
幸
福
と
欲
望
の
経
済
学
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
六
千
フ
ラ
ン

柏

木

治

は
じ
め
に

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
『
パ
ル
ム
の
僧
院
』
に
つ
い
て
の
批
評
の
な
か
で
、
こ
の
作
品
を
称
讃
し
つ
つ
も
、
フ
ァ
ブ
リ
ス
を
物
語
の
中
心
に
据

え
る
の
で
は
な
く
、
大
公
と
そ
の
息
子
、
モ
ス
カ
伯
、
ラ
ッ
シ
、
サ
ン
セ
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
公
爵
夫
人
、
フ
ェ
ラ
ン
テ
・
パ
ラ
、
ロ
ド
ヴ
ィ
コ
、

ク
レ
リ
ア
、
ク
レ
リ
ア
の
父
、
ラ
ヴ
ェ
ル
シ
夫
人
、
ジ
レ
ッ
チ
、
マ
リ
エ
ッ
タ
と
い
っ
た
人
物
を
主
要
人
物
と
し
て
、
パ
ル
ム
の
宮
廷
を

舞
台
と
す
る
小
説
に
書
き
換
え
る
よ
う
に
進
言
し
て
い
る（

⚑
）。
こ
こ
に
は
ふ
た
り
の
小
説
家
の
体
質
に
違
い
が
見
え
て
興
味
深
い
。
バ
ル

ザ
ッ
ク
が
社
会
全
体
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
よ
う
に
小
説
を
描
く
の
に
対
し
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
ひ
と
り
の
個
人
に
読
者
の
視
線
が
向
か

う
よ
う
な
書
き
か
た
を
好
ん
だ
。「
わ
た
し
は
フ
レ
ス
コ
画
を
書
き
ま
す
が
、
貴
兄
は
イ
タ
リ
ア
の
彫
刻
を
つ
く
ら
れ
た
」
と
述
べ
る
バ

ル
ザ
ッ
ク
の
言
葉
が
端
的
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、『
僧
院
』
の
作
者
が
目
指
し
て
い
る
の
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
作
品
に
あ
る
よ
う
な
社

会
的
広
が
り
で
は
な
い
。『
人
間
喜
劇
』
が
意
図
し
て
い
た
の
は
基
本
的
に
群
像
劇
的
世
界
で
あ
り
、
濃
淡
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
作
品
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
社
会
的
背
景
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
、
全
体
と
し
て
厚
み
の
あ
る
物
語
空
間
を
構
成
す
べ

く
創
造
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（

⚒
）。
こ
れ
に
対
し
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
彫
刻
作
品
の
よ
う
に
く
っ
き
り
と
立
つ
個

人
の
造
形
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
現
実
の
社
会
の
事
情
か
ら
多
少
飛
躍
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ

幸
福
と
欲
望
の
経
済
学
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
六
千
フ
ラ
ン
（
柏
木
）
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れ
ほ
ど
気
に
と
め
な
い
の
で
あ
る
。
描
く
べ
き
社
会
を
個
人
が
凌
駕
し
て
し
ま
う
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
と
い
う
人
物
が
同
時
代
の
多
く
の
批
評
家
か
ら
理
解
不
能
と
批
判
さ
れ
た
の
も
、
現
実
的
に
は
考
え
に
く
い
個

人
を
造
形
し
た
か
ら
で
あ
り
、
小
説
は
事
実
を
映
す
鏡
で
あ
る
と
嘯
き
な
が
ら
も
実
際
の
平
民
階
級
の
青
年
像
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
、
ス

タ
ン
ダ
ー
ル
流
に
理
想
化
し
た
結
果
と
も
い
え
る
。「
一
九
世
紀
年
代
記
」
と
い
う
副
題
ど
お
り
に
こ
の
時
代
の
社
会
を
つ
ぶ
さ
に
描
こ

う
と
す
る
作
家
な
ら
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
お
こ
な
っ
た
よ
う
に
「
金
」
は
必
須
の
主
題
と
し
て
小
説
内
に
位
置
づ
け
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
作
品
の
主
要
人
物
た
ち
は
、
副
次
的
人
物
と
ち
が
っ
て
「
金
」
の
臭
い
が
あ
ま
り
し
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ

た
社
会
的
環
境
や
状
況
に
大
き
な
差
は
あ
る
が
、
彼
ら
は
一
様
に
な
に
が
し
か
の
経
済
的
保
証
が
確
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
、
そ
れ

ほ
ど
苦
労
せ
ず
と
も
金
が
降
っ
て
く
る
の
だ
。
こ
の
時
代
、
平
民
出
身
の
名
も
な
い
青
年
が
最
初
に
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
い
か

に
し
て
金
を
得
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
ラ
テ
ン
語
聖
書
を
丸
暗
記
す
る
持
ち
前
の
記
憶
力
の

よ
さ
か
ら
相
応
の
報
酬
を
も
ら
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
金
額
を
引
き
出
し
た
の
は
ジ
ュ
リ
ア
ン
自
身
の
努
力
で
は
な
く
、
父
親
の
欲
で

あ
る
。
オ
ク
タ
ー
ヴ
は
貴
族
で
あ
り
、
最
初
か
ら
金
に
苦
労
し
て
い
る
気
配
は
な
く
、
デ
ル
・
ド
ン
ゴ
家
の
フ
ァ
ブ
リ
ス
は
言
う
ま
で
も

な
い
だ
ろ
う
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
リ
ュ
シ
ア
ン
に
し
て
も
父
親
が
大
銀
行
家
で
あ
り
、
リ
ュ
シ
ア
ン
自
身
に
金
銭
欲
は
ほ
と
ん
ど
感
じ

ら
れ
な
い
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
あ
っ
て
金
の
問
題
は
、
ご
く
例
外
的
な
作
品
を
除
い
て
、
つ
ね
に
主
人
公
た
ち
を
迂ㅟ

回ㅟ

すㅟ

るㅟ

。
彼
ら
と
金

の
関
係
は
、
属
す
る
階
級
に
よ
っ
て
そ
の
強
度
を
下
げ
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
周
囲
（
こ
の
場
合
は
父
親
）
が
そ
れ
を
引
き
受
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
彼
ら
自
身
に
切
実
な
問
題
と
し
て
直
接
降
り
か
か
っ
て
こ
な
い
。
金
と
の
関
係
を
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
世
し
、
こ

れ
を
自
己
実
現
の
主
要
な
要
素
と
す
る
の
が
一
九
世
紀
の
特
徴
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
主
人
公
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
関
係

を
最
初
か
ら
超
越
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
個
人
の
生
活
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
じ
つ
は
金
銭
へ
の
言
及
は
そ
れ
な
り
に
あ
っ
て
、
経
済
的
不
遇
を
託
つ
こ
と
も
少
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な
く
な
い
が
、
他
の
作
家
と
比
較
し
て
そ
の
程
度
や
多
寡
を
論
じ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
た
だ
彼
に
特
徴
的
な
の
は
、
文
学
上
の
成

功
に
よ
っ
て
大
き
な
富ㅟ

を
手
に
す
る
よ
う
な
夢
は
ほ
と
ん
ど
抱
い
て
い
な
い
こ
と
、
他
方
で
芸
術
の
た
め
に
赤
貧
に
甘
ん
じ
る
と
い
っ

た
、
若
き
ロ
マ
ン
派
に
あ
り
が
ち
な
意
識
も
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
だ
。
い
ず
れ
も
七
月
王
政
期
に
文
学
を
志
し
た
新
し
い
世
代
に

は
大
な
り
小
な
り
見
ら
れ
る
精
神
構
造
だ
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
こ
の
両
極
の
ど
ち
ら
に
も
振
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
金
に
関
し
て
は
、

適
度
な
執
着
を
み
せ
つ
つ
、
し
か
し
ど
こ
ま
で
も
「
中
庸
」
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
か
の
ご
と
く
理
性
的
に
み
え
る
。
だ
が
、
保
守
的
と
も

み
え
る
こ
の
よ
う
な
態
度
の
背
後
に
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
独
自
の
経
済
思
想
や
芸
術
家
の
生
活
の
理
想
が
見
え
隠
れ
す
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
思
考
は
、
直
接
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
さ
き
に
述
べ
た
小
説
内
に
お
け
る
主
人
公
た
ち
と
金
銭
の
薄
い
関
係
に
投
影
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
あ
た
り
の
事
情
に
立
ち
入
り
つ
つ
、
こ
の
小
説
家
と
経
済
の
関
係
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。

（
一
）
年
金
の
問
題

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
書
き
物
に
は
「
六
千
フ
ラ
ン
」
と
い
う
金
額
が
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。
多
く
は
日
記
や
手
紙
、
あ
る
い
は
手
稿
の

余
白
な
ど
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
旅
行
記
な
ど
印
刷
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
「
六
千
フ
ラ

ン
」
と
い
う
記
述
は
、
そ
の
具
体
性
と
一
貫
性
の
ゆ
え
に
妙
に
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
惹
く
。
彼
に
と
っ
て
こ
の
値
は
特
別
の
価
値
を
も
っ

て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
前
に
も
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
ま
一
度
吟
味
し
て
お
き
た

い（
⚓
）。ス

タ
ン
ダ
ー
ル
が
記
し
て
い
る
六
千
フ
ラ
ン
は
、
正
確
に
い
え
ば
な
ん
ら
か
の
報
酬
と
し
て
得
ら
れ
る
収
入
で
は
な
く
「
年
金
」
で
あ

る
。
こ
の
点
は
重
要
で
、
年
金
で
あ
る
以
上
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
て
も
原
則
と
し
て
無
条
件
に
入
っ
て
く
る
金
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
独
立
し
て
自
由
で
い
る
た
め
の
条
件
を
付
与
す
る
も
の
だ
。
そ
の
金
額
を
六
千
フ
ラ
ン
あ

幸
福
と
欲
望
の
経
済
学
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
六
千
フ
ラ
ン
（
柏
木
）

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第72巻第⚓号／
柏木 治 最終⚓校／通し

二
三



た
り
に
見
積
も
る
の
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
み
ら
れ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
従
軍
し
て
ド
イ
ツ
に
い
た
こ
ろ
に
妹
ポ
ー
リ
ー
ヌ
に
宛
て

た
手
紙
の
な
か
に
も
そ
れ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ア
ン
シ
ヨ
ン
（
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ア
ン
ツ
ィ
ロ
ン
）
の
『
一

五
世
紀
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
政
治
体
制
革
命
一
覧
』
を
買
っ
た
と
述
べ
、
そ
れ
が
「
魂
の
飢
餓
」
た
る
退
屈
に
対
抗
す
る
よ
き

食
料
に
な
る
と
記
し
た
あ
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

お
前
が
い
れ
ば
、
そ
し
て
も
う
一
つ
別
の
存
在
、
つ
ま
り
、
お
前
と
同
程
度
に
僕
が
愛
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
自
由
と
一
緒
な
ら
、

