
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
一
そ
の
二
．
終
一

阿
　
　
部

矢
　
　
二

三四

唯
物
論
と
物
自
体

史
的
唯
物
論

　
　
　
生
産
関
係
と
生
産
力
と
の
照
応
－

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
党
派
准
と
客
観
性

…

一
“
’

…
’－

’

　
　
　
　
　
　
　
三
　
唯
物
論
と
物
－
体

物
質
を
本
源
的
な
存
在
と
認
め
、
意
識
を
物
質
の
彊
脳
に
お
け
る
映
像
で
あ
る
と
す
る
の
が
唯
物
論
の
根
本
的
立
場
で
あ
る
が
、

こ
の
立
場
に
立
つ
も
の
に
と
っ
て
は
、
感
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
対
象
・
物
質
が
な
け
れ
ば
そ
の
映
像
と
し
て
の
意
識
も
あ
り

え
な
い
、
と
い
う
考
え
ほ
ど
当
然
な
考
え
万
は
な
い
。
人
壮
そ
の
意
識
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
ど
う
し
て
思
惟
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
か
。
唯
物
論
の
こ
の
よ
う
な
根
本
的
な
立
場
は
、
素
朴
な
主
観
的
観
念
論
者
か
宗
教
の
盲
信
仰
者
か
で
な
け
れ
ば
無
下
に
否

定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
右
の
よ
う
な
唯
物
論
の
立
場
を
一
応
は
認
め
な
が
ら
、
人
間
の
感
覚
に
た
い
す
。
る
不
信
に
こ
だ
わ
っ
た
り
、
あ
る
い

　
　
　
確
物
蒲
比
つ
い
て
ゆ
覚
え
書
（
そ
の
二
・
終
）
　
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
（
三
三
七
）



　
　
　
・
．
立
念
館
経
済
学
（
悌
四
巻
．
第
三
号
）
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
（
三
三
八
）

わ
人
間
の
認
識
能
カ
に
は
隈
陵
が
あ
る
と
い
い
だ
し
た
り
し
て
、
続
局
、
感
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
物
質
界
と
そ
の
ほ
か
の
世

界
と
の
存
在
を
認
め
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
唯
物
諭
を
認
め
て
こ
れ
を
否
定
し
て
し
も
う
観
念
論
　
　
不
可
知
論
　
　
が
い
ろ
い
な

淡
を
と
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　
彼
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
が
果
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
た
事
物
の
正
し
い
模
写
を
わ
れ
わ
れ
に
あ
た
え
て
く
れ
る
か

ど
う
か
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
か
ら
知
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
疑
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
は
物
や
そ
の

栓
質
が
わ
れ
わ
れ
の
感
官
に
あ
た
え
る
印
象
に
つ
い
て
語
し
て
い
る
だ
け
で
、
「
物
白
体
」
に
っ
い
て
は
確
か
な
こ
と
は
何
一
つ
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

る
こ
と
は
で
き
な
い
「
不
可
知
」
な
の
だ
、
と
主
張
す
る
。
不
可
知
論
に
つ
い
て
平
凡
杜
版
「
哲
学
事
典
」
に
よ
っ
て
み
る
と
次
の

よ
う
で
あ
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
が
眼
前
に
蒐
る
外
界
や
現
象
は
、
認
識
主
観
が
与
え
ら
れ
た
感
覚
内
容
を
綜
合
構
成
し
た
物
で
あ
る
か
ら
、
物
自
体

（
皇
お
彗
吻
一
〇
｝
）
で
は
な
い
。
物
自
体
は
む
し
ろ
こ
の
現
象
の
起
原
と
な
る
も
の
、
そ
れ
自
身
は
現
象
せ
ず
、
た
だ
感
覚
に
感

触
（
祭
ま
９
彗
）
さ
れ
た
か
ぎ
り
認
識
で
き
る
不
定
な
あ
る
物
（
Ｘ
）
で
あ
る
。
」

　
「
不
可
知
論
（
声
窄
◎
邑
ま
昌
寡
）
は
本
体
的
世
界
１
１
実
体
的
世
界
１
１
物
白
体
と
現
象
灼
世
界
と
を
区
別
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
認
識

す
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
経
験
的
な
現
象
的
世
界
だ
け
で
あ
り
、
実
体
的
世
界
は
認
識
の
そ
と
に
あ
る
不
可
知
の
領
域
で
あ
る
と
い

う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
不
可
知
論
の
代
表
的
論
者
の
一
人
、
ス
ペ
ン
サ
ー
雷
ｇ
烹
暮
○
り
雷
ｇ
ｇ
（
轟
８
１
；
８
）
は
実
体
的
世
界

の
存
在
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
人
間
の
知
識
は
現
象
界
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
て
実
体
の
世
界
に
ま
で
は
及
ば
な
い
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
実
体
界
は
不
可
知
の
世
界
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
、
つ
ま
り
有
隈
で
椙
対
的
な
経
験
の
世
界
に
無
隈
で
絶
対
阯
な
本
性
の
世
界

を
対
立
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
宗
教
の
世
界
、
神
の
世
界
、
第
一
原
因
の
世
界
な
ど
が
、
か
れ
に
よ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
実
体



界
に
属
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
本
体
ま
た
は
実
体
の
世
界
は
鯖
、
衛
、
運
動
、
物
質
、
精
神
な
ど
の
す
べ
て
の
鎧
を
な
す
も

の
で
あ
二
し
、
こ
の
よ
う
な
本
体
が
存
在
し
な
け
れ
ば
現
象
の
世
界
に
属
す
る
い
一
さ
い
の
も
の
は
発
現
し
え
な
い
と
い
江
っ
の
で
あ

　
る
。
」

　
　
感
覚
、
知
覚
と
そ
の
対
象
模
写
と
模
写
さ
れ
る
も
の
１
と
の
不
表
、
不
照
応
に
つ
い
て
の
不
可
知
論
か
ら
の
疑
惑
に
た

．
い
し
て
、
唯
物
論
の
立
場
か
ら
の
答
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
「
簑
的
轟
が
人
間
の
思
惟
に
到
来
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
何
等
理
諭
の
問
題
で
は
な
く
二
の
実
践
的
問
題
で
あ

る
」
（
前
出
）

人
間
の
感
覚
．
認
識
は
、
個
寿
の
場
合
に
っ
い
て
み
れ
ば
、
必
ず
し
嘉
に
正
し
く
物
質
・
外
界
の
簑
や
そ
の
纂
の
関
連
を

反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
本
質
と
し
て
は
そ
れ
ら
を
正
し
く
反
映
し
な
い
も
の
で
は
断
じ
て
な
い
。
人
間
は
そ
の

感
覚
と
感
覚
を
っ
う
じ
て
得
た
経
験
や
知
識
に
た
吉
、
導
か
れ
て
生
活
し
て
き
た
の
で
あ
り
・
現
に
そ
う
し
て
い
る
・
も
し
・
人

間
の
感
覚
案
来
あ
て
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
脳
髄
に
写
し
だ
さ
れ
る
映
像
が
外
界
の
正
し
い
姿
で
は
あ
り
え
な
い
と
し
た
な

ら
ば
、
人
間
は
何
に
た
よ
っ
て
生
活
を
正
常
的
に
維
持
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
・

人
間
は
発
生
以
孝
日
に
い
た
る
ま
で
、
た
と
え
ば
、
食
窪
の
実
践
、
も
の
を
た
べ
て
み
雪
と
に
よ
一
て
味
覚
嗅
覚
視
覚

等
の
感
官
に
た
よ
つ
て
食
物
の
う
ち
か
ら
毒
物
を
排
除
し
て
き
た
の
で
雪
、
か
か
る
食
生
活
の
何
十
万
年
か
の
実
践
過
讐

