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カ
ル
グ
ン
の
利
子
論

第
四
十
七
巻

第

按

C 
四

匹T

C 

カ

ノレ

ワ

利

子
.="，、
日冊

ン

の

津

崎

堅

遣

|ヨ

~~ 

二
、
「
利
子
に
閥
T
る
手
紙
」

一
、
「
明
書
講
併
」

四
、
む
す
び

一
、
は
し
が
き

ジ
ア
シ
・
カ
ル
、
ヲ
引
の
利
子
論
は
、
利
子
息
十
設
史
上
重
要
注
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
世
的
徴
利
是
認
の
先
艇
を

た
す
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
古
代
、
中
世
に
亙
る
長
い
徴
利
禁
止
の
歴
史
が
、
漸
〈
彼
の
頃
か
九
著
し
〈
務
化
を
示
し
て
、
徴
利
を
本

質
的
に
是
認
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
全
面
的
に

E
つ
積
極
的
に
た
っ
た
。
被
よ
り
も
先
き
に
勿
論
徴
利
の
賓
際
は
行
は
れ
て
居
っ
た
の

で
あ
り
、
ま
た
色
々
な
名
目
の
下
に
公
然
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
も
あ
わ
り
、
毅
合
法
撃
者
も
漸
く
貫
際
に
逝
合
せ
し
め
よ
ろ
と
色
k

ヱ
風
を
試
み
た
の
で
あ
り
、
ま
た
宗
教
改
革
者
に
於
て
も
既
に
ル

1
テ
ル
や
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
ぼ
利
子
に
閲
し
て
可
成
り
積
叡
的
友
聞
記

認
の
態
度
を
示
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
に
も
拘
ら
や
カ
ル
グ
シ
の
利
子
論
が
特
に
有
名
訟
の
は
、

一
つ
に
は
そ
の
内
容
が
全
国

的
且
つ
積
極
的
に
是
認
を
し
た
そ
の
程
度
が
、
従
来
の
す
ぺ
て
の
設
に
比
し
て
準
か
に
進
ん
で
ゐ
る
と
云
ふ
慰
と
、
も
一
つ
は
彼
の

地
位
が
、
彼
の
一
柳
製
的
構
成
が
、
営
時
の
枇
舎
的
情
勢
と
相
侯
っ
て
、
預
っ
て
犬
い
た
る
力
が
あ
っ
た
と
云
は
友
け
れ
ば
友
ら
ね
。

兎
に
角
彼
の
利
子
論
の
影
響
と
云
ふ
も
の
は
非
常
に
大
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
紋
の
叡
設
が
一
般
に
行
は
れ
た
所
詞
カ
ル
ヴ
イ
ニ
ズ
ム

諸
国
、
例
へ
ば
和
蘭
・
英
図
・
米
図
に
於
て
、
特
に
そ
の
後
利
子
設
が
帯
出
展
し
た
と
と
に
於
て
よ
〈
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
包
そ
こ
で

Jean Calvin ('509-'564)偽商西生れ、瑞西の宗輩記臥・草者u
j>hiJipp Melanchton.(I497-IS6唱)2) 



彼
の
利
子
論
は
、
翠
に
利
子
製
設
史
上
の
問
題
と
し
て
重
要
で
あ
る
計
り
で
な
く
、
所
謂
資
本
主
義
の
成
立
、
護
展
の
問
題
に
闘
し

て
可
成
り
注
目
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

と
と
ろ
が
、

カ
ル
グ
ン
の
利
子
論
た
る
も
の
は
、
そ
の
名
が
徒
ら
に
喧
僻
さ
れ
つ
与
も
、
そ
の
本
態
は
よ
〈
知
ら
れ
て
ゐ
友
い
。

そ
れ
は
彼
の
利
子
論
が
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
文
献
が
資
料
と
し
て
樹
め
て
不
確
か
た
と
と
、
ま
た
組
め
て
偏
っ
た
も
の
で
る
る
か
ら
で
②

ら
う
。
利
子
に
闘
一

L
て
エ
コ
ラ
ム
メ
ヂ
ウ
ス
に
宛
て
た
る
問
答
の
手
紙
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
賓
は
宛
名
の
無
い