こ
ん
な
も
の
［
ア
ン
シ
ヨ
ン
の
著
書
］
は
必
要
な
い
の
だ
け
れ
ど
。
自ㅟ

由ㅟ

をㅟ

得ㅟ

るㅟ

たㅟ

めㅟ

にㅟ

辛
い
お
仕
え
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
文
明

化
さ
れ
た
時
代
に
は
生
活
費
の
な
い
と
こ
ろ
に
幸
福
は
な
い
。
パㅟ

リㅟ

だㅟ

とㅟ

六ㅟ

千ㅟ

フㅟ

ラㅟ

ンㅟ

、
絶ㅟ

対ㅟ

にㅟ

必ㅟ

要ㅟ

なㅟ

もㅟ

のㅟ

［
…
…
］

（
⚔
）。

（
傍
点
引
用
者
）

こ
こ
で
は
ま
だ
「
年
金
」
で
は
な
く
、「
辛
い
お
仕
え
」
の
報
酬
と
し
て
も
ら
う
金
額
と
し
て
登
場
し
て
い
る
が
、
早
く
も
六
千
フ
ラ

ン
と
い
う
金
額
は
明
示
さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
自
由
を
得
る
た
め
に
は
そ
の
程
度
の
金
が
絶
対
に
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
、
愛

す
る
妹
へ
の
手
紙
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
自
身
の
生
活
を
最
低
限
保
証
す
る
経
済
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
な
い
と
幸
福
は
あ

り
得
な
い
と
き
わ
め
て
常
識
的
に
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
当
時
の
貨
幣
価
値
か
ら
し
て
六
千
フ
ラ
ン
と
い
う
金
額
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
わ

け
で
は
な
い
が
、
少
な
い
と
い
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
。
パ
リ
で
誰
か
ら
も
邪
魔
さ
れ
な
い
、「
自
由
」
で
そ
れ
な
り
に
自
立
し
た

生
活
を
し
て
い
く
う
え
で
必
要
と
彼
が
判
断
し
た
金
額
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
父
を
激
し
く
嫌
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
遺
産
と
し
て
十
分
な
金
を
残
し
て
く

れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
小
説
作
品
の
な
か
で
金
銭
の
問
題
が
主
人
公
た
ち
を
迂
回
し
て
い
く
よ
う
に
、
自
伝
『
ア
ン
リ
・
ブ
リ
ュ
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ラ
ー
ル
の
生
涯
』
で
も
金
の
問
題
は
ベ
ー
ル
に
と
っ
て
極
力
避
け
る
べ
き
話
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。「
金
は
い
わ
ば
嘆
か
わ
し
い
必

要
性
で
あ
り
、
そ
の
役
割
は
便
所
と
同
じ
で
、
残
念
な
が
ら
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
が
、
け
っ
し
て
語
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で

あ
っ
た
」

（
⚕
）。
と
こ
ろ
が
個
人
の
金
の
問
題
が
集
中
的
に
書
か
れ
る
例
外
的
な
場
合
が
あ
る
。
父
親
と
の
関
係
を
書
く
場
合
だ
。
こ
の
自
伝

に
お
い
て
ア
ン
リ
・
ベ
ー
ル
の
父
に
対
す
る
関
係
は
純
粋
に
金
銭
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
自
伝
的
断
章
に
も
共
通

し
て
い
る
。「
彼
の
父
親
は
、
世
間
一
般
の
声
に
従
え
ば
、
五
千
な
い
し
六
千
フ
ラ
ン
の
年
金
を
彼
に
残
し
て
や
る
べ
き
だ
っ
た
。
が
、

そ
の
半
分
も
残
さ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
ベ
ー
ル
氏
は
生
活
を
切
り
詰
め
る
べ
く
努
力
し
、
そ
れ
に
成
功
し
た
」

（
⚖
）。
三
人
称
体
の
こ
の
自
伝

的
断
片
は
、
父
の
死
（
一
八
一
九
年
）
の
翌
年
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
三
〇
年
代
に
記
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
断
片
に
も
同
様
の
記
述
が

み
え
る（

⚗
）。
要
す
る
に
、
父
へ
の
言
及
は
金
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
そ
れ
は
晩
年
ま
で
一
貫
し
て
い
る
。
当
時
、
親
か
ら
受
け
る
遺
産
は
年

金
に
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
ま
た
同
様
の
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
生
活
の
た
め
に
あ
く
せ
く
働
か
な
く
て

も
よ
い
よ
う
に
父
が
息
子
に
一
定
の
年
金
を
残
す
こ
と
は
父
親
と
し
て
の
義
務
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
父
は
そ
れ
を
履
行
し

な
か
っ
た
（
こ
こ
に
も
六
千
フ
ラ
ン
の
額
が
あ
ら
わ
れ
る
）―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
そ
う
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。「
破
産
す
る
父
親
を
も

つ
こ
と
の
不
幸
を
こ
れ
ほ
ど
身
に
沁
み
て
知
っ
た
こ
と
は
な
い
」
と
友
人
マ
レ
ス
ト
宛
に
書
い
た
こ
と
も
あ
っ
た（

⚘
）。

と
は
い
え
、
そ
れ
は
金
満
家
の
よ
う
な
贅
沢
な
生
活
を
欲
し
て
の
こ
と
で
は
な
く
、
自
由
な
生
活
を
可
能
に
す
る
最
低
限
の
年
金
へ
の

望
み
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
彼
は
可
能
な
限
り
時
間
を
執
筆
に
費
や
す
こ
と
こ
そ
が
自
分
の
天
職
で
あ
り
大
義
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
り
、
逆
に
そ
れ
を
阻
む
も
の
は
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
非
難
に
値
す
る
。
現
代

の
読
者
か
ら
み
て
ど
れ
ほ
ど
傲
慢
で
我
儘
に
映
ろ
う
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
な
か
で
は
立
派
に
正
当
化
さ
れ
う
る
こ
と
な
の
だ
。

さ
て
、
こ
こ
で
も
う
一
度
「
六
千
フ
ラ
ン
」
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
若
い
こ
ろ
か
ら
晩
年
に
い
た
る

ま
で
、
彼
が
生
活
に
必
要
と
す
る
理
想
的
な
金
額
は
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
。『
ア
ン
リ
・
ブ
リ
ュ
ラ
ー
ル
』
で
も
「
一
八
〇
四
年
、
わ
た

幸
福
と
欲
望
の
経
済
学
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
六
千
フ
ラ
ン
（
柏
木
）
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し
は
百
ル
イ
と
自
分
の
自
由
を
望
ん
で
い
た
。
一
八
三
六
年
、
六
千
フ
ラ
ン
と
自
分
の
自
由
を
情
熱
的
に
望
ん
で
い
る
」

（
⚙
）

と
の
記
述
が
あ

る
。
金
額
に
若
干
の
違
い
が
で
る
こ
と
も
あ
る
が
、
二
〇
歳
過
ぎ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
五
三
歳
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
金
銭
へ
の
ス
タ
ン
ス

は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
な
い
。
六
千
フ
ラ
ン
を
大
き
く
超
え
て
も
「
わ
た
し
の
幸
福
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
」
し
、「
何
一

つ
管
理
し
な
く
て
す
む
こ
と
」
こ
そ
が
自
分
に
と
っ
て
の
幸
福
な
の
だ
か
ら
、
も
し
土
地
や
家
屋
か
ら
一
〇
万
フ
ラ
ン
の
年
金
を
得
た
と

し
て
も
、
わ
た
し
は
と
て
も
不
幸
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
」

（
10
）

と
い
う
。「
も
し
自
分
が
ろ
く
で
な
し
に
な
る
な
ら
、
今
日
、
一
八
三
六
年
に

大
金
持
ち
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
」

（
11
）

と
言
い
切
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
と
っ
て
、
幸
福
の
源
泉
と
は
ま
さ
に
「
誰
に
対
し
て
も
命
令
せ
ず
命
令

さ
れ
な
い
こ
と
」
に
あ
っ
た（

12
）。
し
た
が
っ
て
「
雇
わ
れ
」
の
身
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
望
ま
し
い
生
活
の
あ
り
か
た
は
随
所
に
表
明
さ

れ
て
い
て
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
雑
誌
へ
の
寄
稿
記
事
で
は
、『
グ
ロ
ー
ブ
』
紙
を
「
パ
リ
で
成
功
す
る
に
は
つ
ま
ら
な
す
ぎ
る
」
と

辛
口
の
評
価
を
下
し
た
あ
と
、
と
は
い
え
こ
の
新
聞
は
「
フ
ラ
ン
ス
の
若
者
の
も
っ
と
も
評
価
で
き
る
部
分
を
代
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

生
活
の
た
め
に
労
働
を
強
い
ら
れ
な
い
、
そ
し
て
親
に
八
千
か
ら
二
万
フ
ラ
ン
の
年
金
の
あ
る
者
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
」

（
13
）

と
い
う
。
も
ち

ろ
ん
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
い
く
ぶ
ん
か
の
皮
肉
を
込
め
て
語
っ
て
い
る
点
は
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
彼
自
身
の
幸
福
観
の
な
か
で
は
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
「
労
働
」
と
い
う
観
念
が
き
わ
め
て
薄
か
っ
た
と
い
う
点
は
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
二
）
特
権
の
夢
想

こ
う
し
た
金
に
対
す
る
「
適
度
な
」
執
着
は
『
特
権
』
と
い
う
奇
妙
な
断
章
に
も
垣
間
見
え
る
。
こ
の
文
章
は
、
ロ
ー
マ
で
晩
年
（
一
八

四
〇
年
四
月
一
〇
日
）
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
実
現
不
能
な
超
自
然
的
願
望
を
書
き
つ
ら
ね
た
も
の
で
、
冒
頭
に
「
カ
ミ
（
G
od）
は
わ
た

し
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
護
符
を
授
け
る
」
と
い
う
文
を
置
き
、
二
三
箇
条
か
ら
な
る
特
権
が
述
べ
ら
れ
て
い
る（

14
）。「
特
権
を
得
た
人
間
が
一

瞬
口
に
運
ん
だ
指
輪
を
二
分
間
、
自
分
の
身
あ
る
い
は
指
に
つ
け
る
と
、
望
む
時
間
だ
け
不
死
身
と
な
る
。
一
年
に
一
〇
回
、
鷲
の
目
を
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も
ち
、
一
時
間
に
五
里
駆
け
る
こ
と
が
で
き
る
」（
第
八
条
）
と
い
っ
た
具
合
だ（

15
）。
そ
の
な
か
に
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
金
貨
一
枚
と
自
分
が
い

る
国
の
通
貨
で
四
〇
フ
ラ
ン
」
が
毎
朝
二
時
に
ポ
ケ
ッ
ト
に
見
つ
か
る
と
い
う
「
権
利
」
が
記
さ
れ
て
い
る
（
第
九
条
）

（
16
）。
さ
ら
に
第
二

二
条
に
は
、「
特
権
者
は
、
上
記
の
特
権
に
よ
る
日
々
の
六
〇
フ
ラ
ン
は
別
に
し
て
、
い
か
な
る
金
も
稼
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
あ
る（

17
）。

「
六
〇
フ
ラ
ン
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
九
条
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
金
貨
（
二
〇
フ
ラ
ン
）
と
四
〇
フ
ラ
ン
の
合
計
を
指
す
。
こ
の
よ
う
に
、

一
種
の
戯
言
と
は
い
え
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
死
の
二
年
前
に
お
い
て
さ
え
、
年
金
の
ご
と
く
一
定
の
金
額
が
（
六
千
フ
ラ
ン
よ
り
は
か
な

り
多
い
が
）
天
か
ら
降
っ
て
く
る
こ
と
を
ま
る
で
子
ど
も
の
願
い
事
の
よ
う
に
書
き
つ
け
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
特
権
』
は
カ
ミ
か
ら
与
え
ら
れ
る
権
利
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
力
は
超
自
然
的
で
絶
大
で
あ
る
。
年
に
二
〇
回
、
特