毒
物
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
正
し
い
認
識
．
毒
物
化
学
を
獲
得
す
る
に
い
た
一
た
の
で
あ
る
。
毒
物
に
っ
い
て
の
知
識
の
科
学
性
．

客
観
性
は
、
実
験
．
実
践
に
よ
つ
て
誤
り
な
く
証
明
さ
れ
る
が
、
そ
の
証
明
は
と
り
喜
ぎ
ず
人
間
の
感
覚
と
感
覚
孟
じ
て
写

さ
れ
る
物
質
の
映
像
の
正
し
さ
感
官
が
吾
乏
物
の
正
し
い
模
讐
あ
た
え
る
と
い
う
こ
と
の
窮
で
あ
る
三
の
点
に

　
　
　
　
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
ゑ
目
墓
二
．
終
一
一
墨
一
　
　
　
　
　
　
六
九
一
三
三
九
一

’
■

呵
…＾………

－
｛
－

｝吐帖
ｒ

甘串
巾



　
　
　
一
）
蕊
霧
学
一
轟
巻
．
墾
一
一
灯
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
：
、
曾
一

関
し
て
エ
ン
ゲ
。
ル
ス
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
二
君
久
が
・
こ
れ
ら
の
物
を
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
、
吾
及
の
知
覚
す
る
と
こ
ろ
の
諸
性
質
に
お
う
じ
て
、
吾
序
み
ず
か
ら
の
用
に

供
す
る
瞬
間
に
、
ま
さ
に
そ
の
し
め
す
と
こ
ろ
の
正
当
で
あ
る
か
不
当
で
あ
る
か
を
ま
ち
が
い
な
く
吟
味
証
明
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
知
覚
が
も
し
不
当
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
知
覚
を
あ
た
え
る
物
を
も
ち
い
よ
う
と
し
た
吾
序
の
判
断
も
ま

た
不
当
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
物
を
も
ち
い
よ
う
と
す
る
吾
々
の
企
図
は
、
失
敗
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
・
も
し
吾
々
の
目
的
を
た
っ
す
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
物
に
っ
い
て
の
吾
疋
の
表
象
に
適
合
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の

物
が
・
吾
序
の
こ
れ
を
も
ち
い
た
目
的
を
は
た
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
吾
序
が
発
見
す
る
な
ら
ぱ
、
そ
の
と
き
に
は
、
そ
の
こ

と
は
・
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
物
と
そ
の
性
質
と
に
か
ん
す
る
吾
々
の
知
覚
が
吾
々
の
そ
と
に
あ
る
現
実
と
一
致
し
て
い
る
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

う
こ
と
を
積
極
的
に
証
明
す
私
。
」
　
そ
し
て
彼
は
結
論
と
し
て
「
今
日
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
↓
で
は
、
吾
々
の
科
学
的
に
統

御
さ
れ
た
感
官
知
覚
が
吾
疋
の
脳
髄
の
う
ち
に
外
界
に
つ
い
て
う
み
だ
す
と
こ
ろ
の
表
象
が
、
そ
の
本
性
上
外
界
の
現
実
と
は
ち
が

っ
て
い
る
と
か
・
あ
る
い
は
ま
た
、
外
界
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
吾
々
の
感
官
知
覚
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
生
得
的
な
不
一
致
が
存
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
３

と
か
い
う
よ
う
な
結
論
に
吾
友
が
お
い
こ
ま
れ
た
こ
と
は
、
た
だ
の
一
度
も
な
い
。
」
　
と
い
い
き
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
と
そ

の
脳
髄
に
お
け
る
映
像
と
の
一
致
照
応
の
間
題
は
、
何
等
「
理
論
の
間
題
」
，
で
は
な
く
て
「
実
践
的
間
題
」
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
「
物
自
体
」
と
そ
の
「
不
可
知
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
不
可
知
論
者
は
吾
疋
の
認
識
未
到
の
領
域
を
「
物
自

体
」
と
称
し
て
空
想
的
に
「
不
可
知
の
世
界
」
に
つ
く
り
変
え
る
。
物
自
体
は
本
体
の
、
神
の
世
界
で
あ
り
、
人
間
の
感
覚
、
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
不
可
知
」
の
世
界
で
あ
る
。
不
可
知
論
者
は
こ
の
よ
う
な
不
可
知
な
「
物
自
体
」
を
可
知

な
経
験
世
界
に
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
、
神
を
物
質
に
対
置
し
感
覚
に
よ
る
外
界
の
認
識
に
隈
界
を
設
け
、
認
識
が
そ
の



ｏ

限
界
を
魑
え
る
二
と
の
不
呵
能
与
、
説
く
。

こ
れ
に
た
じ
て
・
唯
物
論
の
一
払
に
た
つ
も
の
ぱ
、
意
識
さ
れ
知
覚
さ
れ
る
物
や
葦
そ
の
も
の
が
、
同
時
に
不
可
知
の
「
物

自
体
一
で
あ
っ
た
り
・
嚢
と
は
こ
と
な
る
「
本
体
一
で
あ
一
た
り
す
る
こ
と
を
誓
。
わ
れ
わ
れ
は
感
覚
に
た
よ
り
、
実
践
に
よ

一
て
検
証
し
つ
っ
・
物
の
諸
性
質
と
そ
の
黒
鴫
連
に
つ
い
一
・
の
法
則
を
認
識
す
ヴ
｝
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
つ
て
、
わ
れ
わ
れ

の
こ
れ
ら
の
認
識
に
よ
一
て
得
ら
れ
た
知
識
は
客
観
的
轟
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
間
が
現
在
ま
で
に
到
達
し
得
た
認
議
の
水
準

が
最
高
の
水
準
で
あ
り
・
そ
の
知
識
が
絶
対
竺
の
真
理
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
人
類
の
認
識
は
無
限
に
続
く
生
活
の
実
践
を
通

じ
て
・
不
断
に
宗
広
く
な
り
・
木
深
く
な
之
つ
、
絶
対
的
轟
に
宗
近
接
し
て
ゆ
く
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
レ
、

ニ
ン
の
い
う
よ
う
に
「
真
理
は
過
程
」
な
の
で
あ
る
。

「
い
い
か
え
れ
ば
・
思
惟
の
至
上
性
は
・
き
わ
め
て
非
至
上
的
に
羅
す
る
人
間
の
系
列
を
つ
う
じ
て
実
現
さ
れ
、
無
条
件
的
轟

要
求
書
っ
認
識
は
・
相
謁
誤
謬
の
脊
を
？
っ
じ
て
実
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
も
後
者
も
、
人
類
の
無
限
に
っ
ず
く
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

存
を
っ
う
じ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
安
全
に
は
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」

そ
れ
り
え
わ
れ
わ
れ
は
・
人
間
の
も
一
て
い
る
知
識
、
科
学
が
未
熟
で
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
当
然
み
と
め
る
が
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
・
わ
れ
わ
れ
が
現
に
も
っ
て
い
る
知
識
の
客
観
性
真
実
性
を
疑
つ
た
り
、
感
覚
知
覚
の
不
可
浸
透
領
域
不
可
知
の

本
体
．
物
自
体
を
仮
想
し
た
り
す
る
必
要
を
み
・
－
一
め
る
こ
と
は
で
差
い
。
人
間
の
生
活
の
永
久
を
、
し
た
が
つ
て
認
識
に
お

け
る
永
久
の
前
進
を
・
信
ず
る
も
の
に
と
一
て
は
、
絶
対
不
可
知
の
世
界
は
存
在
し
な
い
、
い
つ
か
は
認
識
さ
れ
る
が
た
だ
現
在
で