E
つ
日

附
の
無
い
も
の
で
あ
る
し
、

従
来
の
書
翰
集

そ
の
原
文
も
悌
蘭
西
文
在
り
や
羅
典
文
注
り
や
は
っ
き
り
し
て
ゐ
な
い
も
の
で
あ
る
。

注

も
版
に
よ
り
奥
り
、
構
成
あ
る
感
者
の
引
設
も
従
て
陣
々
で
あ
る

G

械
の
利
子
説
日
克
に
「
聖
書
講
解
」
の
中
に
庭
々
に
散
在
し
亡

ゐ
る
。

~
た
分
た
る
併
討
を
加
へ
て
ぬ
み
も
の
は
始
ん
H

む
な
い
」
一
お
っ
て
悲
し
文
(
た
い
。

そ
と
て

け
れ
ど
も
そ
れ
を
集
約
し
亡
、

彼
の
利
子
論
の
特
質
又
は
時
代
と
の
閥
係
等
の
問
題
に
入
る
に
先
立
っ
て
、

ま
づ
彼
の
利
子
論
の
内
容
を
一
熔
明
か
に
し
て
置
き
た

い
と
思
ふ
。

と
れ
が
本
文
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
。

(
註
)

カ
ル
ザ

y
の
死
後
最
も
近
〈
出
版
さ
れ
た
も
の
は
一
五
七
五
年
ベ
ザ
の
鰯
纂
に
な
る
ぜ
ネ
バ
版
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
一
五
九
七
年
白
ハ
ノ
1

.A
肺
門
及
び
一
六
六
七
年
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
眠
等
は
何
れ
も
経
典
文
で
あ
る
が
、
こ
の
外
な
ほ
ロ
I
ザ
ン
ヌ
版
、
シ

A

1
エ
版
等
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
引
謹
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
何
と
も
わ
か
ら
な

ν
。
併
し
最
近
で
の
最
も
構
成
あ
一
る
も
の
と
し
て
は
「
b
弓
E
問。
T『
E
p
t
z
P

Tg-叩

P
]
2
5
3官
Z
A
Z
R
E宮
Z
E
。
MHEMpw
国

2
2
r王
宮
命
二
∞

ι河川
4
2
-
N
a
N
さ
に
掲
載
さ
れ
た
る
よ
W
C
E
J
3
な
る
標
題

a
リ

戸

の
手
紙
は
、
明
か
に
悌
蘭
西
文
で
あ
る
。
従
て
こ
れ
を
引
詮
ず
る
も
の
は
何
れ
も
悌
文
で
あ
る
。
伺
し
同
-
H『

2
F与
の
引
脅
は
会
ロ
ヲ
同
旦

凶

H
H〈
口
岡
山

-
t叶
か
ら
繰
典
文
の
も
の
を
掲
載
し
て
ゐ
る
。
併
し
此
の
巻
教
は
「
宗
教
改
革
者
全
集
一
(
戸
同
)
の
遇
し
呑
銃
で
あ
う
て
、
カ

ル
γ
y
の
部
分
で
は
常
然
何
回
出
・
ぷ
叶
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
b
、
そ
れ
は
傭
文
と
な
る
筈
で
あ
る
。

ーー

カ
ル
ザ
ン
の
利
子
論

第
四
十
七
巻
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カ
ル
グ

y
の
利
子
論

第
四
十
七
巻

O 
六

宮高

裁

四

一
、
「
利
子
に
闘
す
る
手
紙
」

l
i利
子
に
闘
し
て
カ
ル
グ
ン
が
書
い
た
手
紙
と
し
で
有
名
左
も
の
は
、
前
述
の
所
前
エ
コ
ラ
ム
パ

ヂ
ウ
ス
に
宛
て
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
外
に
も
な
ほ
一
五
五
六
年
四
月
二
十
八
日
附
「
悌

f

問
問
の
或

る
ユ
グ
ノ
ー
に
輿
へ
た
る
手
紙
」
が
あ
り
、
そ
の
初
め
の
部
分
に
、
前
中
迎
の
有
名
な
「
手
紙
」

の
内
容
と
殆
ん
ど
同
じ
趣
旨
の
も
の

、、

が
よ
り
筒
軍
に
認
さ
れ
て
あ
る
。

た
ほ
一
五
六

O
年
一
月
一
月
附
で
冨
定
。
一
た
る
人
に
宛
て
H
A

、

|司
，隊
i:r 
I也
rd 
(7) 