権
者
は
二
〇
歩
の
距
離
に
あ
る
自
分
の
周
囲
の
人
間
す
べ
て
の
考
え
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
た
り
（
第
二
一
条
）、
年
一
〇
回
、
一
時
間

に
百
里
の
割
合
で
好
き
な
場
所
に
移
動
で
き
た
り
す
る
（
第
二
三
条
）。
こ
れ
ほ
ど
の
魔
術
的
な
権
利
が
授
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
た

い
て
い
の
こ
と
は
実
現
可
能
で
、
長
者
に
な
る
こ
と
も
容
易
な
は
ず
。
し
た
が
っ
て
、「
日
々
六
〇
フ
ラ
ン
」
の
金
が
手
に
入
る
こ
と
な

ど
条
項
に
入
れ
る
必
要
も
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
書
い
て
い
る
点
に
こ
そ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
こ
で
も
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
望
み
は
富
裕
者
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
作
家
と
し
て
自
立
す
る
生
活
の
保
証
を
カ
ミ
か
ら
与
え

ら
れ
る
こ
と
な
の
だ
。
過
大
で
も
な
く
過
少
で
も
な
い
一
定
額
―
―
そ
れ
は
一
九
世
紀
と
い
う
時
代
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
一
八

世
紀
的
心
性
を
多
分
に
持
ち
続
け
て
い
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
い
う
作
家
の
行
き
着
い
た
ひ
と
つ
の
ミ
ク
ロ
な
経
済
的
結
論
で
も
あ
る
。

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
自
身
も
し
く
は
父
親
が
千
エ
キ
ュ
の
年
金
を
も
た
な
い
者
は
す
べ
て
、
わ
た
し
の
目
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
に
他
な
ら
な
い
と
映
る
。
マ
レ
ス
ト
は
雇
わ
れ
に
な
る
必
要
に
誘
惑
さ
れ
て
い
る
」

（
18
）

と
い
う
文
章
が
端
的
に
語
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の

時
代
に
あ
っ
て
年
金
（
こ
こ
で
い
う
千
エ
キ
ュ
と
は
五
千
フ
ラ
ン
）
が
な
け
れ
ば
彼
の
考
え
る
自
由
や
自
立
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、「
雇
わ
れ
る
」
身
分
に
つ
い
て
も
同
様
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
若
い
こ
ろ
か
ら
自
分
が
人
一
倍
感
受
性
の
強
い
、
特
別
な
人
間
で

幸
福
と
欲
望
の
経
済
学
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
六
千
フ
ラ
ン
（
柏
木
）
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あ
る
こ
と
を
感
じ
と
っ
て
い
た
彼
は
（「
わ
た
し
の
感
受
性
は
地
上
で
使
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
登
場
人
物
の
う
え

に
こ
と
ご
と
く
放
た
れ
て
こ
そ
わ
が
天
分
を
増
大
せ
し
め
る
だ
ろ
う
」

（
19
））、
そ
の
自
分
の
活
動
の
自
由
を
保
護
し
て
く
れ
る
防
御
壁
と
し
て

一
定
の
金
額
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
認
識
し
て
い
た
。「
わ
た
し
は
ず
っ
と
前
か
ら
自
分
が
あ
ま
り
に
感
じ
や
す
く
、
自
分
が
お
く
る
生

活
に
は
心
を
引
き
裂
く
数
多
く
の
刺
々
し
さ
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
刺
々
し
さ
は
、
一
万
フ
ラ
ン
の
年
金
に
よ
っ
て
取

り
払
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
わ
た
し
に
と
っ
て
財
産
は
他
人
と
同
じ
よ
う
に
必
要
な
の
で
は
な
く
、
わ
た
し
の
過
剰
な
繊
細
さ
ゆ
え
に
必
要
な

の
で
あ
る
［
…
］」

（
20
）

と
記
す
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
、
あ
る
意
味
で
文
学
的
特
権
者
を
自
負
す
る
人
間
で
あ
り
、
天
分
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
そ
の
自
立
性
を
護
る
経
済
的
支
援
は
正
当
な
要
求
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
一
万
フ
ラ
ン
が
あ
っ
て
、

自
分
の
未
来
の
書
き
物
に
つ
い
て
訴
追
沙
汰
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
理
想
的
な
わ
が
最ㅟ

上ㅟ

のㅟ

地ㅟ

位ㅟ

と
な
ろ
う
」

（
21
）。

ミ
シ
ェ
ル
・
ク
ル
ー
ゼ
は
、「
貧
乏
で
あ
る
こ
と
は
小
説
的
で
あ
っ
て
も
ベ
イ
リ
ス
ト
的
で
は
な
い
」

（
22
）

と
い
う
。
ベ
イ
リ
ス
ト
の
理
念

は
こ
の
点
で
貴
族
的
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
近
代
の
市
民
が
得
る
金
銭
は
原
則
と
し
て
労
働
の
対
価
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
ス
タ
ン

ダ
ー
ル
の
理
想
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
年
金
に
よ
る
の
で
あ
れ
特
権
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
あ

る
い
は
メ
セ
ナ
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
旧
体
制
の
芸
術
家
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
何
ら
か
の
経
済
的
庇
護
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

労
働
の
報
酬
と
い
う
金
銭
的
拘
束
か
ら
自
由
に
な
る
と
こ
ろ
に
ベ
イ
リ
ス
ト
の
理
想
が
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
幸
福
の
端
緒
が
あ
る
。

（
三
）
理
想
化
さ
れ
る
民
衆
像
と
金
銭

金
に
対
す
る
関
係
の
希
薄
さ
は
、
別
の
か
た
ち
で
表
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
『
パ
ル
ム
の
僧
院
』
の
フ
ェ
ラ
ン
テ
・
パ
ラ

が
そ
う
だ
。
彼
は
民
衆
詩
人
で
あ
り
、
フ
ァ
ブ
リ
ス
を
積
極
的
に
助
け
る
が
、
一
方
で
犯
罪
者
で
も
あ
る
。「
死
刑
宣
告
を
う
け
た
自
由

主
義
者
の
医
師
で
イ
タ
リ
ア
中
を
放
浪
し
て
自
由
主
義
の
宣
伝
者
と
し
て
の
任
務
を
遂
行
し
て
い
る
フ
ェ
ラ
ン
テ
・
パ
ラ
に
つ
い
て
語
ら
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ね
ば
な
ら
な
い
」

（
23
）

と
書
い
た
の
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
実
際
、
こ
の
詩
人
は
作
品
の
な
か
で
大
き
な
役
割
を
果
す
重
要
な
人
物
だ

が
、
こ
こ
で
犯
罪
者
と
い
わ
れ
る
の
は
た
ん
に
思
想
犯
と
し
て
当
局
か
ら
追
わ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
時
に
は
追
い
剥
ぎ
も
行

う
か
ら
で
あ
る（

24
）。
た
だ
し
、
自
分
に
と
っ
て
相
応
の
報
酬
と
み
な
さ
れ
る
以
上
の
も
の
は
奪
っ
た
り
盗
ん
だ
り
は
し
な
い
。
自
身
の
自
由

な
行
動
を
可
能
に
す
る
最
低
限
の
金
を
、
い
わ
ば
神
か
ら
授
け
ら
れ
る
当
然
の
施
し
で
あ
る
か
の
よ
う
に
奪
う
の
だ
。
詩
人
は
言
う
、「
私

は
犠
牲
者
の
表
を
作
っ
て
い
ま
す
。
将
来
何
か
手
に
は
い
っ
た
ら
、
と
っ
た
だ
け
返
す
つ
も
り
で
す
。
私
の
よ
う
な
護
民
官
の
仕
事
は
危

険
で
す
か
ら
、
月
百
フ
ラ
ン
の
値
打
ち
は
十
分
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
年
に
千
二
百
フ
ラ
ン
以
上
と
ら
な
い
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。
い
や
違
い
ま
し
た
。
い
や
も
う
少
し
取
り
ま
す
。
本
の
印
刷
代
も
払
っ
て
い
ま
す
か
ら
｣

（
25
）。

フ
ェ
ラ
ン
テ
は
「
民
衆
の
護
民
官
」
を
自
称
し
、
作
者
も
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
詩
人
フ
ェ
ラ
ン
テ
の
行
為
を
赦
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。
過
剰
な
金
銭
は
批
判
の
対
象
に
な
る
が
、
自
立
し
た
、
し
か
も
何
ら
か
の
大
義
を
果
す
た
め
に
必
要
な
自
由
を
保
証
す
る
た
め
の

金
銭
は
、
た
と
え
そ
れ
が
一
時
的
に
犯
罪
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
共
和
主
義
者
で
あ
る
か
の
よ
う
な
言
説
を
あ
ち
こ
ち
に
書
き
つ
け
、
そ
こ
に
は
旧
体
制
の
貴
族
を
呪
詛
す
る
か
の
よ

う
な
記
述
も
珍
し
く
な
い
。
こ
う
し
た
点
を
過
剰
に
評
価
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
批
評
の
流
行
の
も
と
、
こ
の
作
家
を
共
和
主
義
的
文

学
者
の
先
駆
者
、『
赤
と
黒
』
を
階
級
闘
争
の
小
説
と
み
な
す
傾
向
が
き
わ
め
て
強
か
っ
た
時
代
も
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
フ
ェ
ラ
ン
テ

の
よ
う
な
人
物
は
民
衆
を
解
放
す
る
思
想
的
英
雄
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
や
す
い
が
、
こ
の
よ
う
な
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
引
き
寄

せ
る
読
解
は
も
ち
ろ
ん
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
人
物
の
な
か
に
み
た
い
の
は
、
金
を
奪
う
犯
罪
者
で
あ
り
な

が
ら
、
金
銭
に
対
す
る
欲
に
は
無
縁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
奪
い
取
る
金
銭
は
こ
の
小
説
家
自
身
が
望
む
年
金
と
同
様
、
け
っ
し
て
過
剰

で
は
な
い
こ
と
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
作
者
の
経
済
観
念
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ェ
ラ
ン
テ
は
民
衆
の
味
方
で
あ

る
が
、
現
実
の
民
衆
と
の
ま
じ
わ
り
は
そ
れ
ほ
ど
描
か
れ
な
い
。「
民
衆
の
護
民
官
」
で
あ
り
な
が
ら
、
民
衆
た
ち
の
生
き
る
世
界
か
ら

幸
福
と
欲
望
の
経
済
学
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
六
千
フ
ラ
ン
（
柏
木
）
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は
超
脱
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
も
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
自
身
の
民
衆
の
捉
え
か
た
に
由
来
し
て
い
る
。
よ
く
引
用
さ
れ

る
「
わ
た
し
は
民
衆
の
幸
福
の
た
め
な
ら
何
で
も
す
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
商
店
の
住
人
と
一
緒
に
暮
ら
す
く
ら
い
な
ら
、
毎
月
一
五

日
間
を
牢
獄
で
過
ご
す
ほ
う
が
ま
し
だ
と
思
う
」

（
26
）

と
い
う
文
章
が
こ
の
点
を
も
っ
と
も
よ
く
表
現
し
て
い
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義

に
対
す
る
心
的
距
離
、
世
論
の
専
横
に
対
す
る
嫌
悪
な
ど
と
相
俟
っ
て
、
小
説
家
に
は
彼
の
つ
ぎ
の
世
代
が
自
身
の
問
題
と
し
て
と
ら
え

