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l
e
a
r
n
i
n
g
)
 

ー

T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 
(
澤
村
）

ヴ
ェ
ブ
レ
ン
は
、

ー

ー

教

育

痙

演

學

研

究

の

本
論
集
第
七
巻
第
三
号
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
は
R
e
s
e
a
r
c
h
L
o
a
d
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
極
め
て
問
題
論
的
に
取
あ
っ
か
っ
た
が
、
そ
の
節

も
の
べ
た
如
く
、
そ
れ
は
「
T
e
a
c
h
i
n
g
L
o
a
d
の
教
育
経
済
学
的
分
析
」
の
一
環
と
し
て
、
問
題
の
所
在
を
若
干
指
摘
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
い
ま
こ
こ
に
『
T
e
a
c
h
i
n
g
L
o
a
d
の
教
育
経
済
学
的
分
析
』
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
己
然
と
し
て
大
部
で
あ
り
、
か
な
り
な
斧

鍼
を
加
え
て
も
な
お
相
当
な
量
に
の
匠
り
、
や
む
な
く
『
そ
の
教
育
・
経
済
社
会
学
的
展
相
』
を
第
一
部
分
と
し
、
つ
い
で
教
育
経
済
学
的
分

析
部
分
を
第
二
と
し
て
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
以
前
に
も
の
ぺ
た
如
く
、
こ
れ
ら
は
わ
た
く
し
が
発
表
中
の
『
教
育
費
用

分
析
の
展
開
過
程
』
に
対
し
、
い
ず
れ
も
そ
の
横
糸
た
る
役
目
を
は
た
さ
し
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
の
教
育
・
経
済
社
会
学
的
展
相
・
・
・
・
・

(

1

)

 

「
大
学
一
般
に
関
係
す
る
『
精
神
内
資
本
』

(
i
m
m
a
t
e
r
i
a
l
capital)

の
集
合
体
」
と
、

を
「
精
神
的
資
本
」
だ
と
い
つ
て
い
る
が
、

こ
の
考
え
は
同
じ
く
一
九
五
三
年
三
月
二
十
四
日
の
ア
メ
リ
カ
綜
合
大
学
協

齢

ー

T
e
a
c
h
i
n
g
 
L
o
a
d
 (I
)

 

澤

村

「
大
学
の
学
問
」

(
h
i
g
h
e
r

，榮

治
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会
声
明

(
A
S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
b
y
 A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
i
e
s
)

た
る
『
大
学
及
び
大
学
教
授
の
権
利
と
責
任
』
(
^
'
T
h
e
~
i
g
h
t
s

a
n
d
 
Responsibilities 
o
f
 
Universities 
a
n
d
 T
h
e
i
r
 Faculties")

の
中
中
に
ぇ
p太
3

こ
ら
わ
れ
、
ナ
ジ
ャ
は
4
ャ
七
ン
「

î
学
す
け
i
4
し七い
4
ャ
ゎ
い
の
江
d
4
H
に
ぶ
1

(

2

)

 

須
な
知
的
資
本

(intellectual
capital)

を
供
給
し
て
来
た
」
、
と
い
い
、
さ
ら
に
、

(scholars)

と
し
て
と
、
ま
た
教
師

(teachers)

と
し
て
と
、
と
も
に
、

(

3

)

 

）
が
必
要
で
あ
る
」
、
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、

a
n
d
 their
甘
dividual
c
o
m
p
e
t
e
n
c
e
 
to 
p
u
r
s
u
e
 
it 
a
n
d
 c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
 it 
to 
o
t
h
e
r
s
 

ま
た
カ
ゥ
リ
ィ
も
、

「
大
学
は
こ
の
国
の
大
多
数
の
高
等
教
育
を
う
け
た
人
的
資
源
と
豊
富
な
知
識
力
と
を
生
産

(
p
r
o
d
u
c
e
)

す
る
有

(

4

)

 

力
な
発
電
所
で
あ
る
」
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
知
識
の
探
求
」
を
さ
5
0
P'TJ

に
発
す
る
そ
の
ギ
リ
シ
ア
的
原
本
性
を
脱
皮
し
て
社
会
的
客
体
化
し
、

(

5

)

 

（
形
成
）
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力

(
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
 force 
o
f
 
o
u
r
 
society)
」
と
す
る
見
方
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
そ
の
産
業
資
本
主

義
的
経
済
社
会
機
構
に
も
と
ず
く
教
育
社
会
学
的
展
相

(setting.

こ
れ
は
単
な
る

b
a
c
k
g
r
o
u
n
d

で
は
な
い
。
主
体
的
行
為
面
に
よ
っ
て
生

産
さ
れ
な
が
ら
、
歴
史
的
客
体
面
に
媒
介
せ
ら
れ
て
、

、、

け
る
。
適
訳
な
き
た
め
一
応
展
相
と
い
う
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
舞
台
装
置
一
切
を
も
ふ
く
む
も
の
に
ち
か
い
。
）
に
お
い
て
成
サ
立
し
え
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
も
と
教
育
学
的
に
は
「
社
会
的
創
造
主
義
」
の
傾
向
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
経
済
的
側
面
に
転
ず
る
時
に
、

教
育
」
も
「
研
究
」
も
そ
の
客
体
的
状
相

(
p
h
a
s
e
)

を
把
握
し
て
、
ひ
と
つ
の
生
産
過
程

(
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
process)

と
か
、
ま
た
生
産

物

(
p
r
o
d
u
c
t
s
)

と
か
、

と
し
て
と
り
あ
つ
か
う
傾
向
の
生
ず
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ォ
タ
ァ
ス
会
社
名
誉
会
長

A
.
p
．
ス
ロ
ォ
ン

行
為
的
に
は
む
し
ろ
両
者
を
生
産
す
る
動
的
媒
介
を
、

(
A
l
f
r
e
d
 
P
.
 
S
l
o
a
n
)

が、

に
そ
れ
を
伝
達
す
る
そ
の
個
人
的
な
技
悟
と
を
資
本
化
す
る
こ
と

T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
澤
村
）

「
教
育
産
業

(educational
i
n
d
~
s
t
r
y
)

ー
ー
ヽ
私
は
そ
れ
を

ゼ
ネ
ラ
ル
・
モ

ー

「
大
学
教
授
が
効
果
を
発
揮
す
る
に
は
、

そ
の
知
識
へ
の
個
人
的
な
情
熱
と
、
知
識
を
探
求
し
、
他
人

(
t
h
e
 
capitalizing 
of 
their 
individual 
p
a
s
s
i
o
n
 
for 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 

大
学
を
「
社
会

わ
た
く
し
は
特
に

setting

と
名
付

そ
の
極
端
な
例
は
、

学
者
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T
塁
c
h
i
n
g
L
o
a
d
 (
瀬
村
）

頃
か
ら
の
考
え
方
で
、
「
大
学
教
授
の
商
業
化

(comn:iercialization
of 
t
h
e
 a
c
a
d
e
m
i
c
 
staff)

の
継
続
は
な
お
も
進
展
し
て
い
る
よ
う

(
1
0
)
 

に
み
え
る
」
、
と
ヴ
ェ
プ
レ
ン
が
指
摘
し
た
の
も
す
で
に
一
九
一
八
年
で
あ
っ
た
。
勿
論
こ
の
考
え
方
に
対
し
、
イ
リ
ノ
イ
大
学
長
G

ス
ト
ッ
ダ
ァ
ド

(
G
e
o
r
g
e
D. S
t
o
d
d
a
r
d
)

は
『
教
育
は
商
品
な
り
や
？
』
（
＾
＾
Is 
E
d
u
c
a
t
i
o
n
 a
 C
o
m
m
o
d
i
t
y
?
"
)

の
一
文
を
草
し
、

(

1

1

)

 

「
教
育
は
言
葉
の
普
通
の
意
味
で
の
商
品
で
は
な
い
」
、
と
い
い
乍
ら
、

ィ
ス
を
う
け
た
、
す
る
と
あ
な
た
の
側
に
若
千
の
掛
り
あ
い

(
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
)

(
1
2
)
 

で
売
買
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
」
、
と
い
う
一
般
常
識
か
ら
論
を
進
め
、
「
通
常
教
育
(t
怠
c
h
i
n
g
)
は
相
互
の
義
務
(
m
u
t
u
a
l
obligation) 

で
あ
る
。
少
く
と
も
ふ
た
り
の
人
び
と
の
掛
り
あ
い
を
勘
定
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ィ
の
余
剰

(surplus)

を
も
っ
て
い
る
。
あ
る
条
件
の
下
で
彼
は
、
他
人
の
心
に
あ
る
効
果
を
生
産
す
る
よ
う
よ
ろ

ハ
リ
ス
の
見
解
を
種
々
論
評
し
つ
つ
、

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
サ
ァ
ヴ
ィ
ス
は
き
ま
っ
た
値
段

D
 

さ
ら
に
上
述
の
考
え
は
、

が
、
最
近
で
は
「
教
育
産
業
」

(
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
 
i
n
d
u
s
t
r
y
)
 

「
あ
な
た
が
サ
ァ
ヴ

と
い
わ
れ
る
に
至
っ
た
が
、

(

6

)

 

産
業

(industry)

と
い
つ
て
も
よ
け
れ
ば
ー
ー
＇
」
と
、

一
九
五
六
年
の
^

Ĉ
6
U
e
g
e
 a
n
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Business"
誌
四
月
号
で
い

っ
て
い
る
が
ご
と
き
で
あ
る
。
な
お
従
来
ア
メ
リ
カ
で
は
大
学
経
営
が
「
教
育
企
業
」
．
（
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
enterprise)

と
い
わ
れ
た
も
の

e
c
o
n
o
 B
 ic 
p
h
a
s
e
)

面
に
お
け
る
変
貌
は
、
ま
さ
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。

そ
の
教
育
社
会
学
的
展
相
の
経
済
的
状
相
（

「
私
の
講
義
は
商
品

(
c
o
m
m
o
d
i
t
y
)

で
あ
る
。
私
は
こ
の
商
品
を
売
る
の
に
た
い
し
て
、
大
学
か
ら
給
与

と
い
う
形
で
報
酬
を
得
て
い
る
。
君
た
ち
は
私
の
商
品
を
買
い
に
き
て
い
る
の
だ
。
安
い
と
思
っ
た
ら
買
い
た
ま
え
。
高
い
と
思
っ
た

(

7

)

 

ら
他
の
商
品
を
買
い
た
ま
え
」
と
、
そ
の
開
講
に
あ
た
つ
て
の
べ
る
ハ
ァ
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の

S
.
E
・
ハ
リ
ス
教
授
の
、
教
育
経
済
学

(

8

)

 

的
見
解
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
か
か
る
大
学
教
育
商
品
論
は
、
「
ア
メ
リ
カ
の
大
学
教
育
は
生
命
保
険
や
特
許
医
薬
と
何
ら
か

(

9

)

 

一
肪
相
通
ず
る
方
法
で
売
ら
れ
る
商
品
で
あ
る
」
、
と
『
カ
ァ
ネ
ギ
ィ
財
団
報
告
』
で
指
摘
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
す
で
に
一
九
一

0
年

（
そ
も
そ
も
）

教
師
と
は

．
．
．
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お
い
て
若
千
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し、

T
g
 
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
漉
村
）

こ
ん
で
そ
の
余
剰
を
そ
そ
ぎ
こ
む
の
で
あ
る
か
ら
、
支
払
を
う
け
る

「
生
へ
の
接
近
」

「
ひ
と
り
の
人
（
の
意
見
）
を
く
つ
が
え
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
こ
と
を
み
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

1

4

)

 

こ
れ
ら
は
、
わ
た
く
し
が
『
教
育
の
様
式
』
で
の
べ
た
如
く
、

ら
に
産
業
資
本
主
義
播
頭
に
と
も
な
う
実
証
主
義
の
洗
礼
を
う
け
、

、、

ら
も
、
教
育
社
会
学
的
展
相
の
経
済
的
状
相
変
貌
に
震
動
さ
れ
て
、

骨
に
呈
示
し
来
つ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
教
育
学
的
歪
形
は
、

(
L
e
b
e
n
s
n
a
h
e
)
 

「
生
へ
の
接
近
」
の
、

紋
し
て
「
接
近
（
す
る
）
」
（
niihe↓
n
a
h
e
r
n
)

と
い
う
教
育
技
術
性
の
方
向
を
軽
視
し
た
た
め
で
あ
る
こ
と
は
、

さ
ら

の
教
育
様
式
を
底
流
と
し
、

(practical) 

一
方
に
お
い
て
教
育
の
理
想
主
義
的
側
面
へ
の
近
接
を
望
み
な
が

・

(
1
5
)

ヴ
ェ
プ
レ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
実
利
的
」

「生」

さ
て
さ
き
の
「
商
品
観
」
は
、
大
学
教
育
を
学
生
に
伝
達
す
る

(
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
)

面
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
を
教
育
生

産
面
に
お
い
て
ー
ー
ご
く
そ
の
一
部
だ
け
で
は
あ
る
が
ー
—
問
題
と
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
ヴ
ェ
プ
レ
ン
で
あ
っ
て
、
彼
は
、

+，
9
"ヽ
イ

位
階

(
n
o
m
i
n
a
l
r
a
n
k
)

の
昇
進
は
（
俸
給
の
昇
進
に
く
ら
べ
て
）
は
る
か
に
コ
ス
ト
の
か
か
ら
な
い
商
品

(
l
gs
 costly 
c
o
m
m
o
d
i
t
y
)
 

(
1
7
)
 

で
あ
る
」
、
と
い
い
、
教
育
職
員
の
労
佑
量
の
商
品
性
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
さ
ら
に
、
ヴ
ェ
プ
レ
ン
の
分
析
し
た
大
学
経
営

に
お
け
る
実
業
的
見
解
は
、
か
つ
て
中
世
大
学
に
発
祥
す
る
ギ
ル
ド
的
「
親
方
1
1

徒
弟
」
制
度
と
キ
リ
ス
ト
教
教
会
の
因
習
と
に
も
と

ず

v
T
u
i
t
i
o
n

に
対
応
す
る

S
t
i
p
e
n
d
と
し
て
「
教
授
俸
給
」
を
規
定
づ
け
て
来
た
考
え
方
を
、
転
じ
て

S
a
l
a
r
y
と
し
た
と
こ
ろ

に
も
、
ま
こ
と
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
こ
そ
、
か
く
の
ご
と
き
教
育
社
会
学
的
展
相

(setting)

に
お
い
て
、
ま
さ
に

T
e
a
c
h
i
n
g
L
o
a
d
は
考
案
せ
ら
れ
、

に
進
ん
で
教
育
労
仇
を
商
品
と
み
る
こ
と
か
ら

E
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
C
o
s
t
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g

へ
と
展
開
し
た
、
教
育
経
済
学
的
状
相

(phase

(
1
3
)
 

(gets 
paid)

」、

「
名
目
的

（に
ben)

の
方
向
へ
収

(
1
6
)
 

す
で
に
前
掲
論
稿
に

傾
向
を
露 さ

と
い
つ
て
暗
黙
裡
に
ハ
リ
ス
の
見
解
に
接
近

四
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T
h
e
 Carnegie F

o
u
n
d
a
t
i
o
n
 Report for 

1910 
~
 産゚

(;:l) 
Veblen, 

op. 
cit., 

p. 
150 

g6" 

(;::) 
G
o
r
g
e
 
D. Stoddard, 

Is 
E
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a

 C
o
m
m
o
d
i
t
y
?
 
(in "College 

Public 
Relations 

Quarterly," 
Vol. 

2, 
No. 

1, 

October 1950), 
p. 