は
認
識
し
の
こ
さ
れ
て
い
る
雰
－
未
知
の
領
域
…
の
存
在
を
認
め
る
下
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
物
自
体
一
の
前
に
唯
物
論

の
立
場
が
つ
ら
ぬ
か
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
・
唯
物
論
に
っ
い
て
の
覚
え
書
一
そ
の
二
・
終
二
阿
部
一
　
　
　
　
　
　
七
：
三
四
こ



，

　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
．
窒
、
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
（
三
四
二
）

奇
知
論
は
、
わ
れ
わ
れ
に
感
覚
に
お
い
て
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
客
観
的
実
在
・
物
質
の
根
源
性
の
否
定
で
あ
る
・
そ
れ
だ
か
ら

不
可
知
論
者
は
物
質
の
ほ
か
に
「
神
の
世
界
一
「
第
一
原
因
の
世
界
一
「
物
自
体
一
な
ど
の
仮
想
的
存
在
を
必
要
と
し
・
こ
の
仮
想
世

界
を
も
つ
て
「
物
質
、
精
神
な
ど
す
べ
て
の
根
源
一
だ
と
す
る
信
仰
主
義
・
観
念
論
に
転
落
し
お
わ
る
・
唯
物
論
の
保
留
条
件
ず
き

承
認
の
真
相
は
、
す
べ
て
か
く
の
；
く
で
あ
る
。
彼
ら
の
本
音
は
「
信
仰
と
知
識
は
互
に
補
足
し
あ
一
て
真
の
世
界
の
認
識
に
到

る
。
」
　
「
前
出
「
哲
学
事
興
」
不
可
知
論
の
項
参
照
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
最
近
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
主
観
的
・
不

可
知
論
的
な
正
体
そ
の
信
仰
主
爵
無
理
論
は
「
わ
れ
わ
れ
は
未
知
の
未
来
に
直
面
し
・
冬
つ
く
先
は
わ
か
ら
な
り

好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
変
化
と
い
う
も
の
を
認
め
て
、
そ
れ
に
適
応
し
て
ゆ
く
こ
と
が
・
こ
れ
に
処
し
て
り
く
唯
一

の
道
で
あ
る
一
と
い
う
一
一
一
墨
に
よ
つ
て
暴
露
さ
れ
て
い
私
。
一
キ
ル
パ
ト
リ
一
ク
「
変
転
す
る
竈
に
処
す
る
教
育
＝
九
二
六
；
れ
ら

の
不
可
知
論
的
一
群
の
観
念
論
哲
学
の
手
引
す
る
方
向
は
ナ
ン
セ
ン
ス
か
信
仰
主
義
で
あ
る
と
指
摘
し
て
・
レ
ー
ニ
ン
は
次
の
よ
う

な
警
告
を
発
し
て
い
る
。
’

　
「
諸
君
が
ひ
と
尤
び
、
吾
序
に
感
覚
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
客
観
的
実
在
を
否
定
す
る
な
ら
ば
・
諸
君
は
す
で
に
信
仰
主
義

に
対
坑
す
る
あ
ら
り
る
武
器
を
失
う
。
何
故
な
ら
諸
君
は
す
で
に
不
可
知
論
叉
は
主
観
主
義
に
転
落
す
る
の
だ
が
・
信
仰
主
義
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

っ
て
は
た
だ
こ
れ
こ
そ
が
必
要
な
の
だ
か
恥
。
」

　
人
間
の
意
欲
や
願
望
な
ど
か
ら
独
立
に
存
在
し
、
そ
れ
白
身
の
法
則
に
よ
っ
て
運
動
す
る
外
界
に
た
い
す
る
認
識
の
正
し
さ
・
そ

の
科
学
性
は
、
結
局
に
お
い
て
は
人
々
の
「
社
会
的
存
在
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
だ
か
ら
・
階
級
社
会
に
わ
い
て
は
人
序
の
階

級
的
利
害
が
社
会
に
た
い
す
る
彼
ら
の
認
識
を
「
信
仰
主
義
」
的
に
、
あ
る
い
は
唯
物
論
的
に
決
定
す
る
・
人
序
は
そ
の
将
来
を
如

何
よ
う
に
も
信
仰
す
る
こ
と
が
で
き
吉
、
だ
が
、
客
観
的
法
則
は
信
仰
の
白
由
か
ら
は
自
由
に
白
己
を
貫
徹
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。



）１（

エ
ン
ゲ
ル
ス
「
空
想
か
ら
科
学
へ
の
杜
会
主
義
の
発
展
」
一
八
九
二
年
英
語
版
序
文
・
マ
ル
ク
ス
・

頁
国
民
文
庫
版
「
空
想
か
ら
科
学
へ
」
　
二
六
頁

レ
ー
ニ
ン
永
田
広
志
訳
「
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
」
第
二
章
参
照

エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
・
第
十
四
巻
　
五
四

　
「
全
自
然
界
は
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
て
、
外
部
か
ら
の
い
か
な
る
影
響
を
も
絶
対
に
排
除
す
る
。
た
だ
し
吾
々
に
ぱ
、
吾
々
に
知

ら
れ
て
い
る
世
界
の
か
な
た
に
あ
る
な
ん
ら
か
の
最
高
実
在
が
存
す
る
か
存
し
な
い
か
を
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
」
　
マ
ル
ク
ス
・

エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
・
第
十
四
巻
　
五
八
頁

ｏ
６
　
Ｑ
ｏ

）４（）
一
〇

（）６（

マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
・
第
十
四
巻

五
五
頁

　
「
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
や
表
象
ぱ
物
の
形
象
で
あ
る
。

あ
た
え
ら
れ
る
。
」
　
（
同
書
）

こ
の
形
象
の
吟
味
、
真
な
る
も
の
と
虚
偽
な
る
も
の
と
の
見
分
け
は
、

右
同
書
「
反
デ
ユ
ー
リ
ツ
グ
」
一
九
二
頁

季
刊
「
マ
ル
ラ
ス
レ
Ｊ
ニ
ン
主
義
研
究
」
一
九
五
五
・
五
・
第
五
号
九
〇
頁
・
園
生
昌
三

レ
ー
ニ
ン
永
田
広
志
訳
「
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
」
　
五
一
四
頁

実
践
に
よ
っ
て

．
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
、
ス
ム
哲
学
の
批
判
」
参
照

上叫…
ｕ

ｒＨ…

…山…＾…甘…山
’

一

－

一

四
　
史
的

唯
物
論

　
生
産
関
係
と
生
産
カ
と
の
照
応

唯
物
論
の
根
本
の
立
場
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
物
質
を
一
次
的
・
客
観
的
実
在
、
意
識
を
物
質
の
反
映
、
し
た
が
っ
て
、
二

次
的
、
派
生
的
な
も
の
と
認
め
る
点
に
あ
る
。

　
唯
物
論
の
こ
の
根
本
的
認
識
に
誠
和
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
　
　
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
二
・
終
）
　
（
阿
部
）

、
札
会
に
関
す
る
す
べ
て
の
学
問
に
科
学
的
研
究
の
方
法
を
あ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
（
三
四
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
（
三
四
四
）

え
、
こ
れ
を
自
然
科
学
と
同
等
な
客
観
性
を
も
っ
と
こ
ろ
の
科
学
と
レ
て
再
確
し
た
の
は
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
で
あ
る
。
史

的
唯
物
論
は
ひ
と
口
に
、
唯
物
論
の
理
論
の
人
類
杜
会
の
歴
史
へ
の
適
用
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
結
局
「
観
念
的
な
も
の
は
、