よ
う
と
し
て
い
た
大
衆
や
労
働
者
、
貧
困
と
い
っ
た
社
会
的
問
題
に
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
深
く
意
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

と
は
い
え
、
政
治
理
念
的
に
は
近
代
主
義
者
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
を
信
奉
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
立
場
か
ら
す

れ
ば
旧
体
制
の
貴
族
や
そ
の
威
光
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
勢
力
が
旧
政
治
体
制
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
は
対
抗
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
当
然

な
が
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
も
自
由
主
義
陣
営
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
り
、
自
由
、
平
等
は
基
本
的
な
理
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
オ
ペ
ラ
も
解
さ
な
い
よ
う
な
無
教
養
な
大
衆
や
民
衆
に
直
接
接
す
る
こ
と
は
耐
え
難
く
、

嫌
悪
に
も
似
た
感
覚
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
と
っ
て
民
衆
は
い
わ
ば
「
遠
く
に
あ
っ
て
眺
め
る
も
の
」
で
あ

る
。
筆
者
は
か
つ
て
こ
こ
に
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
の
い
う
「
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
と
同
じ
構
図
を
見
て
取
り
、
ロ
マ
ン
主
義
の
一

要
素
と
し
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ト
ド
ロ
フ
は
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
構
造
が
も
つ
本
質
的
な
逆
説
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
と
っ
て
の
理
想
の
役
割
を
果
た
す
も
っ
と
も
適
し
た
候
補
者
は
も
っ
と
も
遠
く
に
あ
っ
て
、
も
っ
と
も
知
ら

れ
る
こ
と
の
少
な
い
民
で
あ
り
、
文
化
で
あ
る
。〔
中
略
〕
他
者
を
よ
く
知
る
と
い
う
こ
と
は
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
両
立
不
可

能
で
あ
る
。
だ
が
、
一
方
、
他
者
に
つ
い
て
の
無
知
は
他
者
を
ほ
め
た
た
え
る
こ
と
と
相
容
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ

ズ
ム
は
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
望
む
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
無
知
で
あ
り
つ
つ
〔
他
者
を
知
ら
ず
し
て
〕
ほ
め
た
た

え
よ
う
と
望
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
構
成
す
る
逆
説
で
あ
る（

27
）。
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ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
民
衆
も
ま
た
、
政
治
的
・
経
済
的
に
救
済
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
「
遠
景
」
と

し
て
捉
え
ら
れ
た
理
念
的
民
衆
に
す
ぎ
な
い
。
間
近
に
見
い
だ
さ
れ
る
民
衆
は
芸
術
的
洗
練
も
精
神
の
高
尚
さ
も
理
解
で
き
な
い
「
未
開

人
」
で
あ
り
、
品
位
な
き
粗
野
な
群
衆
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
対
象
に
近
づ
い
て
正
確
に
知
ら
な
け
れ
ば
適
切
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
は
ず
な
の
に
、
遠
く
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
美
化
し
理
想
化
し
よ
う
と
す
る
。
民
衆
は
も
っ
と
も
遠
く
に
あ
る
と
き
に
こ
そ

称
賛
の
対
象
と
な
る
の
だ
。
こ
れ
は
ま
さ
に
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
構
造
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
民
主
主
義
に
対
す

る
意
識
の
位
相
を
読
み
取
る
う
え
で
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ァ
ノ
ス
テ
ュ
イ
ズ
も
「
ベ
ー
ル
は
民
衆
を
遠ㅟ

くㅟ

かㅟ

らㅟ

見
て
い
る
」
と
適
切
に
表
現
し
て
い
る（

28
）。
た
と
え
ば
『
赤
と
黒
』

の
語
り
手
は
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
の
行
動
や
周
囲
と
の
遣
り
取
り
、
と
く
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
恋
愛
に
お
け
る
唐
突
で
不
器
用
な

反
応
が
社
会
的
な
劣
等
意
識
に
由
来
す
る
こ
と
を
読
者
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
こ
の
青
年
が
同
じ
社
会
階
層
に
属
す
る

父
や
兄
た
ち
と
は
ま
っ
た
く
似
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
す
る（

29
）。
ジ
ュ
リ
ア
ン
と
い
う
人
物
は
「
農
民
」「
平
民
」「
労
働
者
」
と
同
列
の
環

境
に
生
ま
れ
育
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
か
の
よ
う
に
み
え
て
、
彼
自
身
は
ど
こ
か
そ
う
し
た
周
囲
に
馴
染
ま
ず
、
浮
き
立
っ
て
い
る

か
の
ご
と
く
描
か
れ
る
の
だ
。
身
だ
し
な
み
さ
え
整
え
れ
ば
レ
ナ
ー
ル
家
の
人
び
と
に
引
け
を
と
ら
な
い
し
、
言
葉
遣
い
も
彼
ら
と
異
な

る
と
こ
ろ
が
な
い
。
要
す
る
に
、
物
語
言
説
は
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
身
の
こ
な
し
や
言
葉
に
よ
る
劣
等
性
を
具
体
化
す
る
詳
細
を
一
切
報
告
し

な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
そ
の
劣
等
性
が
自
明
だ
か
ら
な
の
で
は
な
く
、
逆
に
物
語
の
時
間
的
・
空
間
的
世
界
（
デ
ィ
エ
ジ
ェ
ー
ズ
）
に

属
し
て
い
な
い
か
ら
」
で
あ
る（

30
）。
読
者
が
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
な
か
に
、
社
会
的
身
分
の
ま
っ
た
く
異
な
る
フ
ァ
ブ
リ
ス
・
デ
ル
・
ド
ン
ゴ
と

共
通
す
る
部
分
を
感
じ
て
し
ま
う
の
は
そ
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
。

実
際
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
生
き
た
時
代
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
よ
う
な
人
間
が
属
し
て
い
た
社
会
的
空
間
と
民
衆
階
級
の
そ
れ
と
の
あ
い

だ
に
は
決
定
的
な
断
層
が
あ
っ
た
。
少
年
ア
ン
リ
・
ベ
ー
ル
の
敬
愛
す
る
祖
父
ア
ン
リ
・
ガ
ニ
ョ
ン
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
主
義
者
で
あ
り
、

幸
福
と
欲
望
の
経
済
学
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
六
千
フ
ラ
ン
（
柏
木
）
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ま
さ
に
啓
蒙
主
義
的
一
八
世
紀
人
で
あ
っ
た
が
、
公
の
場
で
は
鬘
を
つ
け
て
い
た
。
祖
父
と
ジ
ャ
コ
バ
ン
の
会
合
に
集
う
人
び
と
の
話
し

か
た
は
根
本
的
に
違
っ
て
い
て
、
か
ね
て
か
ら
祖
父
自
身
も
人
び
と
の
話
し
か
た
を
揶
揄
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
会
合
に
出
た
ア
ン
リ

は
そ
れ
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。「
わ
た
し
が
愛
そ
う
と
し
た
は
ず
の
こ
の
人
び
と
が
お
そ
ろ
し
く
下
賤
に
思
え
た
。
狭
く
て
天
井
の
高

い
こ
の
教
会
は
と
て
も
灯
り
が
乏
し
か
っ
た
が
、
そ
こ
に
最
下
層
の
多
く
の
女
性
た
ち
が
い
た
。
要
す
る
に
、
そ
の
時
の
わ
た
し
も
今
日

と
同
じ
だ
っ
た
。
民
衆
が
好
き
で
あ
り
、
彼
ら
を
抑
圧
す
る
者
は
大
嫌
い
だ
。
し
か
し
、
民
衆
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
は
わ
た
し
に
と
っ

て
た
え
ざ
る
責
苦
と
な
ろ
う
」

（
31
）。
革
命
の
さ
な
か
、
サ
ン
・
タ
ン
ド
レ
教
会
で
の
生な

ま

の
体
験
の
な
か
で
得
た
好
悪
の
感
覚
は
、『
ア
ン
リ
・

ブ
リ
ュ
ラ
ー
ル
の
生
涯
』
を
書
い
て
い
る
「
い
ま
」
に
お
い
て
も
何
ら
変
わ
り
な
く
蘇
る
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
の
民
衆
た
ち
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

上
の
理
念
に
お
い
て
は
ア
ン
リ
・
ベ
ー
ル
の
仲
間
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
愛
そ
う
」
と
思
う
対
象
で
あ
る
の
に
、「
ど
う
し
よ
う
も
な

い
嫌
悪
」
を
催
さ
せ
、「
汚
く
み
え
る
」

（
32
）

も
の
な
の
だ
。
近
く
に
み
る
民
衆
の
姿
は
そ
の
よ
う
な
汚
さ
や
醜
さ
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
り
、

一
方
、
遠
く
に
置
か
れ
る
民
衆
は
理
念
的
に
捉
え
ら
れ
、
か
れ
ら
を
抑
圧
す
る
こ
と
は
赦
し
が
た
い
横
暴
と
な
る
。
こ
こ
に
遠
近
の
ち
が

い
に
よ
っ
て
対
象
の
見
え
か
た
が
根
本
的
に
異
な
る
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
逆
説
的
構
図
が
透
け
て
み
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
構
え

は
四
〇
年
の
歳
月
を
挟
ん
で
ま
っ
た
く
変
化
し
て
い
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
あ
っ
て
（
も
ち
ろ
ん
彼
だ
け
で
は
な
い
の
だ
が
）、「
民
衆
」
は
二
種
類
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ

ち
抽
象
的
に
切
り
出
さ
れ
た
民
衆
と
生
身
の
具
体
的
存
在
と
し
て
の
民
衆
。
前
者
は
遠
景
に
位
置
し
、
し
た
が
っ
て
理
念
的
で
あ
り
、
平

等
と
い
う
大
革
命
以
降
の
価
値
観
か
ら
し
て
当
然
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
る
べ
き
民
衆
で
あ
る
。
一
方
後
者
は
、
そ
の
身
な
り
、
言

葉
遣
い
、
身
の
こ
な
し
、
礼
儀
作
法
な
ど
が
す
べ
て
間
近
に
観
察
さ
れ
る
現
実
の
民
衆
で
、「
嫌
悪
を
催
さ
せ
」

（
33
）

る
よ
う
な
、
負
の
側
面

ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
し
ま
う
存
在
で
あ
る
。
政
治
的
理
性
が
捉
え
る
民
衆
像
と
審
美
的
感
性
が
捉
え
る
民
衆
像
―
―
そ
の
よ
う
に
言
い

換
え
て
も
よ
い
。
両
者
の
は
ざ
ま
に
あ
っ
て
お
そ
ら
く
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
こ
れ
ら
の
相
反
す
る
像
を
調
停
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
二
巻
第
三
号

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第72巻第⚓号／
柏木 治 最終⚓校／通し

三
二

最終⚓校／通し



ら
ど
こ
ま
で
も
貴
族
的
な
感
性
や
審
美
眼
は
、
民
主
主
義
的
な
政
治
判
断
と
相
容
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

相
対
立
す
る
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
民
衆
像
を
調
停
し
繋
ぐ
た
め
に
は
、
民
衆
の
味
方
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
高
邁
な
政
治
的
理
念
と
大

義
を
体
現
す
る
存
在
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
の
が
フ
ェ
ラ
ン
テ
・
パ
ラ
で
あ
ろ

う
。
観
念
化
さ
れ
理
念
化
さ
れ
た
民
衆
の
姿
は
、
い
わ
ば
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
都
合
に
よ
っ
て
小
説
的
に
造
形
化
さ
れ
、
間
近
に
見
る
実
像