7
 

(;:l) 
ibid., 

pp. 
6
~
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(
~
)
恙
誕
゜
<

>, 
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込
"
~

『
櫛
榔

Q
惑
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智
品
111+1

母
II宍

T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (

殿
写
）

出[
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」
と
「
職
業
性
」
と
に
関
説
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
休
み
な
く
（
活
動
す
る
）
人
間
が
そ
こ
に
安
住
す
る 「閑

「
教
員
の
負
担
」

(
T
e
a
c
h
e
r
、s
L
o
a
d
)

は
、
教
育
学
的
に
は
教
師
が
そ
の
職
業
的
責
務

(profe器
ional
responsibilities)

を
果
す
た

め
の
す
べ
て
の
サ
ァ
ヴ
ィ
ス
行
為
を
い
う
の
で
あ
る
が
、

こ
の
中
に
は
教
師
の
身
分
と
い
う
法
的
、
あ
る
い
は
社
会
的
制
約
に
も
と
ず

(

1

)

 

く
負
担
と
、
教
師
の
本
務
的
職
業
内
容
に
も
と
ず
く
負
担
と
が
あ
り
、
普
通
一
般
に
は
後
者
を
さ
し
て

T
e
a
c
h
i
n
g
L
o
a
d

と
い
う
。

さ
て
、
元
来
教
師
の
職
務
内
容
や
種
目
な
ど
に
つ
い
て
明
確
な
概
念
を
欠
い
て
い
る
の
は
、
教
育
と
い
う
仕
事
の
性
質
や
教
育
の
対

象
の
多
様
性
に
も
よ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
が
、

「
退
屈
な
時
」
で
も
あ
り
、
人
間
が
そ
こ
に
安
住
し
え
ら
れ
な
い
、

そ
の
昔
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
教
育
す
る
内
容
を
な
し
た
学
問
と
は
、

S
X
o
J
.
'
T
}

と
い
う
言
葉
が
表
現
し
た
よ
う
に
、

(

2

)

 

暇」

(leisure)

か
ら
「
閑
暇
の
仕
事
」

(
a
w
o
r
k
 of 
leisure)
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
的
経
済
乃
至
奴
隷
制
経

(

3

)

 

済
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
若
千
の
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
棲
説
を
避
け
る
が
、
と
も
あ
れ
「
閑
暇
な
時
」
と
は

(

4

)

．
 

い
い
か
え
る
と
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
い
う
「
退
屈
か
ら
の
逃
避
」

(
F
l
u
c
h
t

v
o
r
 
d
e
r
 
L
a
n
g
w
e
i
l
e
)

が
企
て
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

(

1

6

)

 

V
e
b
l
e
n
,
 
op. cit•• 

p. 
1
6
2
註

(15)
前
掲
拙
稿
『
教
育
の
様
式
』

(14) 
V
e
b
l
 g
 ,
 
op. 
cit., 
p.193
な
ど
参
照
。

T

g

 
c
h
i
n
g
 
L
o
a
d
 <• 
村）

こ
こ
に
い
さ
さ
か
蛇
足
の
き
ら
い
が
あ
る
に
し
て
も
、
教
師
の
仕
事
の
「
労
仇
性

六
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む
し
ろ

さ
ら
に
ま
た
、

(

5

)

 

た
め
、
逃
避
場
所

(Zufluchtstiitten)

を
精
神
が
つ
く
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
逃
避
場
所
を
経
綸
す
る
た
め
人
間
は
「
労
仇
を
形
成
す

(

6

)

 

る」

）
を
試
み
た
際
、
人
間
労
佑

(Arbeit)

geistesw1s器nschaftliche
A
n
t
h
r
o
p
o
l
o
g
i
e
 

「
精
神
科
学
的
人
間
学
」

(

7

)

 

の
発
祥
を
こ
の
よ
う
な

S
p
i
e
l

的
な
要
素
に
探
つ

て
い
る
が
、
学
問
は
か
か
る
意
味
に
お
い
て
ま
さ
に
「
労
佑
」
と
み
な
さ
れ
る
に
充
分
な
性
質
を
具
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

の
fiir
sich
と
な
っ
た
も
の
が
す
な
わ
ち
社
会
的
経
済
的
労
仇
で
あ
り
、
こ
れ
を
経
済
学
的
範
疇
で
抽
象
的
濾
過
し
た
も
の
が
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
中

に
と
り
入
れ
ら
れ
て
そ
の
中
心
概
念
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
）

い
わ
れ
る
労
仇
と
は
こ
と
な
っ
た
高
次
的
な
も
の
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
職
業
と
し
て
み
れ
ば
、

(

9

)

 

な
抽
象
的
「
美
的
価
値
」
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

も
の
で
あ
り
、

人
間
の
「
労
仇
」
は
単
な
る
旦
p
a
g
l
r
;
で
は
な
く
、
m
o
ミ
d
C
C

で
あ
る
。
し
か
も

7
r
:
O
l
'
1
'
]
a
~
r
;

は
-reXv'r]
を
ふ
く
む

-r:cXv'rJ 

T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
-
村
）

を
自
ら
う
む
と
こ
ろ
に
ま
さ
に

養
」
、
し
か
も
「
一
般
に
形
式
的
な
教
養
」

(iiberhaupt 
die 
formelle 
B
i
l
d
u
n
g
)

を
つ
く
る
、

71:ot'I} ̀K
C
.
 

m
a
e
}
§
`
eメ
0

へ
が

7g.へ
の
成
長
を
教
材
を
も
つ
て
み
ち
び
く
教
育
活
動
は
、

で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
し
か
も
そ
の

-rEXV'Tj
は
、
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
い
う
器
官
技
術

(
O
r
g
a
n
t
e
c
h
n
i
k
)

と
道
具
技
術
（

I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
a
l
t
e
c
h
n
i
k
)
~
~
$
H
E
:
_
)
‘

払
叙
宰
曰
廷
以
年
叩
白
口

A
S
3か
払
叙1屈3
ゲK
生
ギ
牢
ー
y
z
J七
い
土
て
仁
i宰
迂
ナ
ジ
ス
P、

七

術
に
媒
介
さ
せ
る
と
い
う
、
言
葉
の
本
来
の
意
味
1

近
代
資
本
主
義
経
済
社
会
機
構
に
お
け
る
労
佑
と
機
械
と
技
術
と
の
経
済
的
分

離
を
つ
く
つ
て
い
な
い
、
と
い
う
意
味
ー
ー
に
お
い
て
、
ホ
モ
・
フ
ァ
ー
ベ
ル

(
h
o
m
o
f
a
b
e
l
)

的
性
格
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
•
し
．

い
い
か
え
る
と
、
道
具
技
術
を
器
官
技

言
葉
の
も
つ
と
も
純
粋
な
意
味
に
お
い
て
、
「
労
佑
」

こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、

教
師
の
労
仇
が
あ
た
か
も
普
通
に

ル
も
亦
、
労
佑
の
「
抽
象
性
の
習
慣
」

(die 
G
e
w
o
h
n
h
e
i
t
 
dieser 
A
b
s
t
r
a
k
t
i
o
n
)

が、

「
知
見
と
か
知
識
と
か
」
に
お
い
て
、

と
い
つ
て
い
る
。
こ
の
抽
象
性
（
そ

の
故
に
、

た
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

「
天
職
」
観
の
よ
う

「
教

(zur 
A
r
b
e
i
t
 
gestalten)

。
ゾ
ム
バ
ル
ト
は
そ
の
『
人
間
論
』

(
V
o
m
 
M
e
n
s
c
h
e
n
)
 
に
お
い
て

ヘ
ェ
ゲ

＾ 
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(take 
possession 
of)

、

労
仇
の
哲
学
的
人
間
学
的
考
察
と
経
済
学
的
考
察
と
の
交
錯
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
お
も
う
。

こ
の
よ
う
な
教
師
の
仕
事
の
「
労
仇
性
」
は
、
労
仇
の
「
職
業
性
」
と
結
び
つ
け
る
と
き
に
さ
ら
に
明
瞭
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ゾ
ム

(
1
0
)
 

「
か
か
る
純
粋
の
労
佑
は
職
業
労
佑

(Berufsarbeit)

で
あ
る
」
、
と
い
つ
て
い
る
が
、

「
職
業
労
仇
」
と
規
定
す
る
前

(
1
1
)
 

「
人
び
と
は
職
業
の
本
質
を
何
ら
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
な
し
に
職
業
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
」
、
と
い
わ

「
職
業
」
と
は
も
と
何
で
あ
る
か
、
ま
た
と
り
わ
け
教
師
の
「
職
業
性
」
に
つ
い
て
も
、

「
天
職
」
と
も
、

せ
ら
れ
て
も
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
「
社
会
に
お
け
る
地
位
（
あ
る
い
は
身
分
）
」

た
労
仇
領
域
」

(umgrenzt
g

ビ
beitsgebiet)
を
も
つ
て
、
「
職
業
」
と
よ
ん
で
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ァ
も
指
摘
し
た
如

(

1

2

)

 

く
、
ド
イ
ツ
語
の

B
e
r
u
f

は、

b
e
r
u
f
e
n
と
い
う
動
詞
か
ら
推
測
さ
れ
る
と
お
り
、
「
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
召
命
」

(eine
v
o
n
 

(
1
3
)
 

g
 
tt 
g
 g

 
tellten・A u
 f
 g
 a
 b
 e)

と
い
う
宗
教
観
念
が
多
少
と
も
「
暗
示
さ
れ
て
い
る
」
。
こ
の
こ
と
は

B
e
r
u
f
に
相
当
す
る
英

(

U

)

 

語
の

calling
と
も
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
に
「
明
瞭
と
な
る
」
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
語
は
、

訳
さ
れ
る
に
適
す
る
が
、
な
お
こ
の
観
念
か
ら
「
職
業
性
」
の
稀
薄
に
な
っ
た
も
の
に
、

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
今
日
普
通
に
「
職
業
」
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
は
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

所
有
す
る
）
」

こ
れ
は
前
記
の

B
e
r
u
f
,
calling 

等
に
対
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
言
葉
も
元
来
ラ
テ
ン
語
の

o
c
c
u
p
o
よ
り
出
で
、
そ
れ
が
「
手
に
入
れ
る
（

(
1
5
)
 

「
つ
か
ま
え
る
」
等
を
い
み
す
る
ご
と
く
、
「
社
会
に
お
け
る
地
位
」
と
か
「
限
定
さ
れ
た

職
業
社
会
学
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
職
業
は
「
職
分
」
と
も
、

及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

れ
な
い
が
た
め
に
、

に
わ
た
く
し
は
、
ま
ず
、

ゞ
レ
ト
ま
‘

ノ

｝

，

＇
T
g
 ching L
o
a
d
 (
澤
村
）

B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 
（
使
命
、
本
分
）
と
い
う
語

「
職
分
」
と
か
「
天
職
」
と
か

(Le
ぽ
nsstellung).
と
か
、
あ
る
い
は
「
限
定
さ
れ

「
生
業
」
と
も
い
わ
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
区
分

こ
こ
に
な
に
ほ
ど
か
言

八
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は
「
信
仰
す
る
と
公
言
す
る
」

九

「
公
法
的
義
務
」

(19) 

た
も
の
と
し
て
、

対
給
付
を
要
求
す
る
、

o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
は
「
生
業
」
と
訳
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
職
業
の
経
済
的
側
面
を
ば
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。

が
あ
る
。
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
の

こ
の
ほ
か
に
、
ひ
ろ
く
「
識
業
」
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
に

p
r
o
f
e
s
s
i
o
n

さ
ら
に
動
詞

profiteor
に
発
し
、

to
d
e
c
l
a
r
e
と
か

to
a
v
o
w
と
か
を
本
来
的
に
意
味
す
る
。
従
っ
て
ウ
ェ
ー
バ
ァ
は
、

こ
れ
を

(offentlichrechtliche P
f
l
i
c
h
t
e
n
)

、
{
，
ヤ5
4じ
ャ5一
士
巾
I氏
の
「
8心h祝
中
甲i
i
n
」

(
S
t
e
u
e
r
d
e
k
l
a
t
i
o
n
e
n
)

の
芸
〖
欲g4ゲPら
ご
生
ぃ
)

ヽ
ヽ
ヽ

(

2

0

)

「
ま
っ
た
く
世
俗
的
な
概
念
で
、
宗
教
的
な
色
彩
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
」
、
と
い
つ
て
い
る
が
、

に
は
す
で
に
「
生
業
」
、
す
な
わ
ち
労
仇
を
媒
介
と
す
る
職
業
が
前
提
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、

い
い
え
よ
う
。
従
っ
て
わ
た
く
し
は
こ
こ
に
別
な
角
度
か
ら
考
察
を
加
え
る
と
、
す
な
わ
ち
、
今
日
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、

p
r
o
f
e
s
s

Teaching L
o
a
d
 (
澤
村
）

(
a
v
o
w
 one `
 

s
 belief 
in)
意
味
に
用
い
ら
れ
る
ご
と
く
、

9

本
来

profiteor

近
代
資
本
主
義
経
済
社
会
機
構
に
お
け
る
職
業
観
念
に
通
ず
る
道
を
、

「
租
税
申
告
」

こ
の
語
源
解
釈
に
は
無
理
が
あ
る
、
と

は
p
r
o
(11 before)
と

professio
、

あ
る
い
は
発
見
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

さ
れ
ば

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、

反
対
給
付
を
得
る
こ
と
を
条
件
に
役
務
を
提
供
す
る
、

と
い
う
点
に
、

少
く
と
も

ラ
テ
ン
語

o
c
c
u
p
o

と
か
に
み
ら
れ
る
「
個
性
の
発
揮
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
役
割
の
実
現
」
と
い
う
点
が
、
よ
り
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
は
普
通
、

(
1
6
)
 

人
が
社
会
の
中
に
あ
る
場
所
、
す
な
わ
ち
「
職
場
」
を
占
有
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
而
も
な
お
ド
ゥ
ン
ク
マ
ン
の
ご
と
く
、

(
1
7
)
 

「
実
際
的
な
、
経
済
的
色
彩
が
濃
厚
だ
」
と
さ
れ
る
所
以
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

"
p
e
c
u
n
i
a
m
 o
c
c
u
p
a
r
e
 g
r
a
n
d
i
 fenore"(Cicero)
と
伸
盆
m
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

t
o
i
n
v
e
s
t
 m
o
n
e
y
と
か

to
p
u
t
 o
u
t
と

(

1

8

)

 

か
い
う
意
味
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
特
に
こ
の
例
文
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
な
ん
ら
か
の
役
務
の
提
供
に
よ
っ
て
そ
の
反

お
も
う
に
、

の
中
に
は
、

「
天
職
」
と
か
「
職
分
」

労
仇
領
域
」
と
か
を

o
c
c
u
p
o
す
る
、
い
わ
ば
個
人
が
社
会
連
関

(Gesellschaftszusa=enhiinge)

の
中
に
自
ら
の
位
置
を
獲
得
す

る
、
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の

0
c
c
u
p
a
t
i
o
 
(11 occupation)

に
は
、

B
e
r
u
f
な
ど
の
如
く
、
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て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

語
の

p
r
o
f
e
s
s
i
o
n

(

2

1

)

 

多
い
の
は
、

特
に
後
者
が
ま
た

L
e
h
r
s
t
u
h
l

（
教
授
す
る
椅
子
1

1

講
座
）

を
意
味
す
る
と
き
、

(profession) 
の
「
専

こ
の
こ
と
は
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
英

専
門
」

（
教
授
）
と
は
、

p
r
o
f
i
t
e
o
r
す
る
人
を

f
a
t
e
o
r
 
(11 confess)

と
の
結
合
詞
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
の
「
前
で
」
真
実
を
「
告
白
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
神
の
前
で
真
実
を
「
告

白
し
、
明
言
す
る
」

(fateor
atque etiam 
profiteor: Cicero)
こ
と
か
ら
、
弁
神
論
(
D
e
i
s
m
)
の
哲
学
を
説
く
場
合
に
、

p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
a
m

p
r
o
f
i
t
e
o
r
 
(Cicero)

と
用
い
ら
れ
、

v
e
r
i
t
a
s
と
共
に

justitia

を
説
く
を

j
u
s
p
r
o
f
i
t
e
o
r
 
(Cicero)

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
の

ち
転
じ
て
、
真
理
を

と
こ
ろ
が
、

p
r
o
f
e
s
s
o
r
 
(
ラ
テ
ン
語
）
と
呼
ぶ
に
至
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
れ
ば

p
r
o
f
e謗
o
r

「
神
の
前
に
お
い
て
誠
実
を
も
つ
て
告
白
す
る
ご
と
く
、
す
べ
て
の
人
の
前
で
真
理
を
説
く
人
」
を
指
す
、
と
い
う