;法
典-
:?C 
(1) 

も
の牧
:ぅ> pm 
」詰I~

五手リ
ノ;''C ゴー

を7
6'1三耳Z
lこ dつ
めて
る 55E

0](りを

貸
す

と

と
『コ
危
険
を
懲

戒
し
7ζ 
悶
λυ'r 

'"y 

泊t

あ

や)

そ
れ
は
理
え
が
あ
る
が
、

外
カ
ル
ザ
ン
に
宛
て
L
利
子
に
倒
し
て
問
合
せ
た
手
紙
が
あ
る
。

紙
で
あ
る
。

さ
れ
る
。

w

戸、J
F

、く

A
V

そ
の
一
つ
が
一
五
四
五
年
十
一
月
七
日
附
m
R
r
E
E
か
ら
の
手

そ
の
内
容
が
、

カ
ル
グ
ン
の
有
名
友
る
「
手
紙
」
と
よ
〈
符
合
す
る
と
い
ふ
の
で
、
多
分
こ
れ
と
の
閥
係
る
る
も
の
と

5
2
Eヱ
5
か
ら
の
手
紙
が
あ
れ
町
、

し
か
し
確
詮
は
占
泣
い
。
更
に
一
五
四
九
年
十
一
月
二
十
日
附
の

そ
と
に
は
恭
督
者

が
商
人
に
金
を
頂
け
て
年
k

一
定
の
所
得
を
得
る
こ
と
は
許
さ
る
ぺ
き
ゃ
と
の
間
合
ぜ
が
あ
る
。
但
し
こ
れ
に
も
カ
ル
ザ
ン
の
同
容

は
見
出
さ
れ
た
い
。
た
ほ
と
の
外
に
、
手
紙
で
は
な
い
が
一
五
四
七
年
に
ゼ
ネ
パ
市
及
び
附
近
の
法
規
を
制
定
し
た
際
に
、
利
子
の

最
高
卒
を
五
歩
と
す
る
旨
が
規
戟
さ
れ
て
ゐ
る
。
と
れ
も
多
分
カ
ル
グ
ン
の
指
示
に
基
く
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。

と
に
角
、
で
る
諸
々
の
文
献
は
あ
る
が
、
殊
に
有
名
な
の
は
、
ま
た
重
要
紅
の
協
調
「
ヱ
コ
ラ
ム
パ
ヂ
ウ
ス
に
宛
て
た
手
凡
一

と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
が
孟
コ
ラ
ム
パ
ヂ
ウ
ス
に
宛
て
た
も
の
で
た
い
と
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
進
ん
で

そ
の
名
を
指
示
す
る
こ
と
は
可
成
句
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。

(
註
)

町

向

乃

釘

こ
の
「
手
紙
」
が
食
。
。
r
o
F
E
司
一
色
】
5
=
に
宛
て
た
も
の
と
す
る
の
は
〉
長
-
々
、
出
O
F
E
I国
hw
毛

R
Y
出
E
E
D
R
U
U
0・出
E
2
0
E
r
g
-
『
色
町

Zd町内、

9

0

 

訂
村
鎖
三
氏
、
西
本
頴
民
等
で
あ
る
が
、
そ
の
名
を
掲
げ
な
い
も
の
で
、
権
威
あ
る
も
の
は

Z
E
E
S
F
d
a
=
。]青
y
g
S
E
F
W
高
橋
誠
一
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郎
九
等
で
あ
る
。
夏
に
よ

Z
E
E
-
な
る
名
を
選
ん
で
接
げ
て
ゐ
る
も
の
は
同

F
子

2
2
及
び

?τ
・
同
行
~
の
編
者
で
あ

i
。
併
し
此
れ

に
は
催
た
る
謹
械
は
な
い
。
従
て
此
の
宛
名
の
問
題
は
、
こ
の
手
紙
の
年
代
の
問
題
と
共
に
、
な
ほ
充
分
な
る
飾
究
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
依