に
嫌
悪
を
示
す
の
と
は
逆
に
、
往
々
に
し
て
理
想
化
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
民
衆
を
遠
く
に
置
き
つ
つ
観
念
化
・
理
想
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
民
衆
の
味
方
で
あ
る
べ
き
と
い
う
心
情
と
、
実
際
の
民
衆
の
近
く
で
覚
え
る
耐
え
難
い
嫌
悪
と
を
調
停
し
、
そ
の
自
家
撞
着
的
構
造

を
解
消
す
る
の
で
あ
る
。
自
己
と
民
衆
の
あ
い
だ
に
あ
る
越
え
が
た
い
断
絶
を
、
民
衆
か
ら
現
実
性
や
具
体
性
、
言
い
換
え
れ
ば
感
性
的

に
捉
え
ら
れ
る
個
々
の
事
実
的
属
性
を
剥
ぎ
取
り
、
自
ら
の
想
念
が
造
形
す
る
観
念
的
に
（
あ
る
い
は
創
造
的
に
）
純
化
さ
れ
た
民
衆
像

へ
と
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
想
的
典
型
が
ま
さ
し
く
フ
ェ
ラ
ン
テ
・
パ
ラ
な

の
だ（

34
）。

エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
逆
説
的
構
図
が
ロ
マ
ン
主
義
に
必
然
的
に
宿
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
フ
ェ
ラ
ン
テ
と
い
う
存
在
も
ロ
マ
ン
主
義

的
人
物
で
あ
る
。
フ
ェ
ラ
ン
テ
の
盗
む
金
銭
が
過
剰
で
な
く
、
正
当
化
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

と
同
じ
よ
う
に
、
過
大
で
も
過
少
で
も
な
い
六
千
フ
ラ
ン
の
年
金
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
自
身
の
芸
術
的
自
立
性
を
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で

担
保
す
る
一
方
、
法
外
に
貴
族
的
と
も
映
ら
な
い
金
額
と
し
て
編
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
小
説
家
に
と
っ
て
み
れ
ば
「
一
九
世
紀
と

い
う
文
明
化
さ
れ
た
」
時
代
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
理
想
的
な
経
済
的
選
択
で
あ
っ
た
。

（
四
）
生
産
と
消
費

六
千
フ
ラ
ン
の
年
金
が
理
想
的
な
生
活
資
源
だ
と
す
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
独
自
の
経
済
観
念
は
、
彼
が
一
九
世
紀
初
め
の
経
済
学
理
論
を

幸
福
と
欲
望
の
経
済
学
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
六
千
フ
ラ
ン
（
柏
木
）
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ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
か
と
い
う
問
題
と
も
深
く
関
係
し
て
い
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ら
の
古
典
派
経
済
学
を
土
台
に
し
て
フ
ラ
ン
ス

で
も
ジ
ャ
ン
=
バ
テ
ィ
ス
ト
・
セ
ー
を
中
心
に
自
由
主
義
経
済
思
想
を
推
し
進
め
て
い
た
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
か
な
り
早
く
か
ら
彼
ら

の
経
済
学
を
熱
心
に
研
究
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
時
点
を
境
に
急
に
熱
が
冷
め
た
こ
と
を
宣
言
し
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に

は
こ
の
探
求
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
実
際
に
は
こ
れ
以
降
も
経
済
へ
の
関
心
は
少
な
か
ら
ず
続
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
視
し
た

い
の
は
彼
が
経
済
学
へ
の
情
熱
を
失
っ
た
と
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
で
あ
る
。

研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
経
済
学
へ
の
関
心
が
一
時
的
な
も
の
で
し
か
な
い
と
久
し
く
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
論

拠
と
し
て
も
ち
だ
さ
れ
る
の
は
、「
不
明
確
な
、
あ
る
い
は
相
矛
盾
す
る
点
」
を
こ
の
学
問
に
見
出
し
た
と
い
う
『
ア
ン
リ
・
ブ
リ
ュ
ラ
ー

ル
』
に
記
さ
れ
た
文
章（

35
）、
一
八
一
八
年
の
マ
レ
ス
ト
宛
の
手
紙
に
み
え
る
「
わ
た
し
は
こ
の
学
問
を
放
棄
す
る
」
と
い
う
宣
言（

36
）な
ど
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
根
拠
と
し
て
デ
ル
・
リ
ッ
ト
は
、
一
八
一
〇
年
の
夏
を
頂
点
に
、
そ
の
後
も
散
発
的
に
湧
く
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
経
済
学
へ

の
興
味
は
一
過
性
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
結
論
づ
け
た
の
だ
が（

37
）、
よ
く
観
察
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
古
典
派
経
済
学
の
父
と
も
い
う
べ
き

セ
ー
の
著
作
を
批
判
的
に
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
考
え
と
の
違
い
を
鮮
明
に
認
識
し
た
こ
と
が
経
済
学
研
究
を
放
棄
し
た
直
接
的

な
原
因
で
あ
る
こ
と
が
み
え
て
く
る
。

少
し
時
を
遡
れ
ば
、
二
一
歳
ご
ろ
か
ら
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
や
ト
ラ
シ
ー
を
読
み
、「
精
神
を
心
理
へ
と
導
く
術
の
研
究
」
と
し
て
感
覚

論
や
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
考
え
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
出
発
し
、
す
ぐ
あ
と
（
一
八
〇
五
年
）
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
も
読
ん
で
い
る
こ
と
は
日
記

や
妹
へ
の
手
紙
か
ら
も
確
認
で
き
る（

38
）。
一
八
〇
六
年
ご
ろ
に
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
法
の
精
神
』
の
な
か
の
奢
侈
に
つ
い
て
の
議
論
に

も
考
え
を
巡
ら
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
八
一
〇
年
に
マ
ル
サ
ス
を
見
出
す
こ
と
で
、
ふ
た
た
び
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
を
読
み
返
し
、
と
く
に

セ
ー
の
『
経
済
学
概
論
』
に
つ
い
て
は
厳
し
い
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
の
経
済
学
へ
の
関
心
は
か
な
り

早
く
か
ら
あ
っ
た
。
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一
八
一
〇
年
、
国
務
院
検
査
官
に
任
命
さ
れ
た
ア
ン
リ
・
ベ
ー
ル
は
、
人
生
で
も
っ
と
も
華
や
か
な
一
年
を
送
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

こ
の
年
の
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
の
一
時
期
を
中
央
学
校
時
代
か
ら
の
友
人
ル
イ
・
ク
ロ
ゼ
と
経
済
学
の
勉
強
に
打
ち
込
ん
だ
。
当
時

こ
の
友
人
が
い
た
の
は
オ
ー
ブ
（
A
ube）
県
の
プ
ラ
ン
シ
ー
（
Planchy）
で（

39
）、
日
常
生
活
に
何
か
と
邪
魔
の
入
る
パ
リ
で
の
生
活
に
倦

み
つ
つ
あ
っ
た
ベ
ー
ル
は
平
安
を
求
め
て
こ
の
地
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る（

40
）。
こ
こ
で
彼
は
野
心
的
な
計
画
を
考
え
る
。
セ
ー
に
反
論
す

る
本
を
書
こ
う
と
い
う
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
断
章
は
残
さ
れ
て
い
て
、
本
の
タ
イ
ト
ル
ま
で
考
え
ら

れ
て
い
た
（『
人
口
と
幸
福
に
及
ぼ
す
富
の
影
響
』（
Influence
de
la
richesse
sur
la
population
etle
bonheur）
は
そ
の
ひ
と
つ
）。

こ
れ
ら
の
断
章
は
Cercle
du
Bibliophile
版
全
集
の
第
四
五
巻
（『
雑
録
Ⅰ
』）
に
「
経
済
学
概
論
」
と
い
う
名
の
も
と
に
収
め
ら
れ
て

い
る（

41
）。

さ
て
、
セ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
派
経
済
学
の
所
論
に
お
い
て
ベ
ー
ル
が
ど
う
し
て
も
賛
同
し
え
な
か
っ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
経
済

の
基
本
を
「
生
産
」
に
お
い
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
一
方
、
ベ
ー
ル
の
視
点
は
つ
ね
に
「
消
費
者
」
の
側
に
あ
っ
た
。
さ
き
ほ
ど
挙
げ
た

セ
ー
へ
の
反
駁
本
の
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
経
済
の
捉
え
か
た
の
原
点
が
富
と
人
び
と
の
幸
福
の
関
係
に
あ
り
、
こ
の
時

期
の
幸
福
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
多
分
に
功
利
主
義
の
議
論
に
導
か
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
か
ら
読
み
取
っ
た
要

諦
の
ひ
と
つ
は
、
人
間
の
幸
福
は
快
感
原
則
に
従
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
ベ
ン
サ
ム
へ
と
読
書
を
広
げ
て
い
っ
た
の
は
当
然
の

成
り
行
き
と
い
え
る
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
独
自
の
視
点
は
、
幸
福
の
原
点
で
あ
る
快
楽
が
消
費
に
結
び
つ
く
の
に
対
し
、
生
産
は
む
し

ろ
苦
痛
に
結
び
つ
く
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
生
産
を
中
心
に
経
済
の
仕
組
み
を
考
え
る
こ
と
に
深
い
違
和
感
を

お
ぼ
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

経
済
学
の
ど
の
著
述
家
も
、
目
指
し
て
い
る
の
は
生
産
さ
せ
、
生
産
物
を
た
め
る
こ
と
ば
か
り
で
、
け
っ
し
て
消
費
す
る
こ
と
で

幸
福
と
欲
望
の
経
済
学
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
六
千
フ
ラ
ン
（
柏
木
）
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は
な
い
。
彼
ら
は
幸
福
と
い
う
も
の
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
生
産
を
促
進
す
る
も
の
が
消
費
か
ら
帰
結
す
る
喜
び
で

あ
る
こ
と
を
彼
ら
は
忘
れ
て
い
る
。
セ
ー
は
こ
の
不
備
に
陥
っ
て
い
る
、
二
巻
、
一
七
六
。
こ
れ
ら
諸
氏
を
打
ち
負
か
す
こ
と
。

か
く
し
て
わ
た
し
は
、
自
分
の
テ
ー
マ
を
考
え
る
た
め
の
新
し
い
、
さ
ら
に
は
完
全
に
理
に
か
な
っ
た
や
り
か
た
を
見
つ
け
た
の

だ（
42
）。

セ
ー
の
理
論
の
な
か
で
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
販
路
法
則
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
こ
れ
は

総
供
給
と
総
需
要
は
等
し
い
と
い
う
前
提
に
た
ち
、
供
給
こ
そ
が
需
要
を
生
み
出
す
と
い
う
考
え
で（

43
）、「
セ
ー
の
法
則
」
と
も
い
わ
れ
て

い
る
。
か
り
に
一
時
的
に
需
要
が
不
足
し
て
供
給
過
剰
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
販
路
拡
大
の
努
力
な
ど
に
よ
っ
て
不
均
衡
は
解
消
さ
れ
る

と
し
た
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
自
由
貿
易
や
競
争
、
事
業
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
の
解
除
と
い
っ
た
自
由
主
義
の
原
理
が
主
張

さ
れ
た
。
セ
ー
の
こ
の
理
論
は
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
ら
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が（