の
が
本
源
的
な
言
葉
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
教
授
は
真
理
を
説
く
こ
と
を
「
事
と
す
る
」

(professional)

と
す
る
人
び
と
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
か
く
し
て
特
に
神
学
（
哲
学
）
、
法
律
、
医
学
の
三
つ
の
学
問
に
た
ず

さ
わ
る
専
門
家
の
こ
と
を
、
古
く
は

t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
s
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て

p
r
o
f
e
s
s
o
r
と
は
、

真
理
を
明
言
す
る
専
門
家
」
で
あ
っ
て
、
教
授
す
る
こ
と
を
「
職
業
」
と
す
る
人
び
と
の
こ
と
で
は
な
く
、
現
に
「
教
授
職
」
を
あ
ら

わ
す
英
語
と
し
て

p
r
o
f
e
s
s
o
r
s
h
i
p
、
ド
イ
ツ
語
で

P
r
o
f
e
謗
o
r
a
t
と
称
す
る
の
は
、

が
今
日
な
お
、

専
門
の
技
術
を
必
要
と
す
る
、
し
か
も
非
営
利
的
奉
仕
的
職
業
に
か
ぎ
つ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

「
…
・
:
．．
 
の
知
識
（
技
術
）
が
あ
る
と
主
張
す
る
」
と
い
う

p
r
o
f
e
s
s
i0

の
語
源
的
な
意
味
に
由
来
し
て
い
る
、
と
い
つ

こ
れ
が
世
俗
的
な
「
職
業
」
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
「
専
門
」

門
化
」

(specialization)

が
、
複
雑
化
し
て
進
展
す
る
社
会
機
構
の
要
求
に
応
じ
て
必
然
的
に
起
つ
て
来
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、

わ
た
く
し
が
前
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
専
門
家
が
社
会
連
関
の
中
に
自
ら
を
定
位
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
事
情
に
当
面
し

日
eaching
L
o
a
d
 (
渾
村
）

こ
の
間
の
消
息
を
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

1
0
 

「
学
問
の

(profiteri)

、
い
い
か
え
る
と
「
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h
e
r
m
e
n
e
u
t
i
s
c
h
)

分
析
を
通
じ
て
、
意
味
さ
れ
て
い
る
内
容
を
指
摘
し
来
っ
た
が
、

で
も
、

T
g
 chit:.g 
L
o
a
d
 (
澤
村
）

い
ず
れ
も
近
代
資
本
主
義
経
済
社
会
機
構
に
お
け
る
社
会
連
関

(
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
s
z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
e
)

定
(
O
r
t
s
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
)
と
志
向
的
定
位

(Orientierung)

と
を
限
定
す
る
意
味
に
お
い
て
、
ま
さ
に

o
c
c
u
p
a
t
i
o
n

の
範
疇
に
入
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

0
c
c
u
p
a
t
i
o
n

と
い
う
「
職
業
」
観
念
が
、
も
つ
と
も
近
代
社
会
に
お
け
る
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
経
済
的
色
彩

か
く
の
ご
と
く
に
、

「
職
業
」
の
個
人
的
、

社
会
的
及
び
経
済
的
側
面
を
、

て
明
瞭
・
精
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ら
れ
て
、

の
中
に
、

「
生
業
」
は
も
ち
ろ
ん
、
「
職
分
」
で
も
「
天
職
」

い
わ
ゆ
る
「
教
育
職
員
」
と
し
て
、

本
来
学
問
の
「
専
門
家
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で

o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
 

て
来
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
も
ま
た
、
「
学
者
は
、
学
者
で
な
い
他
の
人
達
と
対
立
さ
せ
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
(inwiefern

er 
a
n
d
e
r
e
n
 
M
e
n
s
c
h
e
n
 entgegengesetzt 
w
i
r
d
 `
 
die 
d
a
s
 nicht 
sind)

、
辛
ナ
去
8

で
太
}
る
°
淫
ナ
去
P

の
螂
仇
合
心
は
、

比
較
に
よ
っ
て
、
す
な
わ

(
2
2
)
 

ち
、
社
会
へ
の
関
係
づ
け
に
よ
っ
て
(
d
u
r
c
h

V
e
r
g
l
e
i
c
h
u
n
g
,
 
d
u
r
c
h
 
B
e
z
i
e
h
u
n
g
 
a
u
f
 
die 
Gesellschaft)
、
成
立
す
る
」
、
と
い
つ
て

・
い
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
社
会
連
関
の
中
に
自
ら
の
位
置
を
獲
得
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
そ
れ
は

的
性
格
を
明
瞭
に
し
て
来
た
わ
け
で
あ
り
、
従
つ
て

p
r
o
f
e
s
s
i
o
n

が
、
た
と
え
専
門
的
技
術
を
要
し
、
奉
仕
的
職
業
の
意
味
に
用
い

(
2
3
)
 

「
自
由
業
」
と
か
「
自
由
職
業
」

(liberaler

唇
ruf)

と
称
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
中
世
的
残
滓
を
言
葉
の
中

に
た
だ
よ
わ
す
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
今
日
の
資
本
主
義
経
済
社
会
機
構
に
あ
つ
て
は
、
実
質
的
に
は

o
c
c
u
p
a
t
i
o
n

と
は
何
ん
ら
変
る

と
こ
ろ
は
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

p
r
o
f
e
s
s
o
r

に
し
て
も
、

あ
る
が
、
教
授
が
大
学
と
い
う
「
社
会
機
構
」
の
中
に
定
位
づ
け
ら
れ
て
、
教
授
す
る
こ
と
を
「
職
業
」
と
す
る
職
業
労
佑
的
性
格
を

も
つ
場
合
に
は
、

t
e
a
c
h
i
n
g
s
t
a
f
f

と
か

r
e
s
e
a
r
c
h
s
t
a
f
f

と
か

s
t
a
f
f
-
m
e
m
b
e
r
s

と
か
、

一
般
労
務
者
な
み
の
言
葉
で
表
現
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、

ア
メ
リ
カ
の
大
学
行
政
や
大
学
財
政
等
の
用
語
使
用
な
ど
に
お
い
て
は
き
わ
め

そ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
表
示
す
る
言
葉
の
解
釈
学
的
（

各
人
の
位
置
決
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と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

労
佑
は
等
価
的
に
観
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

殊

(
b
e
r
u
f
s
m
a
B
i
g
 

の
濃
厚
で
あ
る
点
は
、
さ
き
に
関
説
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
元
来
B
e
r
u
f
に
は

「
召
命
」
と
「
労
仇
」
と
の
二
つ
の
意
味
が
含
ま

れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
ウ
ェ
ー
ー
バ
ァ
の
指
摘
す
る
が
如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
ッ
タ
ァ
が
聖
書
醗
訳
の
際
に
、
「
二
様
の
ま
つ

(

2

4

)

 

た
く
異
っ
た
概
念
を
『
B
e
r
u
f
』
と
い
う
語
で
訳
し
」
て
い
る
の
で
あ
り
、
ひ
と
つ
は
。
ハ
ゥ
ロ
の

K
A
ジ

S
C
(
1
1
a
 c
a
l
l
i
n
g
)
の
訳
語
に

あ
て
、
他
は
/
J
p
y
o
v
、
ま
た
m
を
名
を
B
e
r
u
f
と
訳
し
た
の
で
あ
る
。
/
J
p
y
o
i
、
も
き
6
p
o
へ
も
共
に
w
o
r
k
(or 
task ,
 
w
o
r
k
)
の
こ

と
で
あ
る
が
、
w
o
r
k
と
い
つ
て
も
a
h
a
r
d
 piece 
o
f
 
w
o
r
k
ま
た
は
a
s
e
v
e
r
e
 
work、

(

2

5

)

（

26) 

る
か
ら
、
ウ
ェ
ー
バ
ァ
が
、
こ
れ
を
A
r
b
e
i
t
(
労
佑
）
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
の
も
、
ま
た
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
殊
に

S
p
'
Y
o
v
に
い
た
っ
て
は
、
w
o
r
k
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
y
と
か
b
u
s
i
n
e
s
s
と
か
い
う
ほ
ど
の
意
味
を
も
も
つ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
近
代

的
な
意
味
の
w
o
r
k
s
o
f
 o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
に
す
ら
も
相
当
す
る
面
を
も
そ
な
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(
2
7
)
 

e13 ploy 13 e
n
t
と
い
う
の
が
あ
る
）
。
従
っ
て
「
職
業
」
と
は
、

Teaching L
o
a
d
 
(
澤
村
）

念
'
Y
O
V
の
表
示
す
る
ご
と
く
、

(Berufsarbeit. or 
works 
of 
occupation) 
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

根
源
的
に
は
「
労
佑
」
の
こ
と
で
あ
り
、

（
な
お
訳
語
に
は
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
,

す
な
わ
ち
「
激
務
」

の
こ
と
で
あ

こ
れ
が
「
労
仇
」
の
純
粋
な
形
で
あ
る
と
ゾ

し
か
も
「
職
業
労
仇
」

(
2
8
)
 

ム
バ
ル
ト
も
い
い
、
ま
た
ウ
ェ
ー
バ
ァ
は
、
「
そ
れ
が
絶
対
の
自
己
目
的
ー
|
‘
『
B
e
r
u
f
(11
職
業
）
』
ー
ー
｀
で
あ
る
か
の
ご
と
き
労
仇

(

2

9

)

、
、
、
、
、

」
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
職
業
の
如
何
を
と
わ
ず
、
「
職
業
と
し
て
組
織
的
且
つ
合
理
的
に

(
3
0
)
 

systematisch 
u
n
d
 r
a
t
i
o
n
a
l
)
、
人
口
辻
i
的
2

な
而
収
天
皿
尤

J

土
担
西
小
ナ
ソ
る
」
か
ぎ
り
、

ヽ
ヽ

(
3
1
)

に
「
合
理
的
な
資
本
主
義
的
労
佑
体
制
」
(
d
i
e
rational 
kapitalistische 
A
 r
 b
 e
 i
 tsorga
忌
a
t
i
o
n
)
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
然
り

註

(
1
)
Teaching L
o
a
d
 !,!. 
つ
い
て
は
、
大
学
教
授
の
場
合
T
e
a
c
h
i
n
g
H
o
u
r
‘
l
o
a
d
と
T
e
a
c
h
i
n
g
Class ,
 
l
o
a
d
と
に
わ
か
ち
う
る
。
後
者
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T

g

 
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
澤
村
）

と
い
う
語
は
、

は
普
通
教
員
の
負
担
す
る
ク
ラ
ス
の
学
生
総
数
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
、
こ
れ
を
大
学
単
位
ま
た
は
学
部
単
位
で
フ
ゥ
リ
エ
積
分
し
た
も
の

が
、
い
わ
ゆ
る

S
t
u
d
e
n
t
p
e
r
 T
e
a
c
h
e
r
ま
た
は

S
t
u
d
e
n
t
-
T
e
a
c
h
e
r
-
R
a
t
i
o
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

T
e
a
c
h
i
n
g
H
o
u
r
 ,
 
l
o
a
d
は

教
員
の
負
担
す
る

C
l
a
器
r
o
o
13, h
o
u
r
s
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
正
確
な

T
e
a
c
h
i
n
g
L
o
a
d
を
表
示
す
る
に
は
C
に
ss
,
 

(
2
)
 Liddell 
a
n
d
 Scott, 
G
r裔
k,E
n
g
l
i
s
h
 L
e
x
i
c
o
n
,
 
p. 
6
8
7
 

(
3
)
拙
稿
『
ヴ
ェ
プ
レ
ン
と
教
育
経
済
学
』
関
西
大
学
経
済
論
集
創
立
七
十
周
年
記
念
号

(
4
)
 W
e
r
n
e
r
 
Somb~rt, 

V
 013 M
e
n
s
c
h
e
n
ー

V
e
r
s
u
c
h
einer geisteswissenschaftlichen 
A
n
t
h
r
o
p
o
l
o
g
i
e
,
 1
9
3
8
,
 
S. 5
6
 

ハ
イ
マ
ン
も
、

ろ
う
」
、
と
い
つ
て
い
る

(
E
d
u
a
r
d
H
e
i
m
a
n
n
,
 W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
s
y
s
t
e
 B
 e u
n
d
 Gesellschaftssysteme, 1
9
5
4
,
 
S. 
1
9
)
 
c
 

(

5

)

 

S
o
m
b
a
r
t
,
 
op. 
cit., 
S. 
5
6
 

(
6
)
 ibib. ̀
 s. 
5
7
 

(
7
)
こ
の

Spiel
性
が
「
学
問
の
た
め
の
学
問
」
と
い
う
こ
と
の
学
問
社
会
学

(
S
o
c
i
o
l
o
g
y
of 
Science)
的
基
盤
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

(
8
)
 G. 
W
.
 
F• 

H
e
g
e
l
 ̀
 En
z
y
k
l
o
p
e
d
i
e
 d
e
r
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
n
 W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
,
 §
.
 
5
2
5
,
 
L
a
s
s
o
n
,
 S. 
4
3
6
 

(
9
)
 K
a
r
l
 D
u
n
k
 B
 ann
,
 D
i
e
 L
e
h
r
e
 v
o
m
 B
e
r
u
f
,
 
II .Buch, 
Soziologie 
d
e
r
 Beruf~` 

1
9
2
2
,
 
s. 1
8
2
 

(

1

1

)

 

Fritz K
a
r
l
 M
a
n
n
,
 B
e
r
u
f
 u
n
d
 E
r
w
e
r
b
 
(in 0
K
o
l
n
e
r
 Vierteljahrshefte f
u
r
 Sozialwissenschaften,n 2
.
 Jahrg• 

H
e
f
t
e
 4
.
)
,
 

s. 
3
8
~
5
6
 

「
最
大
の
心
理
的
満
足
は

．．． 
閑
暇
な
時
間

(
M
u
1
3
e
s
t
u
n
d
e
n
)

の
享
受

(
G
e
n
u
/
3
)
J.! 
お
い
て
求
め
ら
れ
る
で
あ

(12) 
M
a
x
 W
e
b
e
r
,
 D
i
e
 protestantische 
E
t
h
i
k
 u
n
d
 d
e
r
 :s>Geist 

^
 

d
e
s
 K
a
p
i
t
a
l
i
s
m
u
s
,
 1
9
3
4
,
 
S. 
6
3
 

「
聖
書
の
醗
訳
に
由
来
し
て
お
り
、

(10) 
S
o
m
b
a
r
t
,
 op. 
cit., 
S. 
5
6
 

1
0
0頁
等
参
照
。

そ
れ
も
特
に
原
典
の
精
神
に
で
は
な
く
、

h
o
u
r
ま
た
は

Credit
、h
o
u
r
s
を
用
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

も
と
「
職
業
」

(
E日

1
f
)

醜
訳
者
の
精
神
に
由
来
し
て
い
る
」
。 な

お



T
e
a
c
h
i
n
g
 L

o
a
d
 (

殿
写
）

(
W
e
b
e
r
,
 
op. 

cit., 
S. 

65) 

.::t ~
(
臼
）
（
苫
）

ibid., 
S. 

6
5
 

1
回

(!::l) 
o
c
c
u
p
o

迂
,¥-'Q

幸
invested

at 
h
i
g
h
 interest

心
.f:,'invest

in 
cattle

掘
,il,J.,.i

,.;,:t-~,Q
゜

,\-'Q
嘔
怜
擬
猛
（
臼
）
鈴
淫
゜

(:=I)
圏
1哩

菰
哉

『
藝

線
'.il.14

暉
j

11-1く
直
~
\
匪
゜

(~
) D

u
n
k
m
a
n
n
,
 op. 

cit., 
SS. 

1
7
2
~
5
 
~
 匪゚

(~
) 

Cassell's 
Latin 

Dictionary 
t¥-'Q

等
Lew_is

Dictionary, 
L
e
w
i
s
 a

n
d
 Short 

Dictionary
釉
~
\
匪
゜

(~
) .

 (~
) 

W
e
b
e
r
,
 
op. 

cit., 
S. 