人
間
の
頭
の
申
で
転
変
さ
れ
翻
訳
さ
れ
た
物
質
的
な
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
」
　
と
い
う
准
物
論
の
根
本
的
認
識
を
も
と
と
し
た
と
こ

ろ
の
、
人
間
の
杜
会
的
生
活
の
歴
史
を
把
握
す
る
た
め
の
原
理
な
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
レ
ー
ニ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い

る
。　

「
唯
物
論
は
総
じ
て
意
識
を
存
在
か
ら
説
睨
す
る
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
逆
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
唯
物
論
は
、
人
間
の
杜
会
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

牛
活
へ
の
ゑ
、
の
適
用
に
お
い
て
は
、
杜
会
的
意
識
を
社
会
的
存
在
か
ら
説
明
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
」

　
一
八
四
二
年
か
ら
四
三
年
の
あ
い
だ
に
「
ラ
ィ
ン
薪
聞
」
の
主
筆
と
し
て
マ
ル
ク
ス
を
「
は
じ
め
て
当
惑
」
き
せ
た
の
は
「
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
）

ゆ
る
物
質
的
利
害
に
か
ん
す
る
論
争
に
参
加
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
き
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
当
惑
」
　
　
そ
れ
は
お
そ
ら

く
物
質
的
利
害
と
人
疋
の
見
解
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
間
題
に
か
ら
ま
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
が
　
　
に
解
決
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と

が
ひ
と
つ
の
契
機
と
な
っ
て
、
彼
の
研
究
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
果
に
到
達
し
た
。

　
「
す
な
わ
ち
、
法
律
諸
関
係
な
ら
ぴ
に
国
家
諸
形
態
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
人
間
精
神
の
一
般

的
発
展
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
、
物
質
的
な
生
活
諸
関
係
　
　
そ
れ
ら
の
総
体
を
へ
ー
ゲ
ル
は
十

八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
の
先
例
に
な
ら
っ
て
「
市
民
社
会
」
と
い
う
名
称
の
も
と
に
総
括
し
て
い
る
　
　
に
根
底
を

も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
だ
が
こ
の
市
民
杜
会
の
解
剖
は
こ
れ
を
経
済
学
の
う
ち
に
も
と
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

　
の

っ
た
。
」

　
右
「
経
済
学
批
判
」
の
「
序
言
」
か
ら
の
引
用
で
、
す
で
に
唯
物
論
の
杜
会
生
活
へ
の
適
用
の
骨
組
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
そ



こ
で
は
「
怠
識
か
ら
存
花
を
」
で
む
く
一
、
存
企
か
ら
怠
識
を
」
説
閉
す
る
と
い
う
昨
物
命
の
皿
一
納
が
「
法
津
諮
閑
係
、

態
」
は
「
人
間
精
紳
の
一
搬
的
発
展
」
か
ら
で
な
く
「
物
質
的
な
生
活
諸
関
係
」
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
か
た
ち
に
な
つ

て
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
い
わ
ゆ
る
史
的
唯
物
論
の
テ
ー
ゼ
の
う
ち
で
次
の
よ
う
に
一
般
的
原
則
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
「
人
附
の
意
識
が
彼
ら
の
存
任
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
、
彼
ら
の
祉
会
的
存
在
が
彼
ら
の
意
識
を
規
定
す
る
の
で
あ

～
。
」
と
。
　
こ
の
考
え
か
た
は
、
す
で
に
一
八
四
七
年
に
書
か
れ
た
「
共
産
党
宣
言
」
の
う
ち
に
わ
い
て
も
見
ら
れ
る
。
「
人
間
の

牛
活
関
係
・
そ
の
杜
会
関
係
、
そ
の
社
会
的
存
在
と
と
も
に
、
人
間
の
観
念
、
見
解
、
概
念
、
二
旨
で
い
え
ば
、
人
間
の
意
識
も
ま
．

た
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
に
、
ふ
か
い
洞
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
．
、
．

　
思
想
の
歴
史
が
し
め
す
も
の
は
、
精
神
灼
生
産
は
物
質
的
生
産
と
と
も
に
変
化
す
る
、
と
い
う
こ
と
よ
り
ほ
か
な
い
で
は
な
い
か

６
）？

」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
こ
の
「
宣
言
」
に
っ
い
て
レ
ー
ニ
ン
は
そ
の
著
「
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
」
－
資
本
論
第
一
部
三
一
二
頁
参
照
－
の
う
ち
で
次
の
よ

う
に
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
こ
の
著
述
で
は
・
天
才
的
な
明
白
さ
ピ
平
易
さ
を
も
っ
て
、
薪
し
い
世
界
観
が
、
首
尾
一
貫
し
た

。
杜
会
生
活
の
領
域
を
も
包
括
す
る
・
唯
物
論
が
、
発
展
に
か
ん
す
る
最
も
多
面
的
で
最
も
深
遠
な
学
説
と
し
て
の
弁
証
法
が
…

叙
述
さ
れ
て
い
る
。
」
と
。

　
か
く
し
て
・
こ
の
よ
う
な
認
識
の
基
礎
の
上
に
立
て
ば
、
入
々
の
人
格
な
い
し
意
識
、
そ
の
ほ
か
の
諮
観
念
は
、
そ
れ
自
体
と
し

て
孤
立
的
に
問
題
に
さ
れ
た
り
、
解
釈
さ
れ
た
り
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
人
友
が
例
え
ば
資
本
家
な
ら
ぱ
、
資
本
と
い

う
経
済
的
範
晴
の
「
人
格
化
」
と
し
て
、
資
本
家
階
級
お
よ
び
そ
の
利
害
関
係
の
担
い
手
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
彼
を
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ

ジ
ー
と
し
て
・
彼
を
そ
の
杜
会
的
存
在
の
「
被
造
物
」
と
し
て
、
彼
の
人
格
が
、
彼
の
意
識
が
取
り
あ
げ
ら
れ
解
釈
さ
れ
ね
ぱ
な
ら

　
　
　
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
二
－
終
）
　
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
（
三
四
五
）



■

　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
．
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
（
三
四
六
）

　
　
　
　
　
わ

な
い
の
で
あ
る
。

　
人
間
の
意
識
と
そ
の
杜
会
的
存
在
と
の
照
応
関
係
、
そ
の
唯
物
論
的
認
識
は
、
社
会
を
経
済
的
構
成
体
と
い
う
概
念
で
つ
か
む
に

い
た
ら
せ
る
ひ
と
つ
の
重
要
な
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
経
済
的
、
構
成
体
の
土
台
を
な
す
も
の
は
、
人
々
が
物
質
的
生
活

生
産
と
交
換
　
　
に
お
い
て
椙
互
に
結
び
あ
う
諸
関
係
　
　
生
産
関
係
の
総
体
　
　
で
あ
り
、
こ
の
土
台
の
性
格
に
照
応
し
て
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

体
制
　
　
法
律
的
お
よ
び
政
治
的
な
上
部
構
築
　
　
と
社
会
的
意
識
諸
形
態
と
が
形
成
さ
れ
み
・
　
　
一

　
経
済
的
構
成
体
と
し
て
の
杜
会
の
存
在
の
基
礎
、
土
台
は
、
物
質
的
な
、
し
た
が
？
て
、
人
間
の
意
識
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
存

在
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
と
に
し
て
、
社
会
科
学
、
こ
と
に
歴
史
枠
学
と
し
て
の
経
済
学
は
、
は
じ
め
て
真
の
客
観
性
一
科
学
性

を
も
つ
も
の
と
な
っ
た
。
唯
物
史
観
の
テ
ー
ゼ
の
書
き
だ
し
に
そ
れ
が
あ
る
。

　
「
人
間
は
彼
ら
の
生
活
の
社
会
的
生
産
に
お
い
て
、
一
定
の
、
必
然
的
な
、
彼
ら
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
諸
関
係
を
・
す
な
わ
ち

