
J

用
@
利
子
唱
お
よ
び

の

一

議

醐

〕

o
E
呂
2
5円

仏

関

2
5∞

吋
}Mm
げのめ
D
2
M
L

吋
F
m
W
0
3
0
町
出
口
一
切
目
。

}Hggp

rMけ
mw門
内
山

ω門

科

回

以

円

山

伊

入

門

O
D
m
w可

ケ
イ
ン
ズ

118 

法人資本主義の洞察
と福祉関家思想の芽生え

第
一
次
世
界
大
戦
後
、
失
わ
れ
た
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
取
り
戻
す
べ
く
イ
ギ
リ
ス
は
金
本
位
制
へ
の
復
帰
を
強
行
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
政
策
は
結
果
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
製
品
の
国
際
競
争
力
の
低
下
を
招
き
、
英
国
国
内
に
深
刻
な
不
況
と
大
量
の
失

業
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
失
業
に
対
し
て
当
時
の
労
働
党
、
保
守
党
政
権
と
も
に
不
干
渉
の
態
度
を
変
え
ず
、

頻
発
す
る
労
働
者
の
デ
モ
や
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
し
て
は
警
察
力
に
よ
る
弾
圧
で
応
え
た
。
こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
か

た
く
な
な
態
度
は
、
明
ら
か
に
大
蔵
省
を
は
じ
め
と
す
る
政
策
当
局
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
古
典
的
経
済
学
(
ケ
イ

ン
ズ
の
言
葉
に
よ
る
)
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
二

0
1三
0
年
代
を
通
じ
て
明
ら
か
に
イ
ギ
リ
ス
は
世
界
の
経

済
学
の
中
心
で
あ
っ
た
。
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ピ
グ
ー
が
作
り
上
げ
た
既
存
の
経
済
学
の
中
で
は
、
自
の
前
に
生
じ
て
い
る
失
業

は
移
行
期
に
発
生
し
た
摩
擦
的
な
も
の
で
あ
り
、
放
置
し
て
お
い
て
も
い
ず
れ
解
消
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
労
働
組
合
に
よ
る
賃
金
切
り
下
げ
に
対
す
る
抵
抗
が
、
失
業
の
速
や
か
な
解
消
に
と
っ
て
最
大
の
障
害
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ウ
ォ

l
ル
街
で
の
株
価
暴
落
に
始
ま
る
世
界
恐
慌
の
発
生
、
そ
し
て
、
ロ
シ
ア
で
の
社

会
主
義
政
権
の
成
立
と
い
う
次
々
と
起
こ
る
事
件
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
古
き
良
き
時
代
に
留
ま
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
、
ま
さ
に
本
書
は
、
時
代
の
要
請
に
応
え
て
登
場
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
不
況
に
対
す
る
政
府

の
無
策
ぶ
り
を
大
蔵
省
の
委
員
会
の
席
上
で
日
頃
か
ら
批
判
し
て
い
た
ケ
イ
ン
ズ
が
自
説
を
理
論
化
し
た
も
の
が
『
一
般
理

論
』
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ケ
イ
ン
ズ
の
実
務

L

家
と
し
て
の
も
う
一
つ
の
顔
が
う
か
が
え
る
。
彼
は
、
屈
指
の
経
済
学
者
で

あ
る
と
同
時
に
有
能
な
官
僚
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
『
一
般
理
論
』
は
す
べ
て
の
経
済
学
者
や
政
策
担
当
者
に
と
っ
て
革
命
的
で

あ
り
、
「
南
海
の
孤
島
を
お
そ
う
熱
病
の
よ
う
に
」
瞬
く
間
に
時
代
を
席
巻
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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ケ
イ
ン
ズ
は
、
労
働
市
場
、
金
融
市
場
、
財
市
場
の
す
べ
て
に
お
い
て
従
来
の
経
済
理
論
を
批
判
し
た
。
資
本
主
義
社
会

に
お
い
て
労
働
の
供
給
は
労
働
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
雇
用
者
側
に
主
導
権
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
賃
金
が
低
下
せ
ず
失
業

が
発
生
す
る
原
因
は
、
労
働
者
の
抵
抗
な
ど
で
は
な
く
利
潤
追
求
と
い
う
資
本
、
王
義
の
基
本
原
理
の
中
に
内
在
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
古
典
的
理
論
が
単
純
に
貯
蓄
に
よ
る
貨
幣
供
給
と
投
資
に
よ
る
需
要
に
よ
っ
て
利
子
率
が
決
定
さ
れ
る
と

し
た
の
に
対
し
て
、
ケ
イ
ン
ズ
は
所
得
の
影
響
を
無
視
し
た
特
殊
な
理
論
と
し
て
こ
れ
を
却
下
し
、
現
金
を
手
放
す
こ
と
の

代
償
と
し
て
支
払
わ
れ
る
利
子
と
い
う
新
し
い
概
念
を
提
出
し
た
。
さ
ら
に
、
投
資
の
増
加
は
そ
の
何
倍
も
の
消
費
と
所
得

の
増
加
を
生
み
出
し
、
経
済
全
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
高
め
る
こ
と
を
示
し
た
。
乗
数
理
論
と
呼
ば
れ
る
こ
の
理
論
は
、

政
府
の
財
政
投
資
で
も
同
じ
効
果
が
生
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
不
況
期
に
政
府
が
経
済
に
積
極
的
に
介
入
す
る
こ
と
を
是
認
す

る
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ケ
イ
ン
ズ
の
議
論
の
特
徴
は
、
株
式
会
社
を
中
心
と
し
た
法
人
資
本
主
義
時
代
の
本
質
を
的
確
に
と
ら
え
た
こ
と
に
あ
る
。

も
の
を
作
る
こ
と
、
何
か
を
や
り
遂
げ
る
こ
と
に
価
値
が
あ
っ
た
古
き
良
き
時
代
か
ら
、
短
期
的
な
利
益
の
獲
得
に
躍
起
に

な
る
現
代
社
会
へ
の
移
行
が
、
株
価
や
利
子
率
の
動
き
に
対
す
る
人
々
の
予
測
の
仕
方
の
違
い
に
如
実
に
反
映
さ
れ
る
、
と

す
る
考
え
方
は
ソ

1
ス
テ
ィ
ン
@
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
そ
れ
と
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
で
は
、
人
々
は
企

業
の
将
来
性
や
優
良
性
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
投
資
を
行
う
の
で
は
な
く
、
他
の
投
機
家
が
ど
の
企
業
の
株
式
に
資
金

を
投
入
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
注
視
し
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
。
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
ほ
ど
明
示
的
な
形
で
は
な
い
に
し
ろ
ケ
イ

ン
ズ
も
ま
た
、
他
の
経
済
学
者
が
所
与
と
し
た
人
々
の
行
動
様
式
そ
の
も
の
を
決
め
る
も
の
を
視
野
に
入
れ
て
議
論
し
た
の

で
あ
り
、
こ
の
視
点
こ
そ
が
時
代
の
転
換
期
を
ケ
イ
ン
ズ
が
正
確
に
と
ら
え
て
い
た
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。

ケ
イ
ン
ズ
革
命
は
経
済
学
の
内
部
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
個
人
と
国
家
の
関
係
を
変
え
た
政
治
経
済
的
な
革
命
で
も

あ
っ
た
。
『
一
般
理
論
』
以
降
、
政
府
が
国
民
の
幸
福
に
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
概
念
が
一
般
化
し
、
現
代

的

な

福

祉

国

家

思

想

が

確

立

、

普

及

し

た

の

で

あ

る

。
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