6
4
 

(
~
)
認

i竜
芸
眠
繹

I
 Iや
巨
~
\
匪
゜

（斜）
J. 

G. 
Fichte, 

Einige 
V
o
r
l
e
s
u
n
g
e
n
 tiber 

die 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 des 

Gelehrten, 
1794, 

in 
Fichtes W

e
r
k
e
 
(hrsg. 

v. 
F. 

M
e
d
i
c
u
s
)
 
,Bd. I

,
 S. 

2
2
1
 

（府）
W
e
b
e
r
,
 op, 

cit., 
S. 

64, 
A
n
m
e
r
k
,
 

（芯）
ibid., 

S. 
66, 

A
n
m
e
r
k
.
 

(~
) Liddell 

a
n
d
 Scott, 

G
r
e
e
k
-
E
n
g
l
i
s
h
 L
e
x
i
c
o
n
 

（衷）
W
e
b
e
r
,
 
op. 

cit., 
S. 

66, 
A
n
m
e
r
k
.
 

(~
) 

Liddell 
a
n
p
 Scott, 

G
r
e
e
k
-
E
n
g
l
i
s
h
 L
e
x
i
c
o
n
 

（器）
S
o
m
b
a
r
t
,
 
op. 

cit., 
S. 

5
6
 

（翁）
W
e
b
e
r
,
 op. 

cit., 
S. 

4
6
 

（忌）
W
e
b
e
r
,
 op. 

cit., 
S. 

4
9
 

（窃）
ibid., 

S. 
4
3
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T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
澤
村
）

し
な
い
よ
う
に
自
己
防
術
す
る
た
め
、
大
学
の
学
問
が
、

ヴ
ェ
プ
レ
ン
の
い
う
ご
と
く
に
「
秘
伝
的
知
識
」

一五 (esoteric 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
)
 

a
f
t
s
z
u
s
a
m
m
e
n
h
i
i
n
g
e
)
 
の
中
に
自
ら
を
定
位
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

と
も
称
せ
ら
れ
来
っ
た
の
で
あ
る
が
、
も
と
「
職
業
」
を
「
天
職
」
と
す
る

源
」
＇
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
、
ウ
ェ
ー
バ
ァ
に
よ
れ
ば
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
、
教
説
に
あ
る
こ
と
が
す
で
に
明
ら
か
と
な
っ
た
。
け

(

1

)

 

さ
て
、
教
師
の
仕
事
は
、
従
来
「
天
職
」
、
あ
る
い
は
「
聖
職
」
と
も
い
わ
れ
、
ま
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
い
わ
ゆ
る
「
使
命
」
(
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
)

、
、
、
、
、

「
こ
の
職
業
観
念
に
内
在
す
る
非
合
理
的
な
要
素
の
起

だ
し
、
大
学
を
ふ
く
め
て
学
校
一
般
が
、
今
日
の
ご
と
き
形
相
を
と
っ
た
．
の
は
中
世
の
こ
と
で
あ
り
、

ト
教
の
修
道
院
に
発
祥
し
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
そ
こ
で
の
教
師
が
僧
侶
で
あ
り
、
あ
る
い
は
た
と
え
僧
職
で
な
く
と
も
キ
リ
ス
ト
教

理

(
D
o
g
m
a
)

の
解
説
に
終
始
し
た
ス
コ
ラ
学
派

(
S
c
h
o
l
a
s
t
i
s
c
h
e
S
c
h
u
l
e
)
 
の
学
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
事
実
が
、
教
師
の
仕

事
を
し
て
、
特
に
顕
著
に
「
天
職
」
と
い
う
職
業
的
側
面
に
お
い
て
規
定
し
た
所
以
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
中
世
の

(

3

)

（

4
)
 

M
e
i
s
t
e
r
 ,
 
L
e
h
r
l
i
n
g
 
S
y
s
t
e
m
,
 
o
r
 
M
a
s
t
e
r
 ,
 
A
p
p
r
e
n
t
i
c
e
 
S
y
s
t
e
m
)
 
W
「蜘
8

師
呼
と
帯
す
庄
1

と
の
協
四
同
幻
g
全
口

ギ
ル
ド
的
「
親
方
1
1

徒
弟
」
制
度
（

(
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
s
 
studii)

」
の
{
中
に
5

砂
入
し
た
と
こ
ろ
か
ら
ヽ
こ
れ
に
ま
つ
わ
る
「
親
方
」
の
ヽ
専
門
技
術
家
に
み
ら
れ
る
「
職
人
気
質
」

(

5

)

 

の
「
職
分
」
的
な
職
業
観
が
複
合
し
来
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
が
、
も
と
教
育
は

つ
人
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
多
分
に
後
者
の
観
念
を
根
源
的
に
有
し
て
い
る
、
と
い
つ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(specialization) 
の
社
会
的
要
求
に
応
じ
て
社
会
連
関

(Gesellsch-

「
職
業
」
と
な
っ
た
時
、

「
専
門
」

(
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
)

を
一
般
化

と
こ
ろ
で
か
く
の
如
く
、
「
学
問
の
専
門
家
」
が
「
専
門
化
」

m
a
6
}
§
`
e
ささ
'TJ

1
:
e
x
v
'
T
J

を
つ
か
う
オ
幹
を
も

し
か
も
そ
れ
が
と
く
に
キ
リ
ス
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う。 化
し
、
も
と
「
塀
」
に
か
こ
ま
れ
て
成
立
し
た
大
学
が
、

こ
の
た
び
は
逆
に
「
塀
」
を
利
用
し
、
世
俗
と
断
絶
す
る
こ
と
を
ば
試
み
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
ギ
リ
シ
ア
の
昔
に
お
い
て
は

-
r
e
r
o
p
1
.
a

と
注

p
a
~
~
<
:

と
が
―
つ
で
あ
っ
た
も
の
を
、
後
世
分
離
さ
せ

た
、
そ
の
機
縁
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
な
お
こ
の
分
離
が
、
純
然
た
る
学
問
的
要
求
か
ら
で
は
な
く
、
す
な
わ
ち
か
か

(

6

)

 

る
「
学
問
社
会
学
」

(Sociology
of 
S
c
i
e
n
c
e
 `
 
o
r
 
W
i
s器
nschaftssoN
 iologie)

的
な
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
も
つ
と
現
実
的
に
は
、
「

専
門
」
が
一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
専
門
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
側
に
生
ず
る
失
業
防
衛
（
仔
h
u
t
z
・
g
e
g
e
n
Arbeitslosigkeit)

に
起

因
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
た
否
み
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
（
ま
さ
に
こ
の
面
を
弥
縫
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
「
象
牙
の
塔
A
I
v
o
r
y
 Tower

• 

の
美
名
が
強
調
せ
ら
れ
た
、
と
も
い
え
よ
う
）
。

(

7

)

 

と
が
従
来
「
特
に
中
産
階
級
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
来
た
と
す
る
こ
と
や
、
ま
た
た
と
え
ば
中
世
大
学
に
お
け
る
こ
の
世
俗
的
な
、
ヴ

ェ
プ
レ
ン
流
に
い
え
ば
金
銭
的

(
p
e
c
u
n
i
a
r
y
)

な
面
の
露
骨
で
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
、

・
・
・
学
者
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
は
、
殊
に
ヤ
ス
。
ハ
ァ
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

大
学
に
お
け
る

青
年
の
徳
操
も
学
問
の
進
歩
も
共
に
彼
等
に
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
当
時
『
金
を
取
っ
て
祖
国
へ
送
る
』

(

8

)

 

u
n
d
 ins 
V
a
t
e
r
l
a
n
d
 
schicken,) 
...IJ
い・つ士心

X

p々
4
は
ラ
テ
ン
語
の
諺
が
発
見
さ
れ
た
の
も
極
め
て
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
一
面
の
見

(

9

)

 

方
で
あ
っ
た
」
、
と
理
想
主
義
哲
学
者
フ
ィ
ヒ
テ
を
し
て
す
ら
い
わ
し
め
た
の
を
み
れ
ば
、
ま
さ
に
お
も
い
半
ば
を
す
ぎ
る
で
あ
ろ

註

(
1
)
Fichte, 
E
i
n
i
g
e
 V
o
r
l
e
s
u
n
g
e
n
 iiber 
die B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 d
e
s
 Gelehrten, 1
7
9
4

な
ど
参
照
。

(
2
)
 W
e
b
e
r
,
 D
i
e
 protestantische 
E
t
h
i
k
 u
n
d
 d
e
r
 ;1:>Geist<i 
d
e
s
 K
a
p
i
t
a
l
i
s
m
u
s
,
 1
9
3
4
,
 
S. 
6
2
 

T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
澤
村
）

彼
等
の
名
声
は
高
ま
り
、

同
時
に
ま
た
彼
等
の
収
入

(
E
i
n
k
昔
fte)

も
殖
え
た
。

(
G
e
l
d
 
n
e
h
m
e
n
 

（
だ
が
）

「
最
初
の
大
学
の
創
立
者
達
は

．．． 
卓
抜
な

一六

「
勉
学
と
研
究
」
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さ
て
上
記
の
ご
と
き
教
育
社
会
学
的
な
展
相
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
来
っ
た
教
師
の
仕
事
の
「
天
職
観
」
の
、

を
暴
露
し
、
そ
れ
か
ら
つ
い
に
脱
皮
せ
し
め
た
も
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
教
師
の
「
労
仇
組
合
」

T

g

 
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 
(.I: 村）

て
い
る
。

四

Gottfried 
E
i
s
e
r
m
a
n
n
 `
 
1
9
5
5
)
,
 

ss. 8
9
~
9
9
 

(
7
)
 K
a
r
l
 Jaspers, 
D
i
e
 I
d
e
e
 d
e
r
 Universitlit, 1
9
5
2
 

(
8
)
フ
ィ
ヒ
テ
の
原
文
に
は
ド
イ
ツ
語
の
み
用
い
ら
れ
、
ラ
テ
ン
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

て
見
た
が
、
遂
に
該
当
す
る
ラ
テ
ン
原
文
を
発
見
出
来
ず
、
こ
こ
に

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
訳
文
は

田
中
秀
央
先
生
を
わ
ず
ら
わ
せ
て
、
そ
の
ラ
テ
ン
訳
を
頂
く
仕
鍛

p
e
c
u
n
i
a
m
 adipisci 
et 
in 
patria 1313 ittere 

中
先
生
な
ら
び
に
福
本
喜
之
助
教
授
に
、
深
甚
の
謝
意
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
。

(
9
)
 Fichte, 
U
b
e
r
 d
a
s
 W
e
s
e
n
 d
e
s
 G
e
l
e
h
r
t
e
n
 u
n
d
器
i
n
e
E
r
s
c
h
e
i
n
u
n
g
e
n
 i
m
 G
e
b
i
e
t
 d
e
r
 Freiheit, in Fichtes W
e
r
k
e
 (hrsg. 

V• 

F. 
M
e
d
i
c
u
s
)
 
,
 Bd

.
 V
,
 S. 
5
7
 

森
昭
訳
ヤ
ス
パ
ァ
ス
大
学
の
理
念

一七

(
T
r
a
d
e
 
U
n
i
o
n
)

で
あ
っ
た
。
教
員 田

(
3
)
 
Fichte• 

D
e
d
u
z
i
e
r
t
e
r
 
P
l
a
n
 
einer 
z
u
 Berlin 
z
u
 e
r
r
i
c
h
t
e
n
d
e
n
 
H
o
h
e
r
n
 

B
 it 

einer 
A
k
a
d
e
,
m
i
e
 d
e
r
 W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
 
stehe 
(in 
0
D
i
e
 
ldee 
d
e
r
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 
Universititt,0 
1
9
5
6
)
 !

 

S. 
1
3
4
 

(
4
)
 V
e
b
l
e
n
,
 
T
h
e
 H
i
g
h
e
r
 L
e
a
r
n
i
n
g
 in A
m
e
r
i
c
a
,
 p. 
1
8
 

(
5
)

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
教
師
に
は
技
術
的
オ
斡
を
必
要
と
し
、
そ
れ
は
「
技
術
家
」

(
6
)
た
と
え
ば
Alois
D
e
m
p
f
,
 D
i
e
 ldee einer Soziologie d
e
r
 W
i
s
s
e
n啓
haft
(in 
11 
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
 u
n
d
 Kultursystem,'1 
hrsg• 

v
o
n
 

な
お
デ
ン
プ
フ
は
本
論
文
中
、

W
i
s
器
n
s
c
h
a
f
t
s
s
o
z
i
o
l
o
g
i
e
と
い
う
成
語
を
も
使
用
し

二
五

0
頁
参
照

わ
た
く
し
と
し
て
は
能
う
か
ぎ
り
し
ら
ペ

で
あ
る
。
な
お
こ
の
点
に
関
し
て
、

そ
の
外
面
的
形
式
性

(Kiinstler)
で
あ
る
、
と
し
ば
し
ば
の
ぺ
て
い
る
。
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す
る
に
と
ど
め
る
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ば
ウ
ィ
ル
ソ
ン

数
料

(stipend)

を
受
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
社
会
的
に
自
ら
の
衿
持
を
も
た
も
ち
う
る
の
で
あ
る
。

一
八
八
四
年
フ
ラ
ン
ス
で
結
成
せ
ら
れ
た

L
g
S
y
n
d
i
c
a
t
s
 d
e
s
 I
n
s
t
i
t
u
t
e
u
r
s
に
は

じ
ま
り
、
同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
の

F
e
d
e
r
a
t
i
o
n

F
e
d
e
r
a
t
i
o
n
 U
n
i
t
a
i
r
e
 
d
e
 l
'
E
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
な
ど
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
N
U
T
(
N
a
t
i
o
n
a
l
U
n
i
o
n
 of 
Teachers of E
n
g
l
a
n
d
 a
n
d
 

W
a
l
e
s
)

と
か
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
の
A

F

T

て
の
歴
史
的
、
と
く
に
教
育
社
会
学
的
展
相
も
ま
た
一
応
吟
味
さ
る
べ
き
問
題
で
も
あ
ろ
う
が
、
い
ま
は
本
論
の
主
旨
と
も
相
離
れ
る

の
で
こ
れ
を
省
略
し
、
従
っ
て
こ
こ
で
は
、

(
L
o
g
a
n
 W
i
l
s
o
n
)
 

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
教
員
組
合
の
、
し
か
も
本
論
に
関
係
あ
る
範
囲
の
み
を
、
す
な
わ
ち

(

1

)

 

の
「
教
職
社
会
学
」

(Sociology

of 
a
 Profession)

的
な
観
察
の
一
部
だ
け
を
、
問
題
と

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
教
員
組
合
の
発
達
は
、
諸
他
の
国
ぐ
に
に
く
ら
べ
て
い
さ
さ
か
お
く
れ
、
や
っ
と
一
九

0
二
年
頃
か
ら
各
地
で
教

と
こ
ろ
で
教
員
の
労
仇
組
合
に
つ
い
て
は
、

p
o
s
i
t
i
o
n
 
を
獲
得
・
確
保
す
る
と
と
も
に
、
学
者

・つ。

む
し
ろ
こ
れ
に
よ
っ
て
、

わ
た
く
し
が
前
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
教
員
は

と
い
う
、
ま
た
そ
の
他
の
社
会
連
関

が
労
佑
組
合
を
結
成
す
る
こ
と
が
、
た
と
え
近
代
資
本
主
義
社
会
の
経
済
的
環
境
に
順
応
す
る
、
あ
る
い
は
止
む
な
く
順
応
さ
せ
ら
れ

る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

T
g
 
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
湿
村
）

そ
の
事
情
の
如
何
を
問
わ
ず
、
と
も
か
く
も
教
員
の
仕
事
を
職
業
労
仇

(Berufsarbeit)

と

み
る
も
の
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
い
わ
ゆ
る
実
業
原
理
に
よ
る
教
育
企
業

(educational
enterprise) 

位
置
づ
け

(ortsbg
 ti
m
m
e
n
 
u
n
d
 
orientieren)

、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
職
業
労
仇
的
性
格
を
規
定
す
る
も
の
と
い
う
ぺ
き
で
あ
ろ

(Gesellschaftszusammenhange)