44
）、
古
典
派
経
済
学
で
は
長
い
あ

い
だ
中
心
的
な
考
え
か
た
で
あ
っ
た
。
供
給
す
な
わ
ち
生
産
こ
そ
が
経
済
の
基
本
で
あ
り
、
需
要
す
な
わ
ち
消
費
は
従
属
的
な
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
セ
ー
は
、「
年
間
二
〇
億
の
価
値
し
か
生
産
で
き
な
い
よ
う
な
国
家
が
、
毎
年
資
本
か

ら
超
過
分
一
〇
億
を
引
き
出
さ
な
い
か
ぎ
り
、
同
じ
期
間
に
三
〇
億
分
の
も
の
を
買
う
、
あ
る
い
は
消
費
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
製
品

に
販
路
を
開
く
最
良
の
や
り
か
た
は
、
販
路
を
増
や
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
壊
す
こ
と
で
は
な
い
」

（
45
）

と
い
う
。
こ
う
し
て
生
産
を
増
強
し
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
消
費
も
伸
び
て
ゆ
き
、
経
済
活
動
は
刺
激
さ
れ
発
展
す
る
。
消
費
は
原
因
で
は
な
く
結
果
な
の
だ（

46
）。「
生
産
を
促
進

す
る
こ
と
は
新
た
な
販
路
を
広
げ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」

（
47
）。
ベ
ー
ル
が
し
ば
し
ば
参
照
し
て
い
る
の
は
ま
さ
し
く
こ
の
主
張
が
展
開
さ
れ

て
い
る
ペ
ー
ジ
で
、
そ
れ
は
、
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
断
章
に
「
二
巻
、
一
七
六
」
と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。「
も
っ
と
も
生
産
を

促
進
す
る
も
の
が
消
費
か
ら
帰
結
す
る
喜
び
」
と
書
く
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
真
逆
の
主
張
を
こ
こ
で
セ
ー
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
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れ
よ
う
。
幸
福
に
向
き
合
う
た
め
に
は
消
費
に
由
来
す
る
喜
び
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
だ
と
考
え
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
あ
っ
て
、
セ
ー
の

販
路
の
法
則
は
反
論
す
べ
き
格
好
の
対
象
と
映
っ
た
に
ち
が
い
な
い（

48
）。

と
こ
ろ
で
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
生
産
を
経
済
の
中
心
に
位
置
づ
け
な
い
理
由
を
考
え
る
際
、
彼
自
身
の
う
ち
に
あ
る
芸
術
家
的
労
働
観

と
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
的
労
働
倫
理
観
と
が
折
り
合
わ
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
一
般
に
ロ
マ
ン
主
義
時

代
以
降
、
多
く
の
芸
術
家
に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
一
般
労
働
者
の
そ
れ
と
は
根
本
的
に
異
な
る
地
平
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
も
の
を
書
く
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
精
神
の
あ
り
よ
う
が
相
当
に
貴
族
的
で
あ
り
、
一

八
世
紀
的
で
あ
っ
た
の
も
、
自
分
が
文
学
を
や
る
人
間
で
あ
る
と
い
う
自
意
識
と
不
可
分
で
あ
り
、
一
般
労
働
者
と
の
あ
い
だ
に
明
確
な

一
線
を
引
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
芸
術
家
的
特
権
意
識
は
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
が
、
一
九
世
紀
に
入
っ
て
中
産

階
級
の
労
働
者
や
さ
ら
に
下
位
の
労
働
者
階
級
が
前
景
化
し
て
く
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
意
識
は
い
っ
そ
う
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
く
。
た
と

え
ば
ヴ
ィ
ニ
ー
は
『
チ
ャ
ッ
タ
ー
ト
ン
』
の
序
文
で
、
思
想
に
携
わ
る
人
間
を
「
文
人
（
hom
m
e
de
lettres）」「
大
作
家
（
grand

écrivain）」「
詩
人
（
poète）」
の
三
種
に
分
け
、
そ
の
「
詩
人
」
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
彼
が
自
身
の
芸
術
に
お
い
て
何
か

を
な
す
た
め
に
は
何ㅟ

もㅟ

しㅟ

なㅟ

いㅟ

こ
と
が
必
要
な
の
だ
」（
ila
besoin
de
ne
rien
faire,pour
faire
quelque
chose
en
son
art.）。
こ

の
文
章
は
芸
術
家
の
創
造
が
一
般
労
働
者
の
社
会
的
時
間
と
は
別
の
次
元
に
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
ヴ
ィ
ニ
ー
は
続
け

て
、
詩
人
に
と
っ
て
自
身
の
魂
の
な
か
に
ゆ
っ
く
り
と
形
づ
く
ら
れ
て
い
く
調
べ
（
accords）
を
聴
く
た
め
に
は
、
日
々
の
ど
ん
な
有

用
な
こ
と
も
せ
ず
に
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
も
言
う
。
こ
の
調
べ
は
現
実
の
規
則
正
し
い
仕
事
の
雑
音
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
、
か
な

ら
ず
や
掻
き
消
さ
れ
る
か
ら
だ（

49
）。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
ヴ
ィ
ニ
ー
ほ
ど
の
芸
術
家
精
神
を
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
措
く
と
し
て
、
六
千
フ

ラ
ン
の
年
金
に
よ
っ
て
ど
こ
か
ら
も
干
渉
さ
れ
な
い
自
由
で
自
立
し
た
最
低
限
の
世
界
を
築
こ
う
と
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は

同
時
に
近
代
的
な
労
働
条
件
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

幸
福
と
欲
望
の
経
済
学
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
六
千
フ
ラ
ン
（
柏
木
）
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ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
的
（
あ
る
い
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
）
労
働
倫
理
観
や
経
済
至
上
主
義
的
な
価
値
観
は
、
本
来
ス
タ
ン
ダ
ー
ル

の
美
学
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
が
よ
っ
て
立
つ
足
場
は
つ
ね
に
自
由
主
義
陣
営
の
側
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、『
産
業
者

に
対
す
る
新
た
な
陰
謀
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
反
サ
ン
=
シ
モ
ン
主
義
的
立
場
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
が
個
人
の
倫
理

や
審
美
的
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
と
、「
自
由
」
の
名
に
お
い
て
断
固
と
し
て
こ
れ
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
イ
ギ
リ
ス
人
な
ど
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
の
人
び
と
と
フ
ラ
ン
ス
人
の
あ
い
だ
に
は
労
働
適
性
に
お
い
て
か
な
り
の
違

い
が
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
か
な
り
ひ
ろ
く
共
有
さ
れ
て
い
た
。
セ
ー
自
身
、『
経
済
学
概
論
』
の
な
か
で
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
フ
ラ
ン
ス

人
を
比
較
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
美
的
セ
ン
ス
に
か
か
わ
る
美
術
、
建
築
、
絵
画
、
彫
刻
に
お
い
て
は

フ
ラ
ン
ス
人
ほ
ど
首
尾
よ
く
で
き
な
い
が
、
工
芸
美
術
で
有
効
に
使
わ
れ
る
形
、
デ
ッ
サ
ン
、
色
彩
の
選
択
に
お
い
て
は
一
般
に
フ
ラ
ン

ス
人
を
凌
駕
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
フ
ラ
ン
ス
人
よ
り
も
、
獲
得
し
た
知
識
を
生
活
の
必
要
品
に
応
用
す
る
こ
の
産
業
分
野
に
精
通
し
て

い
る
の
だ
」

（
50
）。
イ
ギ
リ
ス
で
生
産
さ
れ
た
製
品
が
他
の
国
の
も
の
よ
り
使
い
や
す
く
、
結
果
と
し
て
よ
く
売
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
イ

ギ
リ
ス
人
の
適
性
が
功
を
奏
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、「
真
に
産
業
が
完
成
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
る
特
定
の
部
分
で
極
度
に
洗
練
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
最
大
多
数
の
人
び
と
の
手
に
届
く
製
品
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
改
良
し
、
安
い

価
格
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
共
有
さ
れ
る
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」

（
51
）。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
は
異
な
る
イ
ギ
リ
ス
人

の
適
性
を
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
に
み
え
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
一
日
の
消
費
を
も
っ
と
も
少
な
く
抑
え
、
多
く
の
品
に
関
し
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
製
造
者
に
な
る
」
の
が
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
で
あ
り（

52
）、
彼
ら
の
商
業
お
よ
び
労
働
の
才
は
産
業
化
さ
れ
て
ゆ
く
世
界
の
近
代
性

そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
消
費
を
極
力
抑
え
、
生
産
に
奉
仕
す
る
労
働
は
、
倹
約
と
勤
勉
を
尊
ぶ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
労
働
観
そ
の
も
の

で
あ
っ
て
、
産
業
革
命
を
い
ち
早
く
実
現
し
た
国
に
ふ
さ
わ
し
い
が
、
快
楽
主
義
的
な
イ
タ
リ
ア
讃
美
者
の
眼
に
は
い
か
に
も
単
調
で
陰

鬱
な
も
の
に
映
っ
て
し
ま
う
。
人
間
の
快
楽
や
幸
福
は
生
産
労
働
の
側
に
あ
る
の
で
は
な
く
消
費
の
側
に
あ
る
の
だ
と
い
う
視
点
に
立
て
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ば
、
産
業
主
義
が
進
行
し
て
い
く
一
九
世
紀
は
、
誠
実
、
勤
勉
、
倹
約
を
理
想
と
す
る
重
々
し
い
労
働
の
軛
に
人
間
を
従
わ
せ
る
時
代
で

あ
り
、
ま
す
ま
す
暗
く
陰
鬱
な
空
気
の
支
配
す
る
環
境
へ
と
馴
化
さ
せ
て
い
く
過
程
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
環
境
の
影
響
も
あ
ろ
う
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
た
び
た
び
工
業
化
の
進
ん
だ
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
条
件
の

悲
惨
さ
を
書
き
記
し
て
い
る
。「
わ
た
し
は
す
ぐ
さ
ま
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
の
一
八
時
間
労
働
の
滑
稽
さ
を
感
じ
た
。
完
全
に
ぼ
ろ
を
ま

と
っ
た
イ
タ
リ
ア
の
貧
者
で
も
ず
っ
と
幸
福
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
」

（
53
）。
こ
こ
で
も
イ
ギ
リ
ス
対
イ
タ
リ
ア
と
い
う
い
つ
も
の
比
較
を
も

ち
だ
し
な
が
ら
、
産
業
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
を
揶
揄
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
は
「
労
働
の
不
幸
な
奴
隷
」
で
あ
る
と
い
う
記
述
も
あ
る（

54
）。「
週

に
一
二
時
間
も
し
く
は
一
五
時
間
の
労
働
が
な
い
と
幸
せ
に
な
る
の
は
難
し
い
」
が
、「
日
に
六
時
間
以
上
の
労
働
は
幸
福
を
縮
減
さ
せ

る
」

（
55
）

と
考
え
て
い
た
彼
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
環
境
は
到
底
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
も
ス
タ
ン
ダ
ー
ル

の
セ
ー
批
判
は
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。「
生
産
」
を
も
っ
て
経
済
を
み
る
思
想
の
弊
害
を
直
感
的
に
嗅
ぎ
取
っ
た
の
で
あ
る
。
生
産
中
心

の
経
済
学
は
、
富
を
生
み
だ
す
理
論
に
は
な
る
が
、
人
び
と
を
奴
隷
の
よ
う
な
労
働
に
縛
り
つ
け
、
本
来
の
喜
び
や
幸
福
を
遠
ざ
け
て
し

ま
う
。
ク
ル
ー
ゼ
も
言
う
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
経
済
活
動
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
人
間
か
ら
自
由
を
奪
う
も
の
で
し
か
な
い（