彼
ら
の
物
質
的
生
産
諾
カ
の
一
定
の
発
展
段
階
に
照
応
す
る
生
産
請
関
係
を
受
客
す
副
。
」
人
疋
の
意
思
か
ら
独
立
し
た
諸
関
係
に

つ
い
て
、
レ
ー
ニ
ン
は
次
の
よ
う
な
解
説
を
た
え
て
い
る
。

　
「
物
質
的
礼
会
関
係
へ
す
な
わ
ち
人
間
の
意
識
を
通
過
し
な
い
で
形
成
さ
れ
る
関
係
、
　
　
人
間
は
生
産
物
を
交
換
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
生
産
関
係
に
は
い
り
こ
む
が
、
こ
こ
に
社
会
的
生
産
関
係
が
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
え
し
な
い
で
・
そ
う
す
る
の
で
あ
砧
」

　
マ
ル
ク
ス
が
経
済
学
に
お
い
て
研
究
の
対
象
と
し
た
の
は
、
資
本
主
義
杜
会
に
特
有
な
生
産
関
係
だ
け
で
あ
っ
て
・
彼
は
生
産
関

係
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
経
済
的
・
外
的
現
象
と
し
て
の
生
産
関
係
以
外
に
何
物
を
も
加
え
な
か
っ
た
・
こ
れ
は
・
事
物
の
う

ち
か
ら
理
論
、
法
則
が
み
ち
び
き
だ
さ
れ
る
、
事
物
・
外
界
は
理
論
や
法
則
の
検
証
で
あ
る
、
と
い
う
学
究
に
際
し
て
弁
証
法
学
者

の
守
る
べ
き
法
則
の
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ひ
と
っ
の
実
践
例
と
も
い
う
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
も
そ
の
著
「
ロ
シ
ァ
に
お



け
る
資
木
主
業
の
発
展
」
　
（
レ
ー
ニ
ン
全
集
第
一
二
巻
・
四
〇
頁
）
　
の
う
ち
で
い
っ
て
い
る
。
　
「
経
済
学
が
研
究
す
る
の
は
、
け
っ
し
て

、
　
　
、

生
産
で
は
な
く
て
、
生
産
の
面
で
の
人
と
人
と
の
杜
会
関
係
、
生
産
の
社
会
制
度
で
あ
る
」
と
。
資
本
主
義
礼
会
の
土
台
で
あ
る
生

活
関
係
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
の
観
念
の
作
つ
た
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
人
間
の
観
念
に
は
か
か
わ
り
の
な
い
、
物
質

的
、
外
的
、
客
観
的
存
在
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
生
産
関
係
の
分
析
に
よ
っ
て
そ
の
う
ち
か
ら
見
だ
さ
れ
た
法
則
　
　
社
会
の
経
済
的
運
動
法
則
　
　
お
よ
び
そ
れ
に
従

っ
て
お
こ
る
杜
会
の
運
動
　
　
杜
会
の
発
生
・
発
展
・
死
滅
・
お
よ
び
よ
り
高
級
な
杜
会
に
よ
る
交
替
　
　
は
、
人
兵
の
意
思
・
書
」
甘

識
か
ら
独
立
し
て
い
る
客
観
的
法
則
で
あ
り
、
ま
た
、
白
然
史
的
過
程
と
考
え
ら
れ
る
運
動
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
自
分
の
研
究
に

っ
い
て
の
立
場
を
「
経
済
的
な
杜
会
構
造
の
発
展
を
一
の
自
然
史
的
過
程
と
解
す
る
」
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。

　
杜
会
の
存
立
の
土
台
・
生
産
関
係
の
性
格
に
規
定
さ
れ
、
そ
れ
に
照
応
し
て
、
特
定
の
杜
会
体
制
、
国
家
形
態
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
諸
形
態
　
　
い
わ
ゆ
る
上
部
構
築
　
　
が
成
生
さ
れ
る
の
だ
と
と
い
う
考
え
か
た
は
、
意
識
を
も
っ
て
物
質
の
反
映
だ
と
す
る
唯

物
論
の
根
本
的
認
識
の
拡
充
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
認
識
は
、
反
映
さ
れ
る
も
の
　
　
物
質
　
　
が
変
化
す
れ
ば
、
そ
の
反
映
・

映
像
　
　
意
識
　
　
も
ま
た
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
の
認
識
を
当
然
含
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、
什
会
の
土
育
の
変
化
と
と
も
に
、
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１

「
経
済
的
基
礎
の
変
化
と
と
も
に
、
亘
大
な
全
上
部
構
築
が
、
あ
る
い
は
徐
疋
に
、
あ
る
い
は
急
速
に
、
変
革
さ
れ
る
。
」
　
と
い
う

杜
会
変
革
に
つ
い
て
の
史
的
唯
物
論
の
理
論
が
み
ち
び
き
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
史
的
唯
物
論
は
、
か
く
の
ハ
」
と
く
し
て
、
社
会
の
運
動
・
歴
史
を
規
定
す
る
法
則
を
杜
会
の
物
質
的
諸
条
件
・
諸
関
係
そ
の
も
の

の
う
ち
に
み
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
緕
梨
、
人
類
の
歴
史
は
人
序
の
意
思
、
野
望
、
思
想
な
ど
の
観
念
的
な
も
の
に
よ
っ
て
、

い
わ
ば
、
人
友
の
窓
意
に
よ
っ
て
、
無
原
則
的
に
動
か
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
客
観
的
諸
条
件
・
諸
関
係
の
う
ち
に
存
す
る
法
則

　
　
　
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
二
・
終
）
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
（
三
四
七
）
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八
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四
八
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に
し
た
が
っ
て
、
人
々
の
意
思
か
ら
は
全
く
独
立
し
て
、
合
法
則
的
・
必
然
的
に
一
定
の
軌
道
の
上
を
進
む
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
）

立
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
さ
ら
に
、
「
生
産
諸
関
係
は
生
産
カ
の
性
格
に
か
な
ら
ず
照
応
す
る
」
と
い
う
法
則
も
事
物
の
う
ち
に
客
観
的
に
存
す
る
の
で
あ

り
、
史
的
唯
物
論
の
基
本
的
テ
ー
ゼ
の
ひ
と
っ
で
あ
る
。
生
産
諸
カ
の
う
ち
で
は
、
生
産
の
担
い
手
勤
労
人
民
が
主
カ
で
あ
る
と
い

う
事
実
か
ら
し
て
、
社
会
的
生
産
カ
は
っ
ね
に
可
動
的
で
あ
り
、
か
つ
向
上
線
に
そ
っ
て
発
展
的
で
あ
り
、
進
歩
的
で
あ
る
。
こ
れ

に
た
い
し
て
生
産
関
係
の
方
は
、
階
級
社
会
に
お
い
て
は
特
に
そ
う
だ
が
、
杜
会
秩
序
の
土
古
と
し
て
の
そ
の
性
格
上
、
静
的
。
現

状
維
持
的
一
保
守
的
一
で
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
・
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
こ
の
よ
う
な
性
格
的
な
相
違
は
、
生
産
カ
の
発
展

が
あ
る
特
定
の
段
階
に
い
た
る
と
両
者
臥
間
の
矛
盾
と
な
っ
て
現
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
な
る
。
あ
る
程
度
発
展
し
た
生
産
カ
に

た
い
し
て
は
、
現
存
の
生
産
関
係
が
照
応
し
な
く
な
る
。
こ
れ
は
杜
会
的
生
産
諸
カ
の
発
展
過
程
か
ら
生
じ
る
必
然
の
矛
盾
で
あ