の
中
に
自
ら
の
、
す
な
わ
ち
教
師
と
し
て
の

「
学
問
の
府
」

の
経
営
機
構
の
中
に
自
ら
を

と
し
て
ま
た
教
育
者
と
し
て
成
立
し
う
る
経
済
的
基
盤
、
く
わ
し
く
い
え
ば
学
者
た
る
た
め
の
研
究
費
や
、
教
師
た
る
た
め
の
教
育
手

G
e
n
e
r
a
l
e
 
d
e
 
l
'
E
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
,
 
S
y
n
d
i
c
a
t
 
N
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
s
 
I
n
s
t
i
t
u
t
e
u
r
s
 `
 

）
な
ど
が
あ
り
．
、
従
っ
て
そ
の
成
立
過
程
に
つ
い

(
A
m
e
r
i
c
a
n
 
Federation 
of T
e
a
c
h
e
r
s
 

一八
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る
。
さ
れ
ば
メ
ッ
ツ
ガ
ア

な
ど
が
お
も
だ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
乍
ら
こ
れ
ら
に
は
、

一
読
し
て
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、

五
員
組
合
結
成
の
動
き
が
見
ら
れ
は
じ
め
、
従
来
教
員
運
動
の
主
導
権
を
握
つ
て
い
た
N
E
A
(
N
a
t
i
o
l
)
.
a
l
E
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
 
Association)

か

ら
脱
し
て
純
然
た
る
労
仇
組
合
的
性
格
を
も
っ
た
A
F
T
の
結
成
は
、
や
つ
と
一
九
一
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
前
後
か

ら
二

0
年
頃
に
か
け
て
、

こ
の
問
題
に
関
す
る
論
説
が
教
育
関
係
雑
誌
等
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
出
し
た
が
、
そ
の
主
だ
っ
た
も
の
だ
け

マ
イ
ァ
ー
ズ

(
M
y
e
r
s
)

、
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ

(
L
o
v
e
j
o
y
)

た
ち
、
あ
る
い
は
ス
テ
イ
ア

(Stair)
、

オ
ー
ヴ
ァ
ス
ト
リ
ィ
ト

(Overstreet)

等
で
あ
っ
た
。
な
お
前
三
者
は
反
対
論
の
雄
で
あ
り
・
後
二
者
は
賛
成
論
の
代
表
で
あ
っ
て
、

(

2

)

 

い
ず
れ
も
華
や
か
に
論
壇
を
に
ぎ
わ
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
大
学
教
授
た
ち
が
労
佑
組
合
に
参
加
す
べ
き
か
ど
う
か
は
、
そ
の
当
時
か
ら
今
日
ま
で
教
職

(profession)

を
ゆ
す
つ
て
き
た
問

(

3

)

 

題
で
あ
る
」
が
、
ま
ず
こ
の
問
題
に
反
対
す
る
人
び
と
の
意
見
を
要
約
す
る
と
、

労
仇
の
ご
と
く
、
金
銭
の
獲
得

(
p
e
c
u
n
i
a
r
y
g
a
i
n
)

が
彼
等
の
主
要
な
目
的
で
は
な
い
、

ス
ト
ラ
イ
キ
や
そ
の
他
威
嚇
の
労
佑
戦
術
は
教
師
に
は
通
用
し
な
い

(indefensible)

、

諸
伝
統
は
公
平
に
（
且
t
h
o
u
t
bias)

解
釈
さ
れ
、
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

一九
"calling"
と
い
う
語
に
み

労
佑
組
合
の
本
質
的
な
機
能

(function)

を
規
定
す
る
競
争
的
状
況
は
、
教
師
も
理
事
(trustees)

も
共
に
公
共
の
利
益
の
監

(

4

)

 

視
人

(custodians)

た
る
大
学
の
職
業

(
a
c
a
d
e
m
i
c
calling)

に
は
存
在
し
な
い
、
」

ら
れ
る
ご
と
き
前
述
の

「
天
職
」
観
的
な
見
方
の
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
ひ
そ
や
か
に
か
く
さ
れ
て
い
る
、

(
W
a
l
t
e
r
 
P
.
 
M
e
t
z
g
e
r
)

も
、
ま
た
別
な
角
度
か
ら
、
大
学
教
授
が
労
仇
組
合
に
参
加
す
る
の
を
た
め
ら
う

T
e
a
c
h
i
n
g
'
}
o
a
d
 
(
澤
村
）

四
-, 

教
師
は
一
般
大
衆
に
サ
ァ
ヴ
ィ
ス
す
る
、

で
も
、
リ
ュ
デ
ィ
ガ
ア

(
R
u
e
d
i
g
e
r
)

、

と
い
え
る
の
で
あ
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(
m
e
d
l
e
y
)

や、

の
基
準
や
功
績
に
差
異
の
あ
る
こ
と
や
、

に
よ
っ
て
一
の
囲
い
を
も
う
け
て

『
大
学
教
授
』

理
由
を
、
ホ
ッ
フ
ス
久
ッ
タ
ァ
と
の
共
著
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
大
学
の
自
由
の
展
開
』

F
r
e
e
d
o
m
 i
n
 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 
States, 
1
9
5
5
)

に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
に
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
他
の
自
由
業

(
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
s
)

、
と
く
に
弁
護
士
と
医
者
と
は
、
こ
の
期
間
に
彼
等
の
特
殊
な
利
益
を
擁

護
す
る
た
め
に
団
結
し
て
い
る
こ
と
を
お
も
え
ば
、
大
学
教
授
た
ち
の
不
精
さ
加
減

(inertia)

は
む
し
ろ
奇
異
な
く
ら
い
で
あ
る
。

吾
人
は
（
組
合
結
成
の
）
お
く
れ
て
い
る
理
由
を
、
大
学
教
授
社
会
を
分
裂
さ
せ
、
団
結
し
た
意
見
と
行
動
と
の
展
開
に
対
抗
し
た
諸
要

素
に
、
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
要
素
の
ひ
と
つ
は
、
学
者
の
仕
事

(
s
c
h
o
l
a
r
l
y

w
o
r
k
)
 

と
か
、
事
務
所
と
か
、
鉱
山
と
か
は
専
門
化

(specialization)

の
場
所
で
あ
る
。

か
は
、
大
学
に
仇
く
人
を
隔
離
さ
せ
、
自
分
の
持
場
に
向
わ
せ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
医
者
や
弁
護
士
た
ち
は
彼
等
の
自
給
自
足

の
不
利
な
点
を
克
服
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
専
門
業
の
組
織
化
を
お
く
ら
せ
て
い
る
も
つ
と
も
特
異
で
重
要
な
も
の
は
、

大
学
教
授
社
会
を
縦
断
す
る
制
度
的
及
び
訓
育
的
な
障
壁
で
あ
っ
た
。

を
擁
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
）

T

g

 
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
.
 村）

ア
メ
リ
カ
で
は
、
大
学
の
仕
事
は
、

(
p
a
r
o
c
h
i
a
l
l
y
)

か
、
ま
た
ひ
と
つ
に
は
、

こ
と
な
っ
た
大
学
の
階
級
．
（
r
a
n
k
s
)

ス
ト
(caste)
的
分
裂
を
惹
起
し
た
の
で
あ
る
。
も
つ
と
重
要
な
こ
と
は
、

お
き
、
霊
の
む
く
い

(
p
s
y
c
h
i
c
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
s
)
 

職
業

(
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
)

の
理
想
主
義
が
、

物

ひ
と
つ
は
各
個
の
機
関

ひ
と
つ
か
ま
た
は
他
の
学
会
（
大
学
教
授
で
な
い
専
門
家

に
よ
っ
て
全
国
的
に
か
、
と
り
あ
つ
か
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

と
い
う
肩
書
で
ふ
ん
わ
り
包
ま
れ
た
オ
幹
と
人
格
性
と
の
寄
せ
集
め

『
単
科
大
学
』
と
『
綜
合
大
学
』
と

に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
経
験
と
名
声
と
の
等
級
な
ど
、

こ
れ
ら
す
べ
て
が
カ

そ
の
目
的
が
労
仇
組
合
主
義
の
気
味
の
あ
る
組
織
に
加
入

す
る
こ
と
に
対
す
る
嫌
悪
が
、
大
学
人
た
ち
の
間
に
深
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
サ
ァ
ヴ
ィ
ス
と
い
う
美
辞

(rhetolic)

で
支
え
ら
れ
た
（
大
学
教
授
と
い
う
）

に
土
台
を

図
書
館
と
か
、
研
究
所
と
か
、
教
室
と

の
諸
条
件
で
あ
る
。

二
0

工
場

(
T
h
e
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
of 
A
c
a
d
e
m
i
c
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T
g
 
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
澤
村
）

四

A
F
L
は
階
級
イ
デ
オ
ロ
ギ
ィ

(class
i
d
e
o
l
o
g
y
)

を
も
つ
て
い
な
い
、

教
育

(
t
e
a
c
h
i
n
g
)

の
条
件
は
ま
さ
に
労
佑
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
、

理
事
会

(
b
o
a
r
d
s
of 
trustees)

は
実
業

(business)

と
手
を
く
ん
で
い
る
、

な
し‘ヽ

~ 

つ
ぎ
に
、
教
員
も
労
佑
組
合
を
結
成
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
論
を
支
持
す
る
人
び
と
の
意
見
を
要
約
す
る
と
、

教
師
の
経
済
的
保
証

(
e
c
o
n
o
m
i
c
security)

を
改
良
せ
な
い
で
は
、
教
職

(professional)

の
理
想
を
擁
護
す
る
こ
と
は
出
来

た
い
と
お
も
う
。

し
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
、

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

リ
カ
大
学
の
、

(
G
u
s
t
a
v
 
B
o
h
m
e
r
)
 

そ
の
社
会
権
力
構
造

(
c
o
m
m
u
n
i
t
y
p
o
w
e
r
 structure)

に
お
け
る
教
師
の
精
神
衛
生

(
m
e
n
t
a
l
h
y
g
e
n
i
e
s
)

と
を
追
求

・
・
・
・
・
・
・
な
お
ヴ
ェ
プ
レ
ン
も
亦
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
が
、

c
o
m
m
u
n
i
t
y
)

、
と
り
わ
け
ベ
ェ
メ
ル

と。

ま
こ
と
に
こ
れ
は
、

「
天
職
」
観
に
ま
つ
わ
る
似
非
理
想
主
義
的
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
、

大
学
社
会

質
的
な
実
入
り

(
g
a
i
n
)

を
そ
の
主
要
な
目
的
と
す
る
い
か
な
る
活
動
を
も
、
遠
ざ
け
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ィ
を

超
越
す
る
、
と
主
張
す
る
（
大
学
教
授
と
い
う
）
職
業
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ィ
が
、
自
己
防
衛
の
組
織
に
す
ら
恒
久
的
な
承
諾
を
与
え
る
こ

と
に
賛
成
し
な
か
っ
た
。
上
品
な
風
釆
を
保
つ
慣
例
に
象
っ
た
（
大
学
教
授
の
）
職
業
の
品
位
が
、

圧
力
集
団

(pressure

g
r
o
u
p
)
 

そ
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
そ
の
ほ
か
に
、
管
理
者
の
報
復
に
対
す
る
惧
れ

(the
fear 
of 
administrative 

の
戦
術
に
反
し
て
い
た
。

(

5

)

 

reprisal)

と
、
枯
色
蒼
然
た
る
孤
立

(ivied
isolation)

の
長
年
月
の
間
に
大
学
人
の
心
に
し
み
込
ん
だ
あ
る
種
の
無
気
力
と
臆

(

6

)

 

病

(inertness
a
n
d
 timidity)

と
、
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
、

(
u
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 

(

7

)

 

の
指
摘
し
た
よ
う
な
独
裁
専
制
的

(autokrati包
h
)

傾
向
の
つ
よ
い
ア
メ

そ
れ
は
の
ち
に
ふ
れ
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U
n
i
v
.
 
of 
W
i
s
c
o
n
s
i
n
)
 

く
ら
い
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

trustees) 
の
考
え
で
は
、
大
学
教
授
は
被
傭
者

(
e
m
p
l
o
y
e
e
s
)

戦
争
以
後
の
時
代
に
は
、
大
学
教
授
自
身
が
理
事
者
た
ち
の
単
な
る
被
傭
者

(
e
m
p
l
o
y
e
e
)

述
の
ご
と
く
、
独
裁
専
制
的
傾
向
の
つ
よ
い
ア
メ
リ
カ
大
学
で
は
、
「
極
め
て
初
期
の
時
代
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
理
事
者
達

(
A
m
e
r
i
c
a
n

(

9

)

 

で
あ
る
と
高
を
く
く
つ
て
い
」
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
と
く
に
「
南
北

(
1
0
)
 

に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
法
廷
で
力
説
し
た
」

一
八
七
三
年
バ
ト
ラ
ア

(Butler)

が
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
理
事
者
(
R
e
g
e
n
t
s
of 
t
h
e
 

(11) 

に
対
し
て
、
「
被
傭
者
と
し
て
職
に
つ
い
た

(gtablish himself as a
n
 e
m
p
l
o
y
e
e
)
」
も
の
の
給
料
の
支
払
に
関
．

こ
と
に
労
佑
組
合
結
成
の
賛
成
論
者
が
、

「
理
事
会
は
実
業
と
手
を
く
ん
で
い
る

(allied 
w
i
t
h
)

」
点
を
理
由
と
す
る
の
は
、
前

ら
が
も
つ
と
も
適
応
し
う
る
か
が
問
題
で
あ
っ
て
、

「
天
職
」
観
が
今
日
な
お
捧
持
さ
れ
う
る
の
は
、
教
師
の
仕
事
の
、

ヘ
ェ
ゲ
ル
の

か
な
よ
う
に
、

s
n
o
b
b
e
r
y
)
 
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
、

な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は

c
a
l
l
i
n
g

を
避
け
て

p
r
o
f
e
務
i
o
n

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
あ
き
ら

教
師
の
仕
事
の

「
天
職
」
観
を
脱
し
て
、

も

p
r
o
f
e
s
s
i
o
n

が
、
前
に
わ
た
く
し
の
指
摘
し
た
よ
う
な
社
会
的
位
置
決
定
と
、
「
経
済
的
保
証
」
に

o
c
c
u
p
a
r
e
す
る
経
済
的
基
盤

性
と
に
お
い
て
、
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

も
と
ず
く
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、

か
く
て
、
教
員
の
労
仇
組
合
結
成
に
対
す
る
賛
否
の
両
論
は
、
結
局
根
本
的
に
み
れ
ば
、
教
師
の
仕
事
に
関
す
る
職
業
観
的
解
釈
に

た
だ
現
代
の
資
本
主
義
経
済
社
会
機
構
に
お
け
る
、
教
育
・
経
済
社
会
学
的
展
相
に
、
ど
ち

指
摘
し
た
よ
う
な
、
抽
象
性
に
あ
る
、
と
み
な
さ
れ
て
も
ま
た
止
む
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

「
専
門
業
」

(profession) 

と
し
て
の

「
職
業
」
観
に
立
ち
、

六

(

8

)

 

組
合
は
民
主
主
義
的
な
力

(force)

で
あ
る
」
、

五
労
仇
と
連
合
す
る
こ
と
を
こ
の
ま
な
い
の
は
、

T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
澤
村
）

大
学
人
の
、

ヽ
し
カ

上
に
へ
つ
ら
い
下
に
い
ば
る
と
い
う
俗
物
根
性

(
a
c
a
d
e
m
i
c



413 

T
e
a
c
h
i
n
g
 
L
o
a
d
 (
澤
村
）

ば
、
お
の
ず
か
ら
に
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
。

っ
た
。

r6
。ヽ

t
,
 

(enterprise) 
と
み
る
こ
と
で
あ
り
、
企
業
に

わ
ず
か
に
最
近
ア
メ
リ
カ
綜
合
大
学
協
会

「
大
学
に
お
け
る
教
授
は
、
本
人
と
彼
を
雇
傭
す
る

(
e
m
p
l
o
y
)

理
事
会
と
の

間
に
契
約

(contract)
の
存
在
を
排
除
す
る
と
い
う
、
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
公
共
官
吏
(public
officier)