56
）―
―
こ
の
イ
タ

リ
ア
讃
美
者
は
そ
う
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
経
済
学
の
研
究
を
放
棄
し
た
と
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
「
生
産
」
と
い
う
一
点
に
重
き
を
置
こ
う
と
す
る
古
典
派
経
済

学
の
理
論
が
ど
う
し
て
も
肌
に
合
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
産
業
革
命
を
へ
て
ま
す
ま
す
工
業
化
し
て
い
く
こ
の
時
代
、
資
本
主
義
経

済
の
発
達
と
と
も
に
個
人
の
経
済
的
才
覚
に
よ
っ
て
の
し
あ
が
ろ
う
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神
が
一
般
化
し
て
い
く
な
か
、
ス
タ
ン
ダ
ー

ル
の
「
適
度
な
」
年
金
へ
の
執
着
や
現
実
と
は
か
な
り
隔
た
っ
た
労
働
観
は
、
や
や
古
い
、
い
く
ぶ
ん
貴
族
的
で
折
衷
的
な
価
値
観
を
帯

び
た
も
の
に
み
え
る
。
小
説
の
主
人
公
た
ち
か
ら
（
お
そ
ら
く
意
識
的
に
で
は
な
く
）
金
銭
の
臭
い
を
消
し
て
し
ま
っ
た
の
も
、
こ
う
し

た
価
値
観
が
影
を
お
と
し
た
結
果
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

幸
福
と
欲
望
の
経
済
学
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
六
千
フ
ラ
ン
（
柏
木
）
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（
五
）
欲
望
の
経
済
学
～
む
す
び
に
代
え
て
～

と
こ
ろ
で
、
も
と
も
と
フ
ラ
ン
ス
の
産
業
は
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
産
業
に
特
化
し
た
手
工
業
生
産
を
中
心
と
し
て
お
り
、
近
代
的
な
工
業

生
産
に
転
化
し
に
く
い
性
質
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
さ
き
に
触
れ
た
セ
ー
の
フ
ラ
ン
ス
人
と
イ
ギ
リ
ス
人
の
適
性
の
違
い
と
も
関

係
し
て
い
る
。
や
や
巨
視
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
産
業
は
宮
廷
お
よ
び
貴
族
階
級
で
必
要
と
さ
れ
る
装
飾
品
や
贅
沢
品
の
製

造
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
が
大
き
く
、「
最
大
多
数
の
人
び
と
の
手
に
届
く
」
日
用
品
の
生
産
と
は
方
向
性
が
異
な
る
。
今

日
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
え
ば
オ
ー
ト
・
ク
チ
ュ
ー
ル
や
香
水
、
宝
飾
品
、
金
銀
食
器
、
ブ
ラ
ン
ド
性
の
高
い
食
材
や
格
付
け
さ
れ
た
シ
ャ

ト
ー
・
ワ
イ
ン
な
ど
、
つ
ね
に
「
贅
沢
」
や
「
奢
侈
」
と
い
う
言
葉
が
ま
と
わ
り
つ
く
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
人
間
の
消
費
は
、
一
般
的
な

必
需
品
か
ら
の
み
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
い
う
衒
示
的
欲
望
に
動
か
さ
れ
て
消
費
す
る
製
品
も
あ
る
。
フ
ラ

ン
ス
の
産
業
は
伝
統
的
に
後
者
に
依
拠
し
て
い
た
部
分
が
大
き
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
生
き
て
い
た
一
九
世
紀
の
前
半

は
、
産
業
革
命
を
経
験
し
て
以
降
、
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
型
の
手
工
業
が
し
だ
い
に
近
代
的
工
業
生
産
へ
と
変
化
し
は
じ
め
た
時
期
で
あ

り
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
も
こ
の
よ
う
な
変
化
を
敏
感
に
察
知
し
て
い
た
。
一
八
三
九
年
刊
行
の
小
説
『
ベ
ア
ト
リ
ッ
ク
ス
』
の
冒
頭
に
は
、

「［
…
…
］
こ
こ
三
〇
年
来
、
こ
う
し
た
古
い
時
代
の
肖
像
は
消
え
は
じ
め
、
珍
し
く
な
っ
て
い
る
。
昨
今
の
産
業
は
大
衆
の
た
め
に
働
い

て
い
る
か
ら
、
仕
事
が
消
費
者
に
も
職
人
に
も
等
し
く
個
人
的
で
あ
っ
た
旧
い
芸
術
の
創
造
物
を
い
ま
や
破
壊
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
わ

れ
わ
れ
に
は
製ㅟ

品ㅟ

は
あ
る
が
、
も
は
や
作ㅟ

品ㅟ

は
な
い
の
だ
」

（
57
）

と
い
う
文
章
も
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
人
間
の
臭
い
の
す

る
産
業
形
態
を
求
め
る
運
動
が
こ
の
あ
と
も
な
お
残
り
、
卓
越
し
た
製
品
と
大
量
生
産
に
よ
る
製
品
の
あ
い
だ
の
適
切
な
関
係
を
ず
っ
と

追
い
求
め
る
動
き
が
消
え
去
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
に
く
ら
べ
て
、
奢
侈
の
市
場
形
成
力
に
頼
る
部
分
が

大
き
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
産
業
と
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
を
考
え
合
わ
せ
る
と
き
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
資
本
主
義
発
達
論
を
想

起
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
周
知
の
と
お
り
、
こ
れ
は
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
と
対
比
さ
せ
て
よ
く
引
か
れ
る
論
だ
が
、

「
生
産
史
観
に
対
し
て
消
費
史
観
な
い
し
流
通
史
観
、
あ
る
い
は
禁
欲
・
節
倹
史
観
に
対
し
て
欲
望
史
観
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き

る（
58
）。
周
知
の
と
お
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
宗
教
改
革
以
降
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
禁
欲
、
倹
約
、
勤
労
の
倫
理
か
ら
ど
の
よ
う
に
近
代
資
本

主
義
の
精
神
が
誕
生
し
た
か
を
問
い
、
資
本
蓄
積
の
過
程
を
追
っ
た
の
に
対
し
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
は
む
し
ろ
奢
侈
・
贅
沢
こ
そ
が
近
代
資
本

主
義
を
誕
生
さ
せ
る
う
え
で
大
き
な
役
割
を
果
し
た
と
主
張
す
る（

59
）。
ま
た
女
性
の
重
要
性
に
注
目
し
た
点
も
特
徴
的
だ
。
サ
ロ
ン
な
ど
に

出
入
り
す
る
流
行
に
敏
感
で
洗
練
さ
れ
た
女
性
と
の
ま
じ
わ
り
は
、
い
っ
そ
う
洗
練
度
の
高
い
流
行
を
生
じ
せ
し
め
る
。
こ
の
よ
う
な
女

性
と
の
恋
愛
は
贅
沢
な
服
飾
や
装
飾
品
へ
の
嗜
好
を
強
化
し
、
上
層
階
級
が
こ
の
時
代
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
エ
レ
ガ
ン
ス
や
洗

練
、
上
品
さ
と
い
っ
た
価
値
が
消
費
へ
の
欲
望
を
強
く
刺
激
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
結
果
と
し
て
経
済
を
動
か
す
原
動
力
に
な
っ

て
、
奢
侈
が
経
済
を
推
進
し
活
性
化
す
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
「
奢
侈
の
市
場
形
成
力
」

（
60
）

を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

後
世
の
社
会
学
者
や
経
済
学
者
の
理
論
に
当
て
は
め
て
も
あ
ま
り
意
味
は
な
い
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
立
ち
位
置
は
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
考

え
に
近
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
主
張
は
王
侯
・
貴
族
階
級
の
存
在
が
前
提
で
あ
り
、
人
間
の
快
楽
原
則
に
立
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
消
費
と
快
楽
に
目
を
向
け
よ
う
と
す
る
小
説
家
に
は
生
産
を
ベ
ー
ス
に
し
た
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
資

本
主
義
的
思
考
は
な
じ
ま
な
か
っ
た
。
経
済
史
的
に
み
れ
ば
、
産
業
革
命
後
の
工
業
化
の
前
段
階
と
さ
れ
る
プ
ロ
ト
工
業
体
制

（
systèm
e
proto‒industriel）

（
61
）

の
位
置
に
留
ま
り
続
け
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
か
ら
す
れ
ば
や
や
古
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
人
間
の
欲
望
と
幸
福
を
真
摯

に
眺
め
て
い
た
証
左
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

幸
福
と
欲
望
の
経
済
学
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
六
千
フ
ラ
ン
（
柏
木
）
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註（
⚑
）H

onoré
de
Bal zac, «

Études
sur
M
. Beyl e

»,i n
Stendhal, Œ

uvres
rom
anesques

com
pl èt es

III, Galli m
ard, coll. «

Bi bli othèque
de
l a

Pl éi ade
», 2014, pp. 653-654.

（
⚒
）
ふ
た
り
の
小
説
家
の
体
質
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア
～
経
済
の
思
想
、
ロ
マ
ン
主
義
、
作
家
で
あ
る
こ
と
～
』

関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
七
年
、
二
九
九
～
三
〇
九
頁
で
も
論
じ
た
。

（
⚓
）
六
千
フ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
ミ
シ
ェ
ル
・
ク
ル
ー
ゼ
も
論
じ
て
お
り
、
示
唆
を
得
た
。M

i chel Crouzet, St endhal etl edésenchant em
ent du

m
onde.

St endhal etl’ A
m
éri que

II, Cl assi ques
Garni er, 2011, pp. 510-517.

（
⚔
）Lettre

à
Pauli ne

Beyl e
du
8
nov. 1806,i n

Correspondance
I, Galli m

ard, coll. «
Bi bli othèque

de
l a
Pl éi ade

», 1968, pp. 331-332.

（
⚕
）V

i e
de
H
enry

Brul ard,i n
Œ
uvresi nti m

esII, Galli m
ard, coll. «

Bi bli othèque
de
l a
Pl éi ade

», 1982, p. 569.

（
⚖
）«

N
oti ces

autobi ographi ques
»,i n

Œ
uvresi nti m

esII, p. 969.

（
⚗
）Ibi d., p. 974

etp. 979.

（
⚘
）Lettre

à
M
areste

du
17
j anv. 1831,i n

Correspondance
II, Galli m

ard, coll. «
Bi bli othèque

de
l a
Pl éi ade

», 1967, p. 215.

（
⚙
）V

i e
de
H
enry

Brul ard, p. 948.

べ
つ
の
箇
所
で
「
最
高
の
幸
福
は
、
百
ル
イ
の
年
金
を
も
ら
っ
て
パ
リ
で
本
を
書
く
こ
と
だ
っ
た
」
と
も
言
っ
て
い

る
（i bi d., p. 859

）。

（
10
）Ibi d., p. 948.

（
11
）Ibi d., p. 859.

（
12
）Ibi d., p. 948.

「
ド
［
ミ
ニ
ッ
ク
］
は
七
千
フ
ラ
ン
で
大
い
に
安
楽
だ
」
と
い
う
日
記
の
記
述
も
あ
る
（
Journal,Œ
uvresintim
esII,p.104）。

（
13
）Pari s‒Londres, Stock, 1997, p. 328.

（
14
）Les

Pri vil èges,i n
Œ
uvres

i nti m
es
II, p. 982.