み
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
と
こ
ろ
が
・
一
方
に
は
・
生
産
諸
関
係
は
生
産
カ
の
性
格
に
「
か
な
ら
ず
」
照
応
す
る
と
い
う
必
然
が
あ
ポ
。
こ
の
二
っ
の
必
然

の
あ
い
だ
の
矛
盾
は
ど
う
解
決
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
つ
ね
に
発
展
的
に
、
進
歩
の
方
向
に
そ
っ
て
で
あ
る
。
抗
し
が
た
い

．
も
の
は
薪
ら
た
に
生
れ
出
る
も
の
で
あ
り
、
抑
え
が
た
い
も
の
は
伸
び
よ
う
、
発
展
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
カ
だ
。
だ
か
ら
し
て
生

産
カ
の
よ
り
以
上
の
発
展
に
追
従
↓
て
そ
れ
に
照
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
の
生
産
諾
関
係
、
生
産
カ
の
発
展
を
妨

害
す
る
樫
稽
化
し
た
生
産
諸
関
係
、
そ
の
歴
史
的
使
命
と
役
割
を
お
え
た
生
産
諸
関
係
は
、
歴
史
の
舞
台
か
ら
し
り
ぞ
く
こ
と
を
要

求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
段
階
で
は
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
新
ら
し
い
、
よ
り
高
度
の
生
産
諸
関
係
に
と
っ

て
の
物
質
的
な
実
存
諾
条
件
が
、
現
存
杜
会
の
う
ち
で
成
熟
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
か
く
し
て
、
新
し
い
も
の
の
誕
生



は
・
す
な
わ
ち
・
古
い
も
の
の
死
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
ひ
と
し
く
合
法
則
的
で
あ
り
、
必
然
的
で
あ
る
と
い
。
、
ん
る
の
で
あ
る
。
新
し

い
も
の
の
誕
生
と
古
い
も
の
の
死
滅
に
つ
い
て
「
哲
学
教
科
沓
一
の
う
ち
で
は
次
の
よ
う
に
記
逸
さ
れ
て
い
る
。

　
「
い
っ
そ
う
進
歩
的
な
あ
た
ら
し
い
杜
会
制
度
の
た
め
の
条
件
が
つ
み
か
さ
な
っ
て
く
る
と
、
ど
ん
な
力
を
つ
か
っ
て
も
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

生
命
を
お
わ
っ
た
ふ
る
い
杜
会
秩
序
が
ほ
ろ
び
、
こ
れ
に
か
わ
る
い
っ
そ
う
進
歩
的
な
あ
た
ら
し
い
杜
会
秩
序
が
あ
ら
わ
れ
る
の
を

く
い
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
た
ら
し
い
も
の
の
誕
生
と
ふ
る
い
も
の
の
死
滅
は
、
そ
れ
に
さ
き
だ
つ
発
展
全
体
に
条
件
づ
け
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１

ら
れ
て
お
り
、
客
観
的
な
歴
史
的
法
則
性
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
）

　
「
唯
一
の
科
学
的
な
歴
史
観
」
と
い
わ
れ
る
史
的
唯
物
論
は
、
物
質
的
杜
会
関
係
・
生
産
諾
関
係
の
分
析
に
よ
っ
て
、
生
産
関
係
と

生
産
カ
と
の
照
応
に
関
す
る
法
則
　
　
杜
会
の
運
動
法
則
　
　
を
発
見
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
法
則
の
の
客
観
性
．
科
学
性
　
　
客

観
的
存
在
の
内
部
的
構
造
と
関
連
と
を
正
確
に
反
映
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
　
　
は
す
で
に
現
在
ま
で
の
歴
史
に
よ
っ
て
検
証
さ

れ
て
い
る
・
雑
多
な
歴
史
観
を
こ
と
じ
と
く
し
り
ぞ
け
、
史
的
唯
物
論
を
も
っ
て
「
唯
一
の
科
学
的
な
歴
史
観
」
と
す
る
の
は
け
っ

し
て
誇
称
で
は
な
い
。
レ
ー
ニ
ン
は
史
的
唯
物
論
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
示
し
た
。

　
「
…
－
杜
会
関
係
を
生
産
関
係
に
還
元
し
、
そ
し
て
、
こ
の
生
産
関
係
を
生
産
力
の
水
準
に
還
元
す
る
こ
と
だ
け
が
、
杜
会
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
、

体
の
発
展
を
自
然
史
的
過
程
と
し
て
考
え
る
た
め
の
強
固
な
基
礎
を
あ
た
え
わ
」
と
。
物
質
と
意
識
と
の
関
係
に
つ
い
て
「
観
念
の
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

行
程
は
事
物
の
行
程
に
依
存
す
ふ
」
と
す
る
唯
物
論
の
根
本
的
認
識
が
、
社
会
の
歴
史
過
程
に
適
用
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
史
的
唯

物
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

）１（

長
谷
部
文
雄
訳
「
資
本
論
」
第
一
部
・
上
「
第
二
版
へ
の
後
書
き
」
八
六
頁

　
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
ソ
ゲ
、
の
二
．
終
）
　
（
阿
－
部
）

七
九
（
三
四
九
）
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立
命
館
経
済
学
（
弟
四
巻
・
第
二
号
）

長
谷
部
■
文
堆
訳
「
資
本
論
」
第
一
部
上
「
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
」
　
（
レ
ー
ニ
ン
）
四
一
頁

マ
ル
ク
ス
一
、
経
済
学
批
判
」
大
月
書
店
版
・
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
補
巻
３
　
二
貫

右
同
書
　
二
上
二
頁

右
同
書
三
頁

「
共
産
党
宣
言
」
前
出
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
第
二
巻
　
五
二
二
頁

前
出
「
資
本
論
」
「
第
一
版
へ
の
序
言
」
　
七
三
頁
参
照

前
出
「
経
済
学
批
判
」
三
頁
参
照

右
同
書
　
三
頁

「
人
民
の
友
し
し
は
な
に
か
」
大
月
書
店
版
・
レ
ー
ニ
ン
令
集
第
一
巻
　
二
三
二
頁

前
出
「
資
本
論
」
七
三
頁

八
○
（
三
五
〇
）

　
「
マ
ル
ク
ス
は
社
会
の
運
動
を
ば
、
諸
法
則
－
す
な
わ
ち
、
た
だ
に
人
々
の
意
志
・
意
識
お
よ
び
意
図
か
ら
独
立
し
て
い
る
ば
か
り
で
な

く
、
む
し
ろ
逆
に
人
々
の
意
志
．
意
識
お
よ
ぴ
意
図
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
諾
法
則
－
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
一
の
自
然
史
的
な
過
程
と
考

え
て
い
る
。
」
「
資
本
論
」
－
第
二
版
へ
の
後
書
き
ー
八
四
頁
）

ａｏ

前
出
「
経
済
学
批
判
」
　
三
頁

○
動
　
「
史
的
唯
物
論
は
、
は
じ
め
て
、
自
然
史
的
正
確
さ
を
も
っ
て
大
衆
の
杜
会
的
生
活
諾
条
件
な
ら
び
に
こ
の
諸
条
件
の
変
動
を
研
究
す
る
と
い

　
う
可
能
性
を
与
え
た
。
」
　
（
前
出
「
資
本
論
」
四
二
頁
）

ゆｏ）
Ｆ
ｏ

工（ 　
「
物
質
的
生
産
講
カ
の
一
定
の
発
展
段
階
に
照
応
す
る
生
産
講
関
係
」
　
（
前
出
「
経
済
学
批
判
」
三
頁
）