で
あ
る
、
と
は
考
え

(
1
2
)
 

に
あ
る
」
、
と
裁
定
を
下
し
て
い
る

・
・
・
教
授
と
理
事
会
と
の
関
係
は

．．． 
純
然
た
る
契
約
関
係

(contract
relation) 

の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
に
類
似
し
た
ケ
ェ
ス
は
、

そ
の
若
千
を
か
か
げ
て
も
次
の
諸
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ス
州
立
農
業
大
学

(
K
a
n
s
a
s
State 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
College)

と
マ
ッ
ヂ

(
M
u
d
g
e
)

と
の
係
争
、

と
ア
リ
ゾ
ナ
大
学
理
事
者

(
B
o
a
r
d

of 
R
e
g
e
n
t
s
 
of 
t
h
e
 
U
n
i
v
.
 
of 
A
r
i
z
o
n
a
)
 

さ
れ
ば
「
大
学
教
授
は
被
傭
者
で
あ
る
」
と
み
る
こ
と
は
、
大
学
（
教
育
）
を
企
業

し
、
権
利
回
復
の
法
廷
斗
争
を
行
っ
た
際
、
法
廷
は
、

と
の
係
争
、

(
H
a
r
t
i
g
a
n
)

と
ウ
ェ
ス
ト
・
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
大
学
理
事
者

(
B
o
a
r
d
of 
R
e
g
e
n
t
s
 
of 
W
e
s
t
 V
i
r
g
i
n
i
a
 
U
n
i
v
.
)

と
の
係
争
、

(

1

3

)

 

の
ウ
ォ
ー
ド

(
W
a
r
d
)

と
カ
ン
サ
ス
州
立
農
業
大
学
理
事
者
と
の
係
争
、
な
ど
の
ご
と
き
で
あ
る
。
か
く
て
こ
そ
、
カ
ァ
ク
。
ハ
ト
リ
ッ

(

1

4

)

 

ク

(
J
•
E
•
K
i
r
k
p
a
t
r
i
c
k
)

も
「
大
学
教
授
の
契
約
的
被
傭
者
の
地
位
」

(contractual,
e
m
p
l
o
y
e
e
 
status 
of 
professors)

に
言
及
せ

(
1
5
)
 

る
ご
と
く
、
ま
さ
に
「
大
学
教
授
は
太
古
の
高
い
地
位
か
ら
没
落
し
た
」

(professors fell 
f
r
o
m
 a
 pristine 
h
i
g
h
 
estate.)

の
で
あ

な
お
こ
れ
ら
の
事
情
に
関
し
て
は
、
わ
た
く
し
が
か
つ
て
『
教
育
の
様
式
』
の
中
で
指
摘
し
た
ご
と
く
、

成
立
の
由
来
と
そ
の
特
質
と
を
回
顧
す
れ
ば
、
自
ら
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
従
っ
て
、

一
九

0
五
年

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
学
校

ア
メ
リ
カ
大
学
は
中
世
大
学
の
「

教
師
と
学
生
と
の
協
同
組
合
」

(universitas
studii)

の
伝
統
を
受
け
つ
い
で
は
お
ら
ず
、

(

1

6

)

 

が
前
記
の
声
明
に
お
い
て
、
そ
れ
へ
還
る
べ
き
だ
と
主
唱
す
る
に
至
っ
た
経
緯
が
あ
る
の
み
だ
と
い
う
こ
と
を
も
思
い
あ
わ
せ
る
な
ら

一
九

0
一
年
の
ハ
ァ
テ
ィ
ガ
ン

一
八
九
九
年
の
デ
ヴ
ォ
ル

一
八
七
八
年
の
カ
ン
サ

(
D
e
v
o
l
)
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一
九
一
六
年
一
＿
一
月
で
あ
っ
て
、

五

上
述
し
た
如
く
、

(
8
)
 M
e
t
z
g
e
r
,
 0
 p. cit•• 

p. 
4
7
0

註

て
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
表
現
は
き
わ
め
て
象
徴
的
で
あ
る
。

参
照
。

参
照
。

二
五

(

7

)

 
G
u
s
t
a
v
 B
o
e
h
m
e
r
,
 G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
 d
e
r
 Biirgerlichen 
R
e
c
h
t
s
o
r
d
n
u
n
g
,
 Erstes B
u
c
h
,
 
D
a
s
 biirgerliche 
R
e
c
h
t
 als 
Teil ,
 

gebiet d
e
r
 G
e器
m
t
r
e
c
h
t
s
o
r
d
u
n
g
,
1
9
5
0
 `
 
s. 
3
0
6
 

(
9
)
 ibid., 
p. 4
5
9
 

(10) 
ibid., 
p. 4
6
0
 

(
1
1
)
 
ibid., 
p. 4
6
3
 

(12) 
ibid., 
pp. 4
6
3
~
4
 

た
と
え
ば

3
2

W
i
s
c
o
n
s
i
n
 R
e
p
o
r
t
s
 1
2
4
 (
1
8
7
3
)

な
ど
参
照
。

(13)
各
係
争
の
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、

2
1

K
a
n
s
a
s
 
R
e
p
o
r
t
s
 2
2
3
;
 6
 
A
r
i
z
o
n
a
 
R
e
p
o
r
t
s
 2
5
9
;
 4
9
 
W
e
s
t
 Virginia 

R
e
p
o
r
t
s
 1
4
 ;
 1
3
8
 F
e
d
e
r
a
l
 R
e
p
o
r
t
e
r
 3
7
2
 

t
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

(
1
4
)
 
J
.
 E• 

Kirkpatrick, 
A
c
a
d
e
m
i
c
 O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 Control, 1
9
3
1
,
 
pp. 1
8
9
~
2
0
1
 

(15) 
M
e
t
z
g
e
r
,
 
op. 
cit., 
p. 
4
6
 
0
 

(
1
6
)
 
A
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 b
y
 t
h
e
 Association 
of 
A
m
e
r
i
c
a
n
 Universities, 1
9
4
8
 

(

1

)

 

T

・
ヴ
ェ
プ
レ
ン
が
、

"
T
h
e
H
i
g
h
e
r
 L
e
a
r
n
i
n
g
 i
n
 A
m
e
r
i
c
a
"

を
「
約
十
二
年
あ
ま
り
の
歳
月
を
費
し
て
」
書
き
上
げ
た
の

Teaching• 

L
o
a
d
 (
澤
村
）

(
6
)
 M
e
t
z
g
e
r
,
 op. 
cit., 
pp. 4
6
9
~
7
0
 

一
九

0
二
年
頃
か
ら
一
九
一
六
年
に
至
る
教
員
の
労
仇
組
合
結
成
運
動
の
華
や
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ェ
ル
か
ら
の
離
脱
は
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

前
者
は
当
分
の
間
遥
か
に
コ
ス
ト
の
か
か
ら
な
い
商
品

(
t
h
e
less 
costly 
c
o
m
m
o
d
i
t
y
)
 

え
な
い
羽
目
に
あ
る
、

と
宣
告
す
る
用
意
を
し
て
い
る
。

こ
れ
が
正
規
の
現
行
俸
給
表
の
主
た
る
使
用
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
と
い
う

か
く
て
、

で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、

か
か
る
常
規
の
ス
ケ

と
も
か
く
、

場
合
、
主
題
に
関
係
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
、

領
城
に
属
す
る
問
題
点
と
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、

し
勝
ち
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
口
実
に
は
い
つ
も
、
大
学
は
、
必
要
資
金
が
欠
乏
し
て
お
り
、

で
き
る
と
こ
ろ
は
節
約
せ
ざ
る
を

の
点
に
関
し
て
は
、

T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 
(
澤
村
）

名
目
的
の
身
分
は
俸
給
の
代
り
を
つ
と
め
る
が
、

い
う
な
ら
ば
経
済
社
会
学
的
表
現
で
あ
ろ
う
。

情
が
彼
等
の
間
に
普
及
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
、
支
払
の
割
合

(
t
h
e

rate 
o
f
 

(
R
 on
o
m
i
c
 
w
a
y
 
out・ • 
• 
• 
• 
• 
• 

極
め
て
巧
み
な
表
現
で
あ
り
、

お
い
て
は
、
理
事

(directorate)

は
低
廉
な
支
払
割
合
を
（
普
通
よ
り
）
高
い
大
学
の
身
分

(
r
a
n
k
)

と
抱
き
合
せ
て

(
c
o
u
p
l
e
d
)

、

、
、
、
、
、

経
済
的
遁
路

．．．．．．． 
傍
点
筆
者
）

を
見
つ
け
よ
う
と

こ
れ
は
教
育
経
済
学
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
純
然
た
る
経
済
学
の

p
a
y
)

が
決
定
せ
ら
れ
る
個
人
的
の
取
引
に

か
で
あ
っ
た
時
期
に
、
あ
た
か
も
相
当
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
彼
は
、

的
背
景
を
、
あ
る
い
は
主
観
的
に
感
得
し
、
ま
た
あ
る
い
は
純
客
観
的
に
観
察
し
て
、

い
さ
さ
か
の
補
説
を
加
え
よ
う
。

「
彼
等
の
俸
給

(salaries)

は
賃
銀
の
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、

明
白
に
そ
の
よ
う
に
と
り
あ
つ
か
う
こ
と
は
一
｀
種
の
道
義
的
不
正

(
m
o
r
a
l

o
b
l
i
g
u
i
t
y
)

の
感
を
い
だ
か
せ
る
で
あ
ろ
う
、

二
六

ま
た

と
い
う
感

そ
の
論
述
が
、
ひ
と
た
び
教
員
の
労
仇
組
合
的
傾
向
の
問
題
に
及
ぶ
と
き
、
そ
の
論
鋒
は
き
わ
め
て
凄
烈
さ
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
そ

(

2

)

 

す
で
に
若
千
は
拙
稿
『
ヴ
ェ
プ
レ
ン
と
教
育
経
済
学
』
に
お
い
て
も
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、

「
大
学
の
被
傭
人

(
e
m
p
l
o
y
e
s
)

た
ち
は
、
賃
銀
収
入

(
w
a
g
e
,
 
e
a
r
n
i
n
g
)

人
口
の
い
か
な
る
階
級
と
も
同
様
、
無
防
備
で
無
組
織
で

(

3

)

（

4
)
 

あ
」
り
、
す
な
わ
ち
、
「
大
学
教
師

(
u
n
i
v
e
r
s
i
t
y
t
e
a
c
h
e
r
s
)

間
に
は
労
佑
組
合

(
t
r
a
d
e
u
n
i
o
n
)

が
な
」
＜
、

(

5

)

 

(collective 
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
)

も
存
し
な
い
」
。
と
い
う
の
は
、

「
団
体
交
渉

い
ま
こ
の

そ
の
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば

「
教
職
社
会
学
」
的
に
み
て
、
前
述
の
如
き
客
観
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T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
澤
村
）

要
と
み
と
め
る
」
か
ぎ
り
の
「
前
合
理
的
社
会

(die
v
o
r
 ,
 
rationale 
Gesellschaft)

」
の
中
に
、

(

8

)

 

理
的
目
標
」
が
侵
入
し
て
攪
乱
す
る
一
種
の
病
理
現
象
と
も
み
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
ま
た
、

あ
ろ
う
。

ろヽっ

ハ
イ
マ
ン
の
言
葉
を
か
り
て
い
い
か
え
る
と
、

二
七

「
生
産
性

(Produktivitlit)

の
合

「
労
佑
に
お
け
る
体
面
と
満
足
と
の
『
非
合
理
的
』
目
標
」
を
「
必

註

V
e
b
l
e
n
,
T
h
e
 H
i
g
h
e
r
 L
e
a
r
n
i
n
g
 i
n
 A
m
e
r
i
c
a

に
つ
い
て
わ
た
く
し
は
、
か
つ
て
（
一
九
五
五
年
）
『
ヴ
ェ
プ
レ
ン
と
教
育
経
済
学
」

西
大
学
経
済
論
集
創
立
七
十
周
年
記
念
号
昭
和
三
十
年
十
一
月
刊
）
に
お
い
て
、
「
大
学
を
近
代
資
本
に
関
係
さ
せ
て
資
本
の
支
配
を
強
調
し
、
こ
の

近
代
資
本
主
義
社
会
の
実
業
的
諸
原
理
を
大
学
よ
り
強
く
排
撃
し
ょ
う
と
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
、
む
し
ろ
大
学
に
お
け
る
学
問
の
あ
り
方

と
近
代
資
本
主
義
社
会
の
性
格
と
の
緊
張
関
係
を
、
大
学
と
い
う
場
に
お
け
る
力
の
緊
張
関
係
と
し
て
把
え
、
・
・
・
一
種
の
ト
ボ
ロ
ジ
カ
ル
な
分
析

に
お
い
て
考
察
し
ょ
う
と
す
る
、
大
学
運
営
管
理
の
社
会
工
学

(Social
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
)

を
試
み
た
も
の
と
見
」
た
の
で
あ
る
が
、
た
ま
た
ま
同
じ

年
メ
ッ
ツ
ガ
ア
も
ま
た
同
様
の
見
解
に
達
し
た
と
み
え
、
「
ヴ
ェ
プ
レ
ン
は
、
一
方
で
は
学
問
の
文
化
と
、
他
方
で
は
実
業
の
文
化
と
、
の
間
の
両
極

性

(polarity)

を
構
成
し
た
の
で
あ
る
」
、
と
の
ぺ
て
い
る
。
：
・
・
:
M
e
t
z
g
e
r
,
 op. 
cit., 
p. 
4
5
2
 

（
疑
い
も
な
く
思
慮
の
な
い
）
示
唆
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（関

る
よ
り
も
高
い
身
分
に
つ
き
も
の
の
威
厳

(
d
i
g
n
i
t
y
)

と
い
う
経
費
増
加
分
を
、
内
払
い
と
し
て
、

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
個
人
的
取
引
の
成
り
行
き
は
、
大
学
社
会
で
は
ま
さ
に
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
、
通
常
の

競
争
的
実
業
の
取
引
と
は
正
反
対
に
、
大
学
経
営
に
お
け
る
実
業
的
企
業
運
営

(
t
h
e
c
o
n
d
u
c
t
 
of 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
enterprise 
in 
a
c
a
d
e
m
i
c
 

(

6

)

 

m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
)

を
支
配
す
る
職
業
倫
理
綱
領
の
き
ま
っ
た
も
の
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」
、
と
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
近
代
質
本
主
義
が
．

、
、
、
、
、

前
資
本
主
義
社
会
を
お
び
や
か
し
て
い
る
経
済
的
状
相

(
e
c
o
n
o
m
i
c
p
h
a
s
e
)

と
相
似
か
よ
う
も
の
で
あ
り
、
か
く
て
ド
ォ
フ
マ
ン
の
い

（

註

）

（

7
）

「
近
代
資
本
の
支
配
に
関
係
」
さ
せ
て
い
る
、
と
の
指
摘
は
、
そ
の
一
面
が
こ
こ
で
は
き
わ
め
て
顕
著
で
あ
る
、
と
い
い
う
る
で

受
領
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
稀

か
く
し
て
、
大
学
の
被
傭
人
は
、
彼
の
俸
給
額
が
指
示
し
て
い
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タ
リ
ズ
ム
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。

て、 で
は
な
い
と
い
う
、

一
方
で
は
労
仇
組
合
へ
の
動
向
を
阻
害
し
、

「
そ
れ

(
G
e器
llschaftssystem)

（
筆
者
註
す
な
わ
ち

と
い
う
よ
う
な
係
争
問
題
に

と
の
必
然
的
な
摩
擦
よ
り

も
、
む
し
ろ
そ
の
社
会
成
員
の
精
神
衛
生
に
、
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
も
亦
メ
ッ
ツ
ガ
ァ
も
、
同
様
に
も
と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

(
a
c
a
d
e
m
i
c
 

p
e
r
s
o
n
n
e
l
)

は
、
自
分
が
こ
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
の
は
ま
っ
た
く
金
銭
的
な
報
酬

(
P
R
u
n
i
a
r
y
 
r
e
t
u
r
n
s
)

の
た
め

、
、
、
、

(

9

)