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
を
読
み
解
く
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
文
章
と
位
置
づ
け
る
研
究
者
も
多
い
な
か
、

筆
者
は
小
説
家
の
一
時
の
慰
み
に
す
ぎ
ず
、
あ
ま
り
過
剰
に
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
ひ
と
り
だ
が
、
そ
れ
で
も
金
銭
に
関
わ
る
記
述
は
見

過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
15
）Ibi d., p. 984.

（
16
）Ibi d., p. 984.

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
二
巻
第
三
号
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（
17
）Ibi d., p. 988.

（
18
）Journallitt érai re

III,i n
Œ
uvrescom

pl èt es, Cercl e
du
Bi bli ophil e, 1967-1974, t. X

X
X
V
, p. 361.

（
19
）Journal (11

f évri er
1805),i n

Œ
uvresi nti m

esI, Galli m
ard, coll. «

Bi bli othèque
de
l a
Pl éi ade

», 1981, p. 212.

（
20
）Ibi d., p. 212.

（
21
）V

i e
de
H
enry

Brul ard, p. 921.

芸
術
家
的
感
性
が
刺
激
さ
れ
る
と
金
銭
的
想
念
は
消
失
す
る
と
い
う
感
受
性
は
『
ロ
ー
マ
、
ナ
ポ
リ
、
フ
ェ
レ
ン

ツ
ェ
』
で
も
語
ら
れ
て
お
り
、
ミ
ラ
ノ
で
の
記
述
で
は
、「［
…
］
ド
ゥ
オ
ー
モ
と
版
画
を
み
た
こ
と
で
、
わ
た
し
は
美
に
い
っ
そ
う
感
じ
や
す
く
な
り
、

金
銭
的
利
益
や
夢
を
破
る
悲
し
い
ど
ん
な
想
念
に
も
い
っ
そ
う
鈍
感
に
な
っ
た
。
こ
ん
な
生
活
す
れ
ば
二
百
ル
イ
の
年
金
で
す
ぐ
に
で
も
幸
福
に
な
れ
る

こ
と
は
確
か
だ
。」（R

om
e, N
apl es, Fl orence

( 1826),i n
V
oyagesen

It ali e, Galli m
ard, coll. «

Bi bli othèque
de
l a
Pl éi ade

», 1973, p. 352.

）

（
22
）M

. Crouzet, op. cit., p. 512.

（
23
）H

. de
Bal zac, «

Étude
sur
M
. Beyl e

», op. cit., p. 642.

（
24
）
こ
の
人
物
に
つ
い
て
細
か
く
検
討
し
た
研
究
に
、
井
出
勉
「『
パ
ル
ム
の
僧
院
』
に
お
け
る
《
ア
ウ
ト
ロ
ー
》
フ
ェ
ラ
ン
テ
・
パ
ラ
」（『
名
古
屋
造
形
大

学
紀
要
』
第
二
三
号
、
二
〇
一
七
年
、
八
一
～
九
〇
頁
）
が
あ
る
。

（
25
）La

Chart reuse
de
Parm

e,i n
Œ
uvresrom

anesquescom
pl èt esIII, op. cit., p. 471.

（
26
）V

i e
de
H
enry

Brul ard, p. 778.

（
27
）T

zvetan
T
odorov, N

ousetl esaut res. La
réfl exi on

f rançai se
sur
l a
di versit é

hum
ai ne, Seuil, 1989, p. 356.

ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
『
わ

れ
わ
れ
と
他
者

フ
ラ
ン
ス
思
想
に
お
け
る
他
者
像
』
小
野
潮
、
江
口
修
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
一
年
、
四
一
六
～
四
一
七
頁
参
照
。

（
28
）Françoi s

V
anoosthuyse, Le

M
om
ent St endhal, Cl assi ques

Garni er, 2017, p. 203.

（
29
）Ibi d., p. 204.

（
30
）Ibi d., p. 205.

（
31
）V

i e
de
H
enry

Brul ard, p. 686.

（
32
）Ibi d., p. 687.

（
33
）Ibi d., p. 622.

（
34
）
民
衆
、
あ
る
い
は
民
衆
側
に
立
つ
英
雄
的
存
在
が
創
造
的
に
純
化
さ
れ
、
小
説
的
に
理
想
化
さ
れ
る
過
程
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
カ
ル
ト
ゥ
ー
シ
ュ

幸
福
と
欲
望
の
経
済
学
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
六
千
フ
ラ
ン
（
柏
木
）
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や
マ
ン
ド
ラ
ン
な
ど
の
半
ば
神
話
化
さ
れ
た
義
賊
の
伝
統
も
関
係
し
て
い
る
。
井
出
勉
、
前
掲
論
文
、
八
五
～
八
六
頁
。

（
35
）V

i e
de
H
enry

Brul ard, p. 810.
（
36
）Correspondance

I, p. 921.

（
37
）V

i ctor
D
el Li tto, La

vi e
i nt ell ect uell e

de
St endhal. G

enèse
et évol uti on

de
sesi dées( 1802-1821), PU

F, 1962, p. 390.

も
っ
と
も
デ
ル
・

リ
ッ
ト
は
そ
の
後
、
い
く
ぶ
ん
こ
の
主
張
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
つ
け
て
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
お
け
る
経
済
思
想
の
重
要
性
を
見
直
し
て
い
る
。Cf. V

. D
el

Li tto, «
D
e
l’ étude

de
l’ économ

i e
poli ti que

à
l a
querell e

de
l’i ndustri ali sm

e. N
otes

i nédi tes
», St endhal

Cl ub, no
61, Édi ti ons

du
Grand‒Chêne, 1975. p. 3.

（
38
）Journal, 19

m
ars
1805, p. 310. Lettre

à
Pauli ne

du
19
m
ars1805, Correspondance

I, p. 187.

（
39
）
ク
ロ
ゼ
は
一
八
〇
六
年
か
ら
同
県
の
土
木
局
に
赴
任
し
て
お
り
、
水
運
、
と
く
に
プ
ラ
ン
シ
ー
の
閘
門
の
建
設
を
担
当
し
て
い
た
。

（
40
）Journal, août‒sept. 1810, p. 625.

（
41
）M

él angesI. Politi que, H
i st oi re, É

conom
i e
politi que,i n

Œ
uvrescom

pl èt es, Cercl e
du
Bi bli ophil e, 1967-1974, t. X

LV
, pp. 111-138.

（
42
）Ibi d., p. 123.

生
産
を
中
心
に
据
え
る
の
は
こ
の
あ
と
も
長
く
経
済
学
の
中
心
と
な
る
。「
そ
れ
ま
で
の
経
済
史
研
究
の
焦
点
は
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で

「
生
産
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
経
済
史
家
の
関
心
は
、
資
本
形
成
や
経
済
成
長
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
も
た
ら
す
技
術
革
新
や
技
術
移
転
、
総

じ
て
成
長
論
や
産
業
構
造
の
分
析
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
的
な
視
点
も
、
個
々
の
産
業
や
企
業
の
経
営
的
な
歴
史
も
、
す
べ
て
モ
ノ
を
作
る
と
い
う
一
点
に
焦

点
を
あ
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。」
草
光
俊
雄
、
眞
嶋
史
叙
監
修
『
欲
望
と
消
費
の
系
譜
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
三
頁
。

（
43
）Jean‒Bapti ste

Say, T
rait é

d’ économ
i e
politi que, Crapel et, 1803, t. I, ch. 15.

（
44
）
い
わ
ゆ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
「
有
効
需
要
の
原
理
」（『
雇
用
・
利
子
お
よ
び
貨
幣
の
一
般
理
論
』）
は
、
国
民
所
得
は
経
済
全
体
の
総
需
要
（
有
効
需
要
）
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
と
説
く
も
の
で
、
供
給
が
需
要
を
生
む
と
し
た
セ
ー
と
は
逆
の
考
え
で
あ
る
。

（
45
）J. -B. Say, op. cit., t. II, p. 176.

（
46
）Ibi d., p. 175.

（
47
）Ibi d., p. 177.

（
48
）
最
近
に
な
っ
て
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
経
済
思
想
を
功
利
主
義
と
の
関
係
と
あ
わ
せ
て
包
括
的
に
論
じ
る
研
究
が
い
く
つ
か
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
最
初
に
網
羅
的
に
論
じ
た
の
が
ミ
シ
ェ
ル
・
ク
ル
ー
ゼ
で
（
Stendhaletledésenchantem
entdu
m
onde,op.cit.）、
さ
ら
に
古
典
派
経
済
学
、

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
二
巻
第
三
号
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と
く
に
セ
ー
と
の
関
係
を
深
く
議
論
し
て
い
る
の
が
ク
リ
ス
ト
フ
・
レ
フ
ェ
で
あ
る
（Chri stophe

Reff ai t, Les
Loi s

de
l’ économ

i e
sel on

l es
rom
anci ersdu

X
IX
e
si ècl e, Cl assi ques

Garni er, 2020

）。
こ
こ
で
の
記
述
も
レ
フ
ェ
に
か
な
り
の
部
分
依
拠
し
て
い
る
。
と
く
にpp. 270-273.

（
49
）A

lf red
de
V
i gny, Chatt ert on, «

D
erni ère

nui tde
travail du

29
au
30
j ui n
1834

»,i n
Œ
uvres

com
pl èt es, T

héât re
II, texte

établi par
Fernand

Bal densperger, Conard, 1927, p. 235.

（
50
）J. -B. Say, op. cit., t. I, p. 133.

（
51
）Ibi d., p. 138.

（
52
）M

él angesI. Politi que, H
i st oi re, É

conom
i e
politi que, op. cit., p. 295.

（
53
）Souveni rsd’ É

goti sm
e,i n

Œ
uvresi nti m

esII, p. 482.

（
54
）Cf. V

. D
el Li tto, E

n
m
arge

desm
anuscrit sde

St endhal. Com
pl ém

ent setf ragm
ent si nédit s1803-1820, PU

F, 1955, p. 295.

（
55
）M

él angesI. Politi que, H
i st oi re, É

conom
i e
politi que, op. cit., p. 296.

（
56
）M

. Crouzet, op. cit., p. 357.

（
57
）H

. de
Bal zac, Béat ri x,i n

La
Com

édi e
hum

ai ne
II, Galli m

ard, coll. «
Bi bli othèque

de
l a
Pl éi ade

», 1976, p. 638.

（
58
）
内
田
日
出
海
「
訳
者
ま
え
が
き
」、
ル
イ
・
ベ
ル
ジ
ュ
ロ
ン
『
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ク
ジ
ュ
ア
リ
ー
産
業

ロ
マ
ネ
・
コ
ン
テ
ィ
か
ら
ル
イ
・
ヴ
ィ
ト
ン
ま
で
』

文
眞
堂
、
二
〇
一
七
年
、
ⅲ
頁
。

（
59
）
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ゾ
ン
バ
ル
ト
『
恋
愛
と
贅
沢
と
資
本
主
義
』（
金
森
誠
也
訳
）、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
。
と
く
に
第
五
章
「
奢
侈
か
ら
の
資

本
主
義
の
誕
生
」
参
照
。

（
60
）
内
田
日
出
海
、
前
掲
「
訳
者
ま
え
が
き
」、
ⅳ
頁
。

（
61
）Loui s

Bergeron, Lesi ndust ri esdu
l uxe

en
France, O

dil e
Jacob, 1998, p. 9.

幸
福
と
欲
望
の
経
済
学
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
六
千
フ
ラ
ン
（
柏
木
）

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第72巻第⚓号／
柏木 治 最終⚓校／通し
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