然
と
し
て
不
明
で
あ
る
。

こ
i
A

に
は
そ
の
問
題
に
は
摘
出
入
り
し
な
い
こ
と
に
す
る
が
、
た
ピ
一
エ
コ
ラ
ム
パ
ヂ
ウ
ス
一
に
宛
て
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
だ
け
一
寸
週
ぺ
て
憶
か
う
。
そ
の
理
由
白
一
つ
は
、
彼
自
死
の
い
十
で
あ
る
。
彼
は
一
四
八
三
年
に
生
れ
、
主
と
し
て
パ
!
ぜ
ル
白
牧
師

と
し
て
働
き
、
一
五
三
一
年
に
同
地
で
死
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
カ
ル

γ
ン
が
働
繭
四
を
逃
れ
て
初
め
て
パ

l

ぜ
ん
に
来
た
の
は
一
五
三
四
年
で
あ

る
。
だ
か
ら
そ
の
時
は
既
に
三
年
も
前
に

3
兵
三
位
三
宮
島
5

は
死
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
も
し
一
五
=
一
一
年
よ
り
も
前
に
識
っ
て
ゐ
た
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
頃
は
カ
ル
ザ
ン
は
未
だ
新
教
に
同
心
し
て
ゐ
な
い
(
彼
の
同
心
は
一
五
三
二
年
か
ら
三
三
年
の
聞
で
あ
る
か
ら
)
、
間
に
二
十

一
、
二
歳
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
背
年
で
あ
う
た
に
過
ぎ
な
い
。
次
の
酬
由
は
、
彼
の
教
義
と
い
ふ
勤
で
あ
る
。
彼
は
カ
ル
ザ

y
よ
り
も
二
十
五
肢

も
上
で
あ
り
司
牧
師
晶
君
同
地
の
大
皐
教
授
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
彼
は
叫
に
早
〈
一
五
二
C
'
H
a
に
は
「
県
パ
ヂ
リ
ウ
ス
丹
南
利
説
教
」
の
僻
滞
を

著
し
て
ゐ
る
、
印
ち
彼
自
ら
一
定
内
見
解
を
抗
っ
て
ゐ
た
許
円
で
あ
る
。
か

L

る
エ
コ
ヲ
ム
パ
ヂ
ウ
ス
が
何
も
浅
い
仰
編
悦
内
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の

-

F

-

t

l

a

i

-

-

:

H

》

北

門

咋

「

れ

相

官

ボ

ru--、t
刊
合
せ
ヰ
}
す
る
直
聖
U
F
3一
h
-
E
A
h

，
刃

F

向
、
こ
の
「
手
紙
』
の
内
一
昨
に
つ
い
て
は
、
前
掲
両
国
間
氏
の
諸
藩
に
そ
の
概
要
が
一
弔
さ
れ
て
ゐ
る
。
条
文
の
英
諜
が
〉
言
。
「
E
5
2
2
E
V
?同

す
豆
町
内
乙
開
L
Z
E
Z
3
p
d
9
2♀

H
J
J

同
∞
貨
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
ゐ
る
由
で
あ
る
が
、

:z-
tし
は
般
特J
な
す事

与が で
~ t-l-
~ 

;;い
'"出)と

に'"
はえ
そ。
中
央
部
壬士
泊f

英

ロ
室
内

E
q
及
び

】岩間
E
Z
の
辞
典
に
は
夫
々
械
〈
概
要
が
一
市
さ
れ
、
コ
ロ
子
言
語
に
は
主
と
し
て
そ
の
初
め
の
部
分
が
、

課
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
の

「
手
紙
」

の
内
容
は
、
大
館
三
段
に
分
れ
て
ゐ
る
。
ま
づ
そ
の
一
初
め
に
於
て
、

「
私
自
身
に
は
経
験
は
な
い
が
、
他
人
の
例

か
ら
し
て
‘
貴
方
か
ら
尋
ね
ら
れ
た
問
題
に
つ
い
て
問
符
を
興
へ
る
こ
と
が
如
何
に
危
険
で
あ
る
か
を
知
っ
た