　
　
ソ
同
盟
科
学
院
経
済
学
研
究
所
著
・
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
普
及
協
会
訳
「
経
済
学
教
科
書
」
八
頁

　
ソ
同
盟
科
学
院
哲
学
研
究
所
．
ゲ
．
エ
フ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
フ
著
・
古
在
由
重
・
森
宏
一
訳
「
弁
証
法
的
唯
物
論
」
１
第
一
分
冊

書
）
二
三
七
頁

（
青
木
新



）６１（ノ

、
７

ｏ
，
ａｏ

前
出
「
人
民
の
友
と
ぱ
な
に
か
」
二
二
五
頁

右
同
書
　
二
二
三
頁

右
同
書
　
二
二
二
頁

　
『
註
』
Ｇ
８
と
関
連
し
て
、
物
質
と
意
識
、
観
念
の
関
係
ぱ
史
的
唯
物
論
の
か
た
ち
で
左
の
よ
う
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
吾
々
の
法
律
的

・
哲
学
的
・
宗
教
的
講
観
念
が
、
一
定
の
杜
会
で
支
配
的
な
力
を
も
つ
経
済
的
諾
関
係
か
ら
間
接
的
な
い
し
薗
接
的
に
わ
か
れ
た
若
枝
で
あ
る

な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
藷
観
念
は
、
こ
れ
ら
の
経
済
的
諾
関
係
が
根
本
的
に
変
化
し
た
の
ち
ま
で
、
な
が
ら
く
も
ち
こ
た
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
」
　
（
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
」
大
月
書
店
版
・
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
第
十
四
巻
・
七
七
頁
）

五
　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
党
派
性
し
し
客
観
性

　
私
有
財
産
制
を
と
る
す
べ
て
の
杜
会
の
歴
史
は
、
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
何
故
か
と
い
う
に
、
階
級
社
会
に
お

い
て
は
「
生
産
関
係
の
生
産
カ
ヘ
の
照
応
」
の
法
則
は
、
被
抑
圧
・
被
搾
取
階
級
の
支
配
・
搾
取
階
級
に
た
い
す
る
反
抗
と
そ
の
勝

利
な
く
し
て
は
実
現
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
階
級
杜
会
の
生
産
関
係
は
、
財
産
の
私
的
所
有
と
そ
れ
に
も
と
ず
く
労
働
の
搾
取
の
諸
条
件
と
を
申
心
と
す
る
も
の
だ
か
ら
、
こ

の
社
会
で
の
物
質
的
生
産
な
ら
び
に
精
神
的
生
産
の
う
ち
に
は
、
搾
取
・
被
搾
取
階
級
の
利
害
対
立
、
敵
対
性
が
恒
存
す
る
。
そ
れ

で
、
生
産
諾
関
係
を
現
実
の
物
質
的
土
台
と
し
て
、
そ
の
性
格
に
必
然
に
照
応
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
「
法
律
約
お
よ
び
政
治
的

な
上
部
構
築
」
と
「
杜
会
的
意
識
諸
形
態
」
も
ま
た
階
級
性
　
　
搾
取
・
被
搾
取
階
級
の
利
害
の
背
叛
　
　
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い

る
も
の
と
み
る
の
が
至
当
で
あ
る
。
　
　
．

　
こ
の
見
地
か
ら
い
え
ば
、
階
級
杜
会
の
杜
会
的
意
識
諸
形
態
は
そ
の
社
会
の
現
存
の
生
産
関
係
か
ら
利
益
を
受
け
る
も
の
　
　
搾

取
階
級
　
　
の
杜
会
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
必
然
に
階
級
性
を
も
っ
た
イ
テ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
こ
の
階
級
性

　
　
　
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
二
・
終
）
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
（
三
五
一
）



　
　
　
立
Ａ
叩
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
（
三
五
二
）

を
も
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
決
し
て
搾
取
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
．
、
公
然
流
布
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
搾
取
支
配
階
級
は
そ

の
階
級
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
全
人
民
的
な
杜
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
み
せ
か
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
支
配
亡
搾
取
と
を
維
持
す
る
た
め
に
利
用
す
る
。
そ
れ
で
、
階
級
杜
会
で
一
般
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
科
学
．

哲
学
・
宗
教
・
道
徳
等
は
、
客
観
的
事
実
よ
り
も
ま
ず
階
級
的
利
益
を
護
る
べ
き
役
割
を
お
わ
さ
れ
て
い
る
。
生
産
カ
と
生
－
産
関
係

と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
が
激
化
し
、
杜
会
変
革
の
危
機
が
さ
し
せ
ま
れ
ば
せ
ま
る
ほ
ど
支
配
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
真
実
か
ら
離
反

し
、
真
実
を
お
お
い
か
く
し
、
真
実
を
歪
由
す
る
よ
う
な
反
動
的
性
格
を
加
る
よ
う
に
な
る
。

　
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
は
自
已
の
哲
学
の
党
派
的
な
性
格
を
か
く
す
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
哲
学
は
、
搾
取
者
た
ち
の
階
級
的
利
害
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

す
な
わ
ち
人
類
の
圧
倒
的
な
大
衆
の
利
害
に
対
立
す
る
取
る
に
た
ら
な
い
少
数
の
も
の
の
利
害
を
ま
も
る
か
ら
で
あ
る
」

　
現
存
の
生
産
関
係
か
ら
利
益
を
う
け
、
そ
の
上
に
階
級
支
配
の
土
台
を
お
く
も
の
は
、
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
あ
い
だ
に
生

じ
た
矛
盾
を
客
観
的
事
実
と
し
て
、
あ
る
が
ま
ま
に
認
識
す
る
こ
と
　
　
自
已
の
属
す
る
階
級
の
死
滅
の
必
然
性
を
認
識
す
る
こ
と

　
　
は
不
可
能
で
あ
る
、
レ
ー
ニ
ン
は
「
没
落
へ
の
道
に
あ
る
と
き
、
ひ
と
は
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
　
と
い
つ
た
、

支
配
階
級
は
結
局
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
支
配
階
級
的
党
派
性
の
り
え
に
、
歴
史
の
法
則
に
つ
い
て
の
正
し
い
判
断
を
夫
い
、
自

ら
石
穴
を
掘
る
事
態
を
ま
ね
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
賃
銀
奴
隷
の
杜
会
に
お
い
て
無
党
派
的
科
学
を
期
待
す
る
こ
と
は
　
　
資
本
の
利
潤
を
さ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
者
の
賃
銀

を
た
か
め
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
工
場
主
か
ら
無
党
派
性
を
期
待
す
る
の
と
お
な
じ
よ
う
な
ば
か
ば
か

　
　
　
　
　
　
わ

し
い
こ
と
だ
ろ
う
。
」

　
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
の
側
に
立
っ
も
の
は
彼
ら
の
科
学
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
一
般
の
階
級
性
・
党
派
性
を
ひ
た
か
く
し
に
か
く
さ
ざ
る



を
え
な
い
。
何
故
に
と
い
う
に
、
そ
の
党
派
性
は
杜
会
の
極
く
少
数
者
の
利
益
を
護
る
と
い
う
性
質
の
も
ゆ
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
大
多
数
の
人
民
の
利
益
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
種
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
側
に
立
つ
も
の
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
の
科
学
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
と
同
様
に
、

彼
ら
自
身
の
科
学
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
一
般
に
っ
い
て
も
、
そ
の
党
派
性
を
公
々
然
と
主
張
す
る
。
但
し
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
は
そ
の
党
派
性
の
ゆ
え
に
真
実
か
ら
隔
た
り
、
プ
ロ
レ
々
リ
ァ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
党
派
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ

正
し
く
事
物
の
真
相
を
反
映
す
る
も
の
と
な
る
と
説
く
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
は
階
級
的
利
益
の
た
め
に
真
実
を
な
げ
す
て
る
べ
く
強