よ
り
好
み
を
す
る
ー
ー
＇
お
そ
ら
く
気
む
づ
か
し
い
ー
—
i

確
信
か
ら
、
脱
皮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
で
、
従
っ

「
大
学
の
俸
給

(
a
c
a
d
e
m
i
c
salaries)

は
、
畢
覚
正
直
に
い
つ
て
賃
銀

(
w
a
g
e
s
)

と
し
て
評
価
さ
る
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
思

慮
の
な
い

(
u
n
a
d
v
i
s
e
d
)

、
ま
た
公
式
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
な
い
確
信
が
、
給
料
支
払
簿

(
p
a
y
、roll)

に
影
響
を
与
え
る
大
学
管
理
の

他
の
特
色
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
と
く
に
労
仇
組
合
の
よ
う
な
何
も
の
か
を
被
傭
者
た
ち
が
結
成
し
た
り
、
ま
た
賃
銀

契
約

(
w
a
g
e
,
 
b
a
r
g
a
i
n
)

や
、
さ
ら
に
任
命
と
か
退
職
と
か
の
問
題
を
託
す
る
に
足
る
立
場
の
曖
昧
さ
、

つ
い
て
、
な
ん
ら
か
実
行
で
き
る
協
同
の
基
盤
で
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
点
で
は
職
業
倫
理

(ethics
o
f
 
trade) 

(
1
0
)
 

が
き
ま
つ
て
い
な
い
」
か
ら
な
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

か
か
る
大
学
内
の
社
会
的
風
土

(social
c
l
i
m
a
t
e
)

は、

(
1
1
)
 

か
け
て
い
た
教
育
原
価
計
算
論

(
E
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
o
r
 
Instructional 
C
o
s
t
 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
)

の
展
開
を
抑
圧
す
る
、

な
お
後
者
の
点
を
う
ら
づ
け
る
ご
と
く
ヴ
ェ
プ
レ
ン
は
、

く
わ
え
て
お
こ
う
と
お
も
う
。

、、

か
く
て
こ
の
病
理
的
な
経
済
的
状
相
の
原
因
を
、

T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 
(
澤
村
）

大
学
に
お
け
る
社
会
機
構

他
方
で
は
当
時
問
題
と
な
り

一
種
の
セ
ン
テ
ィ
メ
ン

t
h
e
 s
y
s
t
e
m
 
o
f
 scholastic accountancY.)~* 

Q
 
..J..j~ 

砂
ツ
で
J

未

p圭
k
u
"キ
0
4
い一しい

tJ
い
6
}
i
ぃ
、
仁
i
江

5
k
ト
6
Z
3

、
L
J
/
‘
i
L
こ
の
仕
i
声
-
（
竿
-
圭
安
旺

学
者
の

w
o
r
k
)

を
虚
心
坦
懐
に
唯
物
論
的
な
、
ま
た
金
銭
的
な
職
業

(materialistic
a
n
d
 p
 g
 
u
n
i
a
r
y
 
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
)

と
評
価
す
る
こ
と

(
1
2
)
 

を
た
え
ず
阻
止
す
る
、
長
い
間
常
識
と
な
っ
た
学
問
の
性
質
に
よ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
」
、
と
い
つ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
つ
り

「
大
学
人

ニ
八
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T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
澤
村
）

と
も
あ
れ
、
前
述
の
ご
と
く
に
ヴ
そ
フ
レ
ン
は
、
大
学
教
員
の
労
仇
組
合
結
成
を
強
調
す
る
か
に
み
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
彼

(

1

3

)

 

自
身
に
と
つ
て
そ
れ
は
、
そ
の
書
の
副
題
に
当
初
用
い
よ
う
と
し
た
と
お
り
、
大
学
の
「
全
般
的
堕
落
」

(Total

D
e
p
r
a
v
i
t
y
)
状
態
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
従
つ
て
ヴ
ェ
プ
レ
ン
に
は
、

(
1
4
)
 

で
あ
る
」
に
拘
ら
ず
、

拘
ら
ず
、

こ
の
中
に
い
わ
ゆ
る
実
業
諸
原
理
が
侵
入
し
た
た
め
に
、

(
1
5
)
 

の
地
位
に
零
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
」
、

と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

(
1
6
)
 

面
の
真
理
を
ふ
く
ん
で
は
い
る
が
、
し
か
し
間
違
っ
た
印
象
を
与
え
る
」
も
の
と
評
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
ま
ず
大

、

、

、

、

、

、

、

、

、

‘

ヽ

，

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

学
本
質
論
か
ら
み
て
、
大
学
は
本
質
的
に
ま
た
歴
史
的
に
本
来
「
教
師
と
学
生
と
の
協
同
組
合
」
で
あ
る
に
も

こ
れ
を
教
師
の
側
面
だ
け
抽
象
し
て
「
f
a
c
u
l
t
y

の
団
体
」
と
み
る
こ
と
に
、

う
。
さ
ら
に
ま
た
、
実
業
諸
原
理
が
大
学
内
に
侵
入
し
た
が
故
に
、

み
る
こ
と
も
果
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

肉
を
も
よ
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）

der Universitlit, verarb. A
u
s
g
a
b
e
,
 1
9
5
2
)
 

傭
人

(business
hirelings) 

二
九

(universitas 
studii) 

「
多
少
の

「
大
学
は
人
文
及
び
自
然
科
学
の
円
熟
し
た
学
者
、
す
な
わ
ち

f
a
c
u
l
t
y
の
団
体

い
う
な
ら
ば
偏
見
的
誤
謬
が
存
す
る
で
あ
ろ

そ
れ
に
つ
れ
て
そ
の
金
銭
的
性
向
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
て
来
た
、
と

な
る
ほ
ど
「
学
者
の
狡
智

(scholar's

craft
…
…
…
}
」
の
語
に
ひ
そ
む
ヴ
ェ
プ
レ
ン
の
皮

の
モ
ッ
ト
ォ
と
し
て
は
、

S
c
i
e
n
t
i
a

p
e
c
u
n
i
a
e
 
a
n
c
i
l
l
a
n
s

は
ス
コ
ラ
学
派
の
人
び
と
の

(
1
7
)
 

P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
a
 t
h
e
o
l
o
g
i
a
e
 a
n
c
i
l
l
a
n
s
と
同
様
決
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
」
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
な
お
且
つ
あ
え
て
い

え
る
と
す
れ
ば
、
彼
ヴ
ェ
プ
レ
ン
が
そ
の
『
有
閑
階
級
論
』

(
T
h
e

T
h
e
o
r
y
 
of 
t
h
e
 
L
e
i
s
u
r
e
 
Class, 
1
8
9
9
)

の
中
で
、
「
大
学
の
学

(
1
8
)
 

問
」
を
「
金
銭
的
文
化
の
表
現
」
と
み
、
「
有
閑
階
級
の
理
想
の
影
響
の
顕
著
な
の
は
・
・
・
大
学
の
学
問
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
有
閑

(
1
9
)
 

階
級
生
活
の
副
産
物
で
あ
る
」
、
と
い
う
基
盤
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
現
に
ヤ
ス
。
ハ
ァ
ス
す
ら
も
、
そ
の
『
大
学
の
理
念
』

(Die
!dee 

の
中
で
、
大
学
成
立
の
経
済
的
基
礎
と
な
る
ぺ
き
「
勉
学
と
研
究
」
と
に
必
要
な
「
資
力
は
、

(
2
0
)
 

自
分
の
経
済
生
活
を
支
え
る
個
人
の
仕
事
に
よ
っ
て
は
直
ち
に
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、

こ
の
思
考
方
法
に
つ
い
て
は
、

---, 

「
ア
メ
リ
カ
の
大
学
教
授
た
ち
を
実
業
の
（
金
銭
的
）
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て
い
た
。
大
学
の
経
済
学
者
が
圧
迫
さ
れ
、

お
い
て
の
べ
た
と
お
り
、

差
は
あ
る
が
少
額
の
利
子
収
入
に
よ
っ
て
生
活
す
る
、

(

2

1

)

 

れ
」
て
来
た
の
で
あ
る
こ
と
を
、
指
摘
し
て
い
る
く
ら
い
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
教
員
の
「
天
職
観
」
の
成
立
し
え
た
、
主
観
的
に
み

)
（
22) 

た
、
経
済
的
基
盤
の
ひ
と
つ
と
い
い
う
べ
く
、
ま
た
客
観
的
に
み
る
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
が
『
教
育
費
用
分
析
の
展
開
過
程
一
』
に

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
リ
ズ
ム
の
播
頭
に
と
も
な
う
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
上
昇
期
に
お
け
る
、
大
口
の
寄
附
な

ど
に
よ
る
裕
福
な
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
浪
費
的
な
大
学
財
政
で
あ
り
、

さ
れ
て
い
た
。
彼
等
は
彼
等
の
金
銭
利
子
で
生
活
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
単
科
及
び
綜
合
大
学
の
基
本
財
産
(
e
n
d
o
w
m
e
n
t
)
に
何

万
と
い
う
金
を
費
し
た
。
だ
か
ら
熱
心
な
若
い
教
育
者
た
ち
は
、

(
2
3
)
 

ま
た
名
誉
だ
と
お
も
つ
て
い
た
」
、
と
い
う
よ
う
な
事
情
な
ど
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
こ
の
教
育
・
経
済
社
会
学
的
展
相
に

お
い
て
こ
そ
、
ヴ
ェ
プ
レ
ン
は
、
利
潤
追
求
の
実
業
諸
原
理
の
侵
入
を
ば
排
撃
し
え
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
当
時
、

こ
の
よ
う
な
経
済
的
基
盤
に
も
と
ず
く
、
少
く
と
も
大
福
帳
式
成
行
管
理

(drifting

m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
)

的
大
学
財

政
は
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
リ
ズ
ム
の
も
つ
資
本
主
義
的
位
相
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
「
産
業
王
国
」

(industrial
m
o
n
a
r
c
h
y
)

に
指
導
せ
ら

れ
た
資
本
主
義
の
高
度
化
を
促
進
す
る
産
業
資
本
の
蓄
積
と
、
そ
の
た
め
考
案
さ
れ
る
種
々
の
合
理
化
傾
向
と
が
醸
成
す
る
客
体
的
な

経
済
的
状
相
か
ら
遊
離
し
、
経
済
的
孤
立
化
の
傾
向
を
示
し
は
じ
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
大
学
自
体
が
、
そ
の
経
済
的
側
面
す
ら
発
展

す
る
経
済
的
社
会
的
境
位
に
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
い
な
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
産
業
資
本
主
義
の
怒
濤
は
と
う
て
い
大
学
人
の
理

論
を
も
つ
て
し
て
も
乗
り
切
り
え
な
い
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
現
に
そ
れ
は
、

(
2
4
)
 

自
由
論

(
a
c
a
d
e
m
i
c
f
r
e
e
d
o
m
)

に
か
ら
む
「
学
問
と
富
と
の
戦
争
」

T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
澤
村
）

「
経
済
的
不
調
和
」

）
の

(
e
c
o
n
o
m
i
c
 
n
o
n
 ,
 
confir B
 ity 

た
と
え
ば
当
時
の
大
学
は
「
大
金
持
の
人
び
と
の
手
で
維
持

(a 
w
a
r
 b
e
t
w
e
e
n
 
science 
a
n
d
 
w
e
a
l
t
h
)
 

そ
こ
に
や
と
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

「
異
端
説
」 10 

（
大
学
は
）

と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ

以
前
に
は
な
お
広
く
存
在
し
た
中
産
階
級
層
に
よ
っ
て
、

(heresy)

と
罵
ら

一
八
九
五
年
頃
か
ら
一
九

0
0年
前
後
に
い
た
る
大
学

実
入
り
が
よ
く

(lucrative)
、

荷
わ
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＜ ヽ ロ」

T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
澤
村
）

わ
た
く
し
た
ち
が
一
般
に
大
学
に
つ
い
て
語
る
と
き
、

(
2
5
)

（

26) 

れ
た
こ
と
さ
え
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
大
学
が
、
ミ
レ
ェ
の
指
摘
す
る
「
社
会
に
お
け
る
も
つ
と
も
保
守
的
な
機
構
」

と
し
て
、
展
開
す
る
客
体
的
な
経
済
的
社
会
的
境
位
の
中
に
自
ら
を
、

A
・
ウ
ェ
ー
バ
ァ

(
2
7
)
 

的
に
定
位
」

(orientieren)

せ
し
め
て
い
な
い
証
左
で
あ
り
、
ま
た
モ
ォ
ト
の
い
う
と
お
り
、

(
2
8
)
 

い
」
か
ら
な
の
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
一
方
、
当
時
の
資
本
主
義
的
思
考
方
法
が
い
か
に
大
学
教
育
の
面
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
か
は
、

•
W
・
エ
リ
オ
ッ
ト

(
C
h
a
r
l
e
s

W. Elliot) 
の
考
案
し
た
「
選
択
制
度

(elective
s
y
s
t
e
m
)

は
、
自
由
資
本
主
義
者
の
考
え
方

(liberal

(
2
9
)
 

capitalist 
t
h
i
n
k
i
n
g
)

を
大
学
に
騰
写
し
た
(
a
c
a
d
e
m
i
c
t
r
a
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
)
も
の
の
よ
う
で
あ
る
」
、
と
評
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
思
い
半
ば

に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
加
え
て
前
述
の
ご
と
き
こ
の
経
済
的
社
会
的
遊
離
が
、
ま
た
こ
の
時
代
感
党
の
ギ
ヤ
ッ
プ
が
、
ー
ー
メ

ッ
ツ
ガ
ァ
は
そ
れ
を
、
大
学
内
に
お
け
る
「
陰
謀
テ
ェ
ゼ
」

(
t
h
e
thesis 
o
f
 
c
o
n
s
p
i
r
a
c
y
)
と
「
文
化
的
不
調
和
テ
ェ
ゼ
」

(
3
0
)
 

o
f
 
cultural 
i
n
c
o
m
p
a
b
i
l
i
t
y
)
 .
.
.
l
J

、
し
て
詳
説
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
詳
論
を
省
略
す
る
。
ー
—
土
実
業
諸
原
理
の
侵
入
す
る
「
突
破

(
B
r
e咎
h
e
)

を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
メ
ッ
ツ
ガ
ァ
も
指
摘
し
、

ま
た
こ
れ
ら
が
、

ま
た
時
代
の
知
識
を
解
明
す
る
に
は
あ
ま
り
に
複
雑
な
社
会
問
題
に
当
面
す
る
と
、

(
3
1
)
 

o
u
t
s
i
d
e
 
a
g
e
n
t
)

に
帰
し
た
が
る
」
、
と
い
つ
て
い
る
。
こ
こ
に
こ
そ
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
思
惟
の
限
界
が
存
す
る
、
と
断
じ
え
よ
う
し
、

(
3
2
)
 

い
う
な
ら
ば
当
時
の
「
複
雑
な
状
況
の
基
盤
を
な
す
社
会
的
及
び
心
理
的
層
面
」
な
の
で
も
あ
っ
た
。

学
問
の
世
界

・ty)

と
、
う
、
大
学
人
を
も
含
め
て
、

(
u
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
o
r
 
c
a
m
p
u
s
 c
o
m
 B
 
Uill 

_.,, 

（
研
究
と
教
育
と
を
含
む
）

現
実
の
社
会
内
に
お
い
て
志
向
的
に
定
位
づ
け
ら
れ
た
ひ

と
し
て
の
大
学
と
、

大
学
社
会

そ
れ
を
外
部
の
作
因
の
せ
い

(
w
o
r
k

o
f
 

「
安
定
し
た
慣
習
を
管
理
す
る
の
に
あ
ま
り
に
も
新
し

(
t
h
e
 
thesis 

ハ
ァ
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
長
C

「
新
し
い
状
況
に
即
応
す
る
の
が
お
そ

(
A
l
f
r
e
d
 
W
e
b
e
r
)

流
に
い
え
ば
、

「
志
向
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(11)
拙
稿
『
教
育
費
用
分
析
の
展
開
過
程
』
日
関
西
大
学
経
済
論
集
第
六
巻
第
六
号

と
つ
の
社
会
機
構

(social

o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
)

と
し
て
の
大
学
と
、
を
混
同
す
る
誤
り
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
3
3
)
 

ヘ
ェ
ゲ
ル
が
教
育
を
「
抽
象
的
労
仇
」

(abstrakte
A
r
b
e
i
t
)

だ
と
指
摘
し
た
の
は
、

か
か
る
意
味
で
は
、

大
学
社
会
に
お
け
る
学
問
と
は
、
あ
く
ま
で

A
r
b
e
i
t
a
n
 u
n
d
 ftir 
s
i
c
h
に
お
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

、
、
、
、
、
、
.
、
、
‘
ヽ

(ヽ

3

4

)

「
歴
史
を
創
造
す
る
基
体
的
存
在
」
で
あ
る
、

と
も
あ
れ
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
が
、
伝
統
的
な
大
学
精
神
を
捧
持
し
よ
う
と
す
る
情
熱
を
か
た
む
け
な
が
ら
、
ひ
と
た
び
実
業
諸
原
理
が
大

学
内
に
侵
入
し
た
暁
に
は
、
大
学
教
員
は
労
仇
組
合
を
結
成
し
て
大
学
の
自
由
を
守
る
べ
き
だ
と
、
暗
に
諷
剌
し
た
の
は
、
そ
れ
は
ま

さ
し
く
前
述
の
如
き
当
時
の
客
観
的
・
歴
史
的
境
位
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

註
(

1

)

T
.
 V
e
b
l
e
n
,
 
T
h
e
 H
i
g
h
e
r
 L
e
a
r
n
g
 in A
m
e
r
i
c
a
,
 P
r
e
f
a
c
e
 V
 

関
西
大
学
経
済
論
集
創
立
七
十
周
年
記
念
号
所
載

(
2
)
拙
稿
『
ヴ
ェ
プ
＞
ン
と
教
育
経
済
学
』

(7)J• 

D
o
r
f
m
a
n
n
,
 ・Veblen 
a
n
d
 his 
A
m
e
r
i
c
a、
1
9
3
4
,

p. 396~! 