J
併
し
、

こ
れ
が
も

し
賞
方
自
身
に
針
し
て
答
へ
る
の
で
あ
り
、
第
三
者
に
闘
す
こ
と
で
な
い
な
ら
ば
、

心
配
は
安
ら
な
い
の
だ
が
。

つ
何
と
な
れ
ば
、

私
は
貴
方
の
慎
重
さ
と
中
府
さ
と
を
よ
く
知
っ
て
ゐ
る
か
ら
」

l
i言
、
に
彼
が
如
何
に
こ
の
名
宛
人
に
到
し
て
信
額
を
し
て
ゐ
る

iJ込

そ
の
人
の
性
絡
が
わ
か
る
ゃ
う
で
あ
る
)
|
|
l
「
併
し
貴
方
が
他
人
の
た
め
に
求
め
る
の
な
ら
ば
、
彼
は
私
が
欲
ず
る
よ
り
も
以

カ
ル
ヂ

y
の
利
子
論

第
四
十
七
巻

策

競

一O
七

r!9 

1909， S. 20 f. 
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lbid XIX S. 245. 
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カ
ル
ず
ン
の
利
子
論

第
四
十
七
巻

l1Y 

四

第

枕

O 

^ 

上
に
私
の
一
言
葉
か
ら
幾
分
で
も
許
可
を
取
る
で
る
ら
う
こ
と
を
恐
れ
る
」
と
。

と
れ
に
よ
っ
て
カ
ル
グ
ン
が
利
子
に
闘
す
る
問
答
を

す
る
と
と
を
如
何
に
臨
時
路
し
た
か

r
わ
か
る
。
従
来
の
例
に
よ
れ
ば
、

そ
の
結
果
は
多
〈
認
〈
友
っ
て
ゐ
る
。
人
身
は
そ
れ
を
口
貸

と
し
て
非
常
左
弊
害
を
生
ん
で
ゐ
る
と

J

と
の
こ
と
は
此
の
手
紙
の
初
め
と
終
り
と
に
繰
り
返
へ
し
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

本
文
に
這
入
っ
て
、
ま
づ
葎
新
約
聖
書
の
利
了
に
削
聞
し
て
述
べ
ら
れ
た
と
と
ら
に
う
い
て
、
そ
れ
ら
は
従
来
の
徴
利
禁
止
の
論
嫁

と
せ
ら
れ
た
が
、

併
し
と
れ
ら
の
聖
書
の
訪
伺
は
総
べ
て
特
殊
な
る
揚
合
b
t
指
し
た
の
で
あ
っ
て
、

一
般
の
利
子
戒
は
日
旭
川
品
泣
る
範

間
又
は
程
度
の
も
の
を
も
給
制
的
に
奇
定
し
た
の
で
は
な
い
。

ヘF
』
の
仙
叫
に
ワ
い
て
は
、

な
ほ
役
の
「
説
書
部
併
し

ι
り

L
Y

て
誼
べ
る
同
院
に
拡
る
」

更
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
一
貨
幣
は
貨
幣
を
生
ま
た
い
」
、
ま
た
そ
れ
と
相
似
た
る
初
代
教
父
誌
の
教
設
に
反
射
し
つ
九
、
彼
自
身
の

論
説
邸
ち
徴
利
是
認
を
述
べ
て
ゐ
る
c

日

「
貨
幣
は
貨
幣
を
生
主
な
い
と
す
る
事
ア
ム
プ
ロ
ー
ズ
中
ク

p
y
ス
ト
ム
目
別
由
利
け
は
私
の
列
簡
に
よ
れ
ば
像
P
表
面
的
に
過
ぎ
る
。
海
は
如
何
。

土
地
は
如
何
。
官
た
家
の
賃
料
か
ら
も
牧
入
を
符
る
。
そ
れ
は
賃
餅
が
其
庭
に
生
干
る
か
ら
か
o

土
地
は
物
を
生
干
る
。
そ
れ
か
ら
貨
幣
が
作
ら
れ
る

そ
し
て
そ
の
家
の
使
用
が
貨
幣
で
買
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
貨
幣
は
人
が
考
へ
得
る
如
何
な
る
他
の
所
有
形
式
に
於
て
よ
り
も
、
商
貰
に
於
で
、