要
さ
れ
る
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
は
真
実
を
欲
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
階
級
的
利
益
　
　
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
側
で
い
う

階
級
的
利
益
と
は
全
人
民
の
利
益
で
あ
る
　
　
を
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ロ
レ
タ
リ
ァ
は
全
一
人
民
を
階
級
か
ら
解
放
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
、
白
己
を
解
放
し
う
る
。
ブ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
は
階
級
そ
の
も
の
の
瞭
絶
を
も
っ
て
…
己
の
階
級
的
使
命
と
す

、
（
。
み
、
し
一
、
、
こ
、
い
佼
命
を
完
遂
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
は
、
認
識
と
実
践
と
の
統
一
に
・
、
ヘ
ニ
」
、
容
観
灼
事
物
の
う
ち
か
ら

法
則
牟
、
っ
か
み
い
」
し
、
こ
Ｏ
法
則
を
ｎ
し
の
解
放
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
一
、
・
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
〕
に
い
え
ば
、
弁
証
法
的
脈

物
繍
の
上
に
〔
ｄ
の
世
界
観
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
一
．
ぺ
、
鋤
看
蹄
秋
の
縢
級
附
利
箏
は
祉
会
炎
〕
族
の
茶
灘
灼
法
則
汰
と
対
立
し
斤
一
い
ば
か
り
か
、
ま
一
」
だ
く
そ
れ
と
一
致
す
る
じ
労
働

々
陪
枇
が
〕
分
の
隙
級
的
利
孤
を
実
現
す
る
た
め
に
徹
底
的
に
た
∴
」
か
う
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
か
れ
ら
は
人
ぴ
と
の
意
思
に
う
ｈ
」
か
さ

れ
む
い
客
観
灼
な
諮
法
則
と
一
鍬
し
て
杜
会
の
発
展
を
は
や
め
て
り
く
、

　
だ
か
ら
労
働
首
幣
級
二
一
、
○
，
ニ
ナ
、
二
∴
二
Ｌ
ち
は
、
臼
然
わ
よ
ぴ
杜
会
の
発
展
法
則
を
す
べ
て
の
匿
で
認
識
す
る
こ
と
、
そ
し

て
正
し
い
、
す
こ
し
の
ね
じ
ま
げ
・
、
な
い
、
．
、
汀
学
胞
な
、
抵
界
の
反
映
を
あ
た
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
労
働
者
階
級
の
利
益
が

　
　
　
脈
物
諭
化
、
り
い
て
仙
償
ん
許
（
そ
の
二
・
釈
）
　
（
阯
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
（
二
五
三
Ｖ



　
　
　
　
立
命
飽
経
済
学
・
（
第
四
巻
・
婚
三
号
）
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
（
一
、
玉
四
）

哲
学
の
う
ち
に
完
全
に
あ
ら
わ
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
だ
け
、
わ
れ
わ
れ
を
と
り
ま
く
泄
界
の
客
観
法
則
は
い
よ
い
よ
正
確
に
、
、
完
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
）

に
、
ふ
か
く
う
つ
し
だ
山
ぺ
一
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
。
っ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
に
あ
っ
て
の
み
、
そ
の
党
派
的
理
論
即
客
観
的
真
理
、
階
級
的
利
益
即
人
類
的
利
益
と
な
っ
て
不
可
分
に
融

今
す
る
、
こ
の
蹄
縦
が
入
類
の
解
放
者
と
呼
ば
れ
る
ゆ
言
二
｝
、
あ
る
。
　
　
氷
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
五
・
八
・
一
・
北
臼
川
草
庵
に
て

）１（）
ｏ
６

（）３（

前
出
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
フ
著
「
弁
証
法
的
唯
物
論
」
五
四
頁

右
同
醤
　
五
三
頁

レ
ー
ニ
ン
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の

右
同
替
　
五
五
－
五
六
頁

三
つ
の
源
泉
と
三
つ
の
成
分
」

　
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
経
済
学
は
、
真
に
科
学
的
な
経
済
学
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
労
働
階
級
と
人
類
の
す
べ
て
の
進

歩
的
勢
カ
と
の
利
番
を
あ
ら
わ
し
て
い
て
、
こ
の
労
働
者
階
級
と
す
べ
て
の
進
歩
的
勢
力
と
は
、
資
本
主
義
の
滅
亡
と
共
産
主
義
の
勝
利
と
に

不
可
避
的
に
み
ち
び
く
社
会
の
経
済
的
発
展
の
法
則
を
客
観
的
に
硯
究
す
る
こ
と
に
、
関
心
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
　
（
前
出
．
ソ
同

盟
「
経
済
学
教
科
書
」
一
〇
四
〇
頁
）

　
「
労
働
階
級
に
あ
っ
て
の
み
、
ド
ィ
ッ
の
理
論
的
性
向
が
害
わ
れ
ず
に
存
続
し
て
い
る
。
：
．
…
労
働
階
級
の
間
に
は
、
地
位
や
、
貨
殖
や
、

お
上
み
か
ら
の
庇
護
な
ど
に
対
す
る
顧
慮
は
少
し
も
存
在
し
な
い
。
反
対
に
、
学
問
が
、
何
物
を
も
顧
慮
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
何
物
に
も
囚
わ

れ
ず
に
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
労
働
者
の
利
益
と
要
求
と
に
一
致
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
」
　
（
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
フ
オ
ィ
ェ
ル
バ
ツ
ハ
論
」

岩
波
文
庫
版
・
九
九
頁
）

　
「
所
有
者
階
級
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
僧
級
も
、
お
な
じ
く
人
間
の
自
己
疎
外
を
し
め
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
の
階
級
は
、
こ
の
自



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

己
疎
外
の
う
ち
で
み
ず
か
ら
安
穏
と
保
証
と
を
感
じ
、
こ
の
疎
外
を
自
己
に
適
し
た
力
と
し
て
知
り
、
そ
の
う
ぢ
に
、
あ
る
人
間
的
な
生
存
の

み
せ
か
け
を
も
っ
て
い
る
。

　
第
二
の
階
級
ほ
、
こ
の
疎
外
の
う
ち
で
み
ず
か
ら
潰
滅
を
感
じ
、
そ
の
う
ち
に
、
み
ず
か
ら
の
無
力
と
あ
る
非
人
間
附
な
生
存
の
現
実
を
み

る
。
と
の
階
級
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
表
現
を
も
ち
い
れ
ば
、
永
劫
の
罰
の
う
ち
に
お
い
て
の
永
劫
の
罰
へ
の
反
逆
で
あ
り
、
こ
の
反
逆
た
る
や
、

彼
ら
の
人
間
性
と
、
こ
の
人
間
性
の
公
然
た
る
、
決
定
的
な
、
広
大
な
否
認
で
あ
る
彼
ら
の
生
活
状
態
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
に
よ
っ
て
、
必
然

的
に
ひ
き
お
こ
さ
る
も
の
な
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
そ
れ
ゆ
え
に
、
対
立
の
内
部
で
私
有
財
産
所
有
者
は
保
守
的
党
派
で
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ぱ
破
壊
的
党
派
で
あ
る
。
前
者
か
ら
は
対
立
維

持
の
活
動
が
お
こ
り
、
後
者
か
ら
は
対
立
破
壊
の
活
動
が
お
こ
る
。
」
　
（
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
補
巻
５
一
神
聖
家
族
」
二
四
二
頁
）

唯
物
浦
に
り
い
て
の
蒐
え
畜
．
（
そ
の
二
・
終
）
　
（
阿
蔀
）

○

八
五
（
三
五
五
）