照
。

(
8
)
 E. H
e
i
m
a
n
n
,
 W
i
r
t咎
h
a
f
t
s
s
y
s
t
e
m
e
u
n
d
 Gesellschaftssysteme, S
.
 
4

参
照
。

(10) 
V
e
b
i
e
n
 `
 
op. 
cit., 
p. 
118 

¥
 

(
9
)
 

(

4

)

 

(
5
)
 
(

6

)

 

ibid. ｀
 
p. 
1
6
2
 

(
3
)
 V
e
b
l
e
n
,
 
op. 
cit., 
p. 
117 

す
る
の
で
あ
る
。

な
い
。
さ
れ
ば
わ
た
く
し
が
大
学
を
規
定
し
て
、

ま、, 

T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
澤
村
）

こ
の
観
点
か
ら
す
れ

と
す
る
所
以
は
、

昭
和
三
十
年
十
一
月

ニ
四
頁
参
照
。

ま
さ
に
こ
こ
に
存

す
ぐ
れ
た
卓
見
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、



(~
) Veblen, 

op. 
cit., 

p. 
1
1
8
 

(~
) D

o
r
f
m
a
n
n
,
 op. 

cit., 
p. 

3
5
3
 ,!K~ 睡゚

(;::) 
Veblen, 

op. 
cit., 

p. 
1
8
 

(~
) 

Hofstadter a
n
d
 Metzger, 

T
h
e
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 of 

A
c
a
d
e
m
i
c
 F
r
e
e
d
o
m
 in 

the 
U
n
i
t
e
d
 States, 

p. 
4
5
 

ぽ
）

ibid., 
p. 

4
5
3
 

(~
) 

Veblen, 
op. 

cit., 
p. 

199 

ぼ
）

T. 
Veblen, 

T
h
e
 T
h
e
o
r
y
 of 

the 
Leisure 

Class, 
1899, 

p. 
3
6
4
 

ぼ
）

ibid., 
p. 

387 

(~
) 

(~
) 

K
.
 
Jaspers, 

D
i
e
 !dee der Universitat, 

2
 Auflage, 

1
9
5
2

泰
智

溢
~
K

゜：：：
t--

K
塁

い
環

姪
I

 
I回

兵
菰

（
斜
）
幸
涎
『
~
~

睾
正

令
$

G
幽

匡
環

暉
』

エ
l
咲
る
ギ
直
’

悩
投
幸
誕
『

t._~":,
;-, 

.>
J
~

~
 碑
恕
帥
』

10111
試
賑
~
\
匪
゜

（羽）
Veblen, 

T
h
e
 H
i
g
h
e
r
 L
e
a
r
n
i
n
g
 in 

A
m
e
r
i
c
a
,
 
p. 

185, 
(quoted f

r
o
m
 
Editorial 

o
n
 the 

dismissal 
of 

Dr.Nearing, 
in 

the 
Minneapolis Journal, 

A
u
g
u
s
t
 11, 

1915) 

（吝）
Metzger, 

op. 
cit., 

p. 
421 

（尉）
ibid., 

p. 
4
2
3
 

（器）
J
o
h
n
 D. 

Millett, 
F
i
n
a
n
c
i
n
g
 H

i
g
h
e
r
 E
d
u
c
a
t
i
o
n
 in 

the 
U
n
i
t
e
d
 States, 

1952, 
p. 

2
3
2
 

(~
) 

Alfred W
e
b
e
r
,
 D

e
r
 dritte 

oder vierte 
M
e
n
s
c
h
,
 V

o
m
 S
i
n
n
 des geschichtlichen 

Daseins, 
1953, 

S. 
2
3
8
~
\
淫
゜

（器）
P. 

R. 
Mort, Federal S

u
p
p
o
r
t
 for 

Public Education, 
1936 

~
(
器
）

R. 
H
o
f
s
ほ
dter

a
n
d
 C. 

D. 
H
a
r
d
y
,
 T

h
e
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 a

n
d
 S
c
o
p
e
 of 

H
i
g
h
e
r
 E
d
u
c
a
t
i
o
n
 in 

the 
U
n
i
t
e
d
 
States, 

1952, 

p. 
5
0
 

T
e
a
c
h
i
n
g
 L

o
a
d
 
(
殿
お
）

111111 
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(
3
3
)
巴
e
g
e
l
•
E
n
z
y
k
l
o
p
e
d
i
e
 d
e
r
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
n
 W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
,
 §
,
 
526• 

L
a
s
s
o
n
,
 S. 4
3
6

、D
i
e
d
a
m
i
t
 zugleich abstrak-

tere 
A
r
b
e
i
t
 

,
 
fiihrt 
einerseits 
d
u
r
c
h
 ihre 
Einftirmigkeit 
a
u
f
 die 
Leichtigkeit 
d
e
r
 A
r
b
e
i
t
 u
n
d
 die 
V
e
r
m
e
h
r
u
n
g
 

d
e
r
 
Pi;-oduktion, 
a
n
d
e
r
e
r器
its
z
u
r
 B
e
s
c
h
r
a
n
k
u
n
g
 a
u
f
 eine・Geschicklichkeit u
n
d
 d
a
m
i
t
 z
u
r
 u
n
b
e
d
i
n
g
t
e
n
 A
b
h
a
n
 ,
 

gigkeit v
o
n
 d
e
m
 gesellschaftlichen Zusammenhange• 

D
i
e
 Geschicklichkeit 
selbst 
w
i
r
d
 a
u
f
 diese W
e
i
s
e
 
m
e
c
h
 ,
 

a
n
i
s
c
h
 u
n
d
 b
e
k
o
m
m
t
 die Fahigkeit, 
a
n
 die 
Stelle .
m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
r
 
A
r
b
e
i
t
 die 
M
a
s
c
h
i
n
e
 
treten 
z
u
 
!assen."、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
お
、
こ
の
ヘ
エ
ゲ
ル
の
一
般
理
論
を
大
学
社
会
に
定
位
づ
け
ら
れ
た
教
育
活
動
に
関
係
さ
せ
る
な
ら
ば
、
具
体
的
な
問
題
と
な
っ
て
あ

ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
一
応
省
略
す
る
こ
と
と
す
る
。

(
3
4
)

拙
稿
「
大
学
と
大
学
教
育
政
策
の
行
方
」
ン
リ
ィ
ズ
参
照
。

以
上
要
す
る
に
、
教
員
の
職
業
に
つ
い
て
、

分
析
に
お
い
て

_
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n

に
あ
ら
わ
し
つ
つ
、
実
質
的
に
は

e
m
p
l
o
y
e
e

的

o
c
c
u
p
a
t
i
o
n

へ
と
変
貌
し
来
つ
て
い
る
点
を
指
摘
し
、

実
証
す
る
た
め
に
歴
史
的
に
み
て
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
教
員
の
労
仇
組
合
結
成
の
動
向
に
徴
し
て
、
そ
の
資
本
主
義
経
済
社

六

(
3
2
)
 
ibid., 
p. 
450 

(31) 
ibid., ・p. 
4
5
1
 

,
g
g
 
i
n
g
 L
o
a
d
 (
澤
村
）

ま
ず
理
論
的
に
は
職
業
社
会
学
的
及
び
学
問
社
会
学
的

(wissenschaftssoziologisch)

(

1

)

 

の
本
来
的
な
意
味
か
ら
、
技
術
的
従
業
者
」
た
る
自
由
業
者
と
し
て
の
性
格
を
外
貌
的

「
専
門
的
、

(
3
0
)
 

M
e
t
z
g
e
r
,
 op. 
cit., 
pp. 4
2
0
~
5
1

及
び

p
p
.
4
5
1
~
2
 

参
照
。

つ
ぎ
に
ま
た
、

四

こ
れ
を
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T

g

 
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 
(
濃
村
）

五

会
に
お
け
る

e
m
p
l
o
y
e
e
的

0
c
c
u
p
a
t
i
o
n
の
性
格
を
明
確
に
し
て
来
た
経
緯
を
、
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
情
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
教
育
・
経
済
社
会
学
的
展
相
に
お
い
て
、
大
学
の
経
営
を
委
託

る
理
事
者
(trustees)
た
ち
が
、
一
方
で
は
自
ら
そ
の
委
託
の
責
任
を
果
す
た
め
、
一
般
産
業
的
企
業
に
お
け
る
資
本
主
義
的
方
式
に
倣
つ

て
効
率

(efficiency)

の
増
進
と
、

こ
の
た
め
の
経
営
合
理
化
と
へ
の
志
向
に
お
い
て
、
ま
た
他
方
で
は
、

「
抗
議
、
組
織
化
、
ス
ト
ラ
イ
キ
、
モ
ラ
ル
の
喪
失
、
は
て
は
教
育

(
t
gc
h
i
n
g
)
 

に
対
応
す
る
未
然
的
防
衛
の
た
め
、
教
師
の
負
担

(load)

を
で
き
る
だ
け
適
正
で
均
等
な
も
の
と
し
、
教
師
の
人
事
管
理
を
労
仇
負

わ
ゆ
る

T
gc
h
i
n
g
 L
o
a
d
が
考
究
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

註

(

1

)

国
際
標
準
職
業
分
類
に
よ
る
。

(
2
)
 S. 
E
:
H
a
且
s,
H
o
w
 Shall 
W
e
 P
a
y
 for 
E
d
u
c
a
t
i
o
n
?
 

ー

'
A
n
A
p
p
r
o
a
c
h
 to 
E
c
o
n
o
m
i
c
s
 of 
Education, 1
9
4
8
,
 
p. 
2
6
 

つ
け
加
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
に
は
、
は
じ
め
に
こ
と
わ
っ
た
と
お
り
、

〔
未
完
〕

以
上

T
e
a
c
h
i
n
g
L
o
a
d
の
教
育
・
経
済
社
会
学
的
展
相
分
析
を
ひ
と
ま
ず
了
え
る
に
あ
た
り
、
あ
と
が
き
と
し
て
な
お
二
、
三
の
こ
と
ば
を

「
職
業
」
な
ど
の
解
釈
学
的
分
析
を
、
そ
の
分
量
の
大
部
さ
の

た
め
に
、
か
な
り
な
削
除
が
加
え
ら
れ
て
そ
の
骨
子
の
み
を
と
ど
め
る
に
い
た
っ
た
結
果
、
あ
る
い
は
解
明
経
過
の
不
明
晰
さ
を
と
も
な
う
や
も

し
れ
ぬ
に
至
っ
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
こ
と
わ
り
た
い
点
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
い
ま
ひ
と
つ
に
は
、
教
育
職
業
の
問
題
に
関
連
し
て
教
員

あ

と

が

き

担
量
の
面
か
ら
調
整
す
る
か
た
わ
ら
、

ま
た
併
せ
て
教
育
企
業
の
合
理
的
運
営
に
も
役
立
た
せ
よ
う
と
目
賭
し
、

か
く
て
こ
こ
に
い

仇
組
合
か
ら
の
、

前
述
の
ご
と
き
教
員
の
労

(

2

)

 

の
放
棄
」
、
と
い
う
威
嚇
戦
術

(trust)

さ
れ
て
い
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の
労
仇
組
合
運
動
に
ふ
れ
た
点
に
つ
い
て
、
そ
の
吟
味
の
不
十
分
さ
、
ー
—
い
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
、
そ
こ
で
は
そ
の
こ
と
が
主
題
で
は
な
か

っ
た
、
と
い
う
点
で
、
当
然
に
恕
さ
る
べ
き
も
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
ー
—
ー
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
と
り
わ
け
わ
が
国
の
教
員
労
佑

組
合
運
動
に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
他
日
稿
を
あ
ら
た
に
す
る
こ
と
を
約
す
る
に
し
て
も
、
な
お
つ
ぎ
に
若

千
の
言
葉
を
つ
づ
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
労
仇
基
準
法

第
九
条
、
な
ら
び
に
第
八
条
―
二
を

も
参
看
し
て
、
「
労
仇
者
と
は

．．． 
（
教
育
、
研
究
又
は
調
査
の
）
事
業
に
使
用
さ
れ
る
者
で
、
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
者
」
を
い
う
の
で
あ
る
か

ぎ
り
、
教
員
の
労
仇
も
亦
職
業
労
仇
で
あ
り
、
教
員
も
ま
た
労
仇
者
で
あ
る
点
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
さ
ら
に
、
維
合
結
成

の
問
題
に
し
て
も
、
「
終
戦
後
民
主
主
義
的
風
潮
と
窮
迫
し
た
生
活
危
機
の
深
化
は
、
必
然
的
に
労
仇
組
合
の
組
織
化
と
運
動
を
発
展
さ
せ
」
る
に

い
た
り
、
加
え
て
「
従
来
の
強
制
さ
れ
た
聖
職
観
へ
の
反
発
」
な
ど
か
ら
、
そ
の
組
織
化
気
運
は
な
お
一
層
に
た
か
ま
り
、
昭
和
二

0
年
一
月
、

全
日
本
教
員
組
合
、
つ
い
で
そ
の
維
織
化
の
拡
大
と
強
化
の
発
展
と
を
通
じ
、
昭
和
二
二
年
六
月
、
い
わ
ゆ
る
日
教
組
の
結
成
ま
で
を
み
る
に
い

た
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
而
も
そ
の
間
、
組
合
結
成
に
関
し
て
は
、
当
時
の
日
本
政
府
よ
り
も
総
司
令
部
の
方
が
遥
か
に
進

歩
的
、
従
つ
て
好
意
的
態
度
を
持
し
た
こ
と
な
ど
を
も
ふ
く
め
（
大
学
基
準
協
会
十
年
史
昭
和
三
二
年
六
月
一

O・

―
―
頁
な
ど
参
照
）
、
い

ず
れ
も
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
関
心
を
ひ
く
問
題
群
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
近
い
日
に
こ
れ
ら
を
と
り
あ

つ
か
え
る
機
の
あ
る
こ
と
を
、
い
ま
は
た
だ
ひ
た
す
ら
に
ま
ち
、
そ
の
早
か
ら
ん
こ
と
を
ね
が
う
の
み
で
あ
る
。

T
e
a
c
h
i
n
g
 L
o
a
d
 (
澤
村
）
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