
戦
後
に
い
た
っ
て
社
会
主
義
運
動
•
労
働 

運
動
の
迤
礎
史
料
が
公
け
に
さ
れ
る

'に
つ
れ
、
幸
徳
に
つ
い
て
の
研
究
も
漸
く 

進

展

を

み

；る

こと
に
な
っ
た
。 

.

.

そ
の
ょ
う
な
中
で
、
幸
徳
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
の
先
鞭
を
つ 

け
た
の
が
、
本
書
の
著
者
で

あ
る
糸
屋
氏
の

『

幸
徳
秋
水
伝

』
(

一
九
五.
〇
年)

で 

:
あ
っ
た
。
そ
し
.
ヤ
、
そ
'の
後
の
諸
成
采
を
吸
収
し
つ

.
つ.
旧
著
を
発
展
さ
せ
、

こ 

こ
に
再
び
幸
徳
に

つ
い
て.
の
労
作
を
発
表
さ
れ
た
わ
け

.
で
あ
る
。
従
来
、
幸