、
、

よ
P
賢
人
P
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
畠
を
貸
し
て
、
そ
の
代
り
一
定
の
支
排
を
求
め
る
こ
と
が
合
法
で
、
貨
幣
の
使
用
か

ι何、
b
か
の
利
潤
を
受
け

る
ζ

と
が
不
法
で
あ
、
U
う
か
。
も
し
人
が
畠
を
貨
併
を
以
て
買
ふ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
貨
幣
は
年
々
貨
幣
を
生
主
な
い
だ
ら
う
か
。
商
人
は
そ
の
利

錠
を
如
何
に
し
で
作
り
出
す
の
か
。
彼
ら
の
勤
勉
と
君
は
一
疋
ふ
で
あ
ら
う
。
確
に
も
し
貨
幣
が
降
下
新
の
中
へ
世
間
は
れ
る
な
ら
ば
、
そ
札
は
子
を
生
む

筈
が
な
い
位
は
子
供
で
も
わ
か
る
。
併
し
私
か
ら
金
を
借
ら
ん
こ
と
を
求
め
た
宥
は
、
そ
れ
を
遊
ば
し
て
世
い
て
、
何
物
を
も
得
な
い
と
一
耳
ふ
筈
は
な

い
。
利
潤
は
貨
幣
自
身
の
中
に
は
な
い
。
が
、
そ
の
使
用
か
ら
来
る
利
潤
の
中
に
あ
る
-
ー
散
に
、
私
は
結
論
す
る
、
徴
利
は
聖
書
の
或
る
章
句
に
よ

っ
て
ピ
な
〈
、
た
H
A

衡
平
法
(
ロ
色
合
《
目
。
』
Z
Z
の
)
に
よ
ワ
て
判
断
さ
る
べ
き
で
あ
弘
」

か
く
一
去
っ
て
か
ら
、
友
ほ
「
富
め
る
債
務
者
」

の
例
を
漣
べ
て
ゐ
る
。

C. R. O.仁 xrns. 460 ff. 
C. R. O. C. Xa 55 f. 
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Ge!ochichte der Nationalokonom.ic 1， Leipzig， I9由:2.， S. 145・
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「
畑
及
地
代
に
於
て
大
き
な
財
産
を
持
っ
て
ゐ
る
が
、
羽
金
を
多
〈
持
っ
て
ゐ
な
い
或
る
ん
日
め
る
人
に
つ
い
て
考
へ
て
見
ょ
う
。
他
に
も
一
人
、
ぞ
れ
担

。
財
産
を
持
つ
て
は
ゐ
な
い
が
、
併
し
も
っ
と
用
窓
さ
れ
た
る
汽
幣
を
持
ワ
て
ゐ
る
と
す
る
。
後
者
は
、
自
分
の
貸
併
で
或
る
州
を
買
は
ん
と
し
て
ゐ

た
が
、
前
者
か
ら
金
を
貸
じ
て
突
か
る
様
に
と
頼
ま
れ
た
。
そ
の
金
を
貸
し
た
人
は
、
そ
の
金
に
謝
す
る
食
料
と
、
そ
の
畑
は
一
万
本
が
文
捕
は
れ
る
ま

で
抵
常
に
入
れ
る
こ
と
を
約
定
す
る
。
が
、
一
万
本
が
完
済
さ
札
る
主
で
、
そ
の
賃
料
印
利
子
宮
E
E
)
で
満
足
す
る
だ
、
b
ぅ
。
然
ら
ば
そ
の
契
約
が
、

も
し
抵
常
な
し
に
、
た
い
ミ
貸
怖
の
利
得
に
謝
し
て
の
品
な
さ
れ
る
契
約
が
何
故
に
呪
は
札
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
上
H
も
も
っ
と
苛
酷
な
賃
料
が
そ
の

畑
を
抵
設
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
許
さ
れ
て
ゐ
る
」
き
に

Q

然
、
り
ぱ
及

L

べ
は
問
中
な
る
言
葉
に
よ
っ
て
事
物
を
列
衝
し
、
物
そ
れ
自
身
の
本
性
か
ら
な
さ

6
 

れ
る
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
紳
を
児
戯
に
等
し
い
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
宛
ら
徳
も
持
も
言
葉
の
形
式
か
ら
得
ら
れ
る
か
の
宇
う
に
」

七
〉
日
:
、

札

H93E
主
〈

カ
ル
グ
ン
は
債
務
者
必
宇
し
も
貧
な
ら
守
、
却
亡
利
得
を
得
る
た
め
に
他
か
ら
金
を
借
り
る
こ
と
が
あ
る
。
依
樺
者

も
亦
首
然
に
、
そ
の
金
を
使
用
す
る
を
得
ば
利
得
そ
作
る
で
あ
っ
た
ら
う
し
、
従
て
こ
れ
を
貸
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
営
然
に
或
る

R
3
1ヨ
ヂ

t
H
7
3
L
I
r
L
v
h
・
h
:
b
o

者
『
一
月
型
a

，
泊
棋
院
-
f
F
V
f
f
じ
た
F
一方
L

微
で
一
定
の
利
白
山
が
そ
こ
に
決
て
泌
め
ら
れ
る
世
一
い
で
あ
る
と
し
た
。

17) 

千
市町;

於
て
は
未
だ
十
分
に
僚
機
者
の
現
貸
の
損
犬
の
緋
償
2
2
5
c
E
3
2問
gm)又
は
得
べ
か
り
し
利
盆
の
緋
償
(
]
宮
ヨ
5
3
u
z

れ
も
明
確
に
は
示
し
て
ゐ
な
い
。

け
れ
ど
も
「
後
者
(
債
権
者
)
は
、
自
分
の
貨
幣
で
或
る
畑
を
買
は
ん
曹
と
し
て
ゐ
た
が
」
と
云
ふ
と
こ

ろ
に
於
て
そ
の
閣
の
消
息
を
幾
分
示
し
て
ゐ
る
。
た
ピ
此
の
貼
に
つ
い
て
は
、
後
泌
す
る
様
に

「
聖
書
議
解
」
特
に
「
モ

1
セ
俸
法
」

の
議
解
に
於
て
、
よ
り
明
確
陀
示
し
て
ゐ
る
。

更
に
と
の
「
手
紙
」
の
後
学
に
於
て
、
徴
利
是
認
に
つ
い
て
の
七
つ
の
傑
件
を
掲
げ
て
ゐ
る
。

と
の
賠
を
任
意
ず
る
必
要
が
あ
る
。

彼
の
利
子
論
が
翠
な
る
是
認
論
で
た
い
乙
と
、
幾
多
の
警
戒
と
制
限
と
の
下
に
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
乙
と
を
一
不
す
。
第
一
に
は
、

貧
し
き
者
、
災
害
に
泡
っ
た
不
幸
な
者
か
ら
は
利
子
を
取
ら
た
い
こ
と
。
第
二
に
、
貧
し
き
同
胞
を
疎
ん
じ
て
必
要
友
る
努
め
を
怠

る
程
に
獲
得
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
第
三
に
は
、
人
は
自
然
的
衡
平
法

(
o
A
E
Z
ロ
己
回
耳
-
一
作
)

の
範
閣
を
越
し
て
は
友
ら
な
い
こ

カ
ル
ず
ン
，
の
利
子
諭

第
四
十
七
巻

四
一
五

第

挽

0 
九

A~督教耀住専a思

r、I

中世教曾法的徴平'11論考、一五一頁。
利息法史論、一六三頁。
重荷主義経済皐読史四六二頁以下、;r.mがF皐前J史六五二頁以一F、
想(県波世界思i朝、第六巻)七ー頁以下。
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第

四

十

七

巻

一

一

O

と
。
そ
れ
は
紳
の
法
(
同
国
間

H
o
r
p吋
~
以
内
)
に
よ
っ
て
碓
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
。
第
四
に
、
併
手
は
借
り
た
金
か
ら
よ
り
多
く
の
利

カ
ル
ザ
y

の
利
子
論

四
一
六

第

披

得
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ね
。
借
り
た
金
を
遊
ば
し
て
置
い
て
不
毛
と
し
て
は
取
ら
む
。
第
五
に
は
、
併
し
訟
が
ら
粗
野
な
る
世
間
の
慣

習
(
E
V
E
-
z
E
E
K
E
E
)
に
依
つ
て
は
友
ら
ね
。
我
々
の
訟
は
榊
の
言
葉
(
E
E
A
-
E
r
r
-
-
E
L
F
L
C
C
E
-
)
か
ら
符
ら
れ
ね
ば
な
ら
友

い
。
第
六
に
、

貸
借
を
ば
私
事
と
せ
合
、

そ
の
地
方
の
公
定
制
限
を
越
え
て
は

公
共
の
嗣
祉
に
反
し
て
は
な
ら
友
い
。

第
七
に
、

友
ら
ぬ
。

(
E
M
R
L
m
F
E
E
C
-
O
A
C
↑
f
i
r
-
M
日
目
立
三
JnMLη
江
山
口
町

-24)C

そ
の
限
山
一
は
」
日
間
き
に
過
ぐ
る
よ
り
も
年
ヲ
リ
低
金
一
に
過
ぎ
る
位

~) 

方
が
よ

。

と
れ
ら
七
つ
の
僚
件
又
は
制
限
は
、
何
れ
も
近
代
の
考
へ
と
は
飴
程
遠
り
た
も
の
が
あ
る
こ
と
が

b
か
る
。
債
務
者
の
扶
態
に
つ

き
、
貧
困
、
窮
迫
の
際
は
利
子
を
取
ら
な
い
や
ろ
注
意
す
る
こ
と
、
然
ら
ざ
る
債
務
者
の
揚
合
は
十
分
に
そ
れ
を
前
向
し
て
利
得
を

生
ぜ
し
む
ぺ
き
と
と
を
保
件
に
入
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
ま
た
白
然
法
、
衡
平
法
、
成
く
云
へ
ば
榊
訟
を
常
に
根
底
に
置
い
て
ゐ
る
と
と
、

公
共
の
一
耐
祉
を
詰
意
し
て
ゐ
る
こ
と
、
更
に
は
利
率
の
法
的
限
定
を
定
め
て
ゐ
る
こ
と
友
ど
、
何
れ
も
紋
の
特
徴
で
あ
ら
う
。

=
、
一
聖
書
講
解
」
1
1
1
カ
ル
ヤ
ン
の
聖
書
講
併
は
、

一
五
三
八
年
の
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
グ
時
代
か
ら
、

一
五
六
三
年
'
山
ち
彼
の
死
の

前
年
ま
で
.
賓
に
二
十
五
年
間
に
亙
り
心
血
を
注
い
だ
も
の
で
あ
る
c

が、

そ
の
際
に
山
$
一
世
田
の
中
で
利
子
に
闘
し
て
述
べ
ら
れ
て
あ

る
筒
所
に
つ
い
て
、
彼
が
如
何
に
融
解
し
且
つ
白
己
の
見
解
を
も
述
べ
て
ゐ
る
か
は
可
成
り
興
味
あ
る
と
と
で
あ
り
、
重
要
注
と
と

で
あ
る
。
以
下
簡
単
に
そ
れ
ら
の
内
容
を
示
し
て
見
ょ
う
。
山
山
解
さ
れ
た
る
順
序
に
よ
る
こ
と
与
す
る
。

叩

イ
ザ
ヤ
凶
器
と
れ
に
闘
す
る
講
鮮
が
印
行
さ
れ
た
の
は
一
五
五

O
年
で
あ
る
か
ら
、
寅
際
忙
講
義
さ
れ
た
の
は
そ
れ
よ

(
イ
)

〈丸、rp.Ref. O. C. Xa S. 245・
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り

三
年
前
に
在
る
だ
ら
う
。
と
に
角
、
そ
の
中
で
利
子
に
つ
い
て
は
、

「
買
ふ
者
も
寅
る
者
も
ひ
と
し
く
、
貸
す
者
も
借
る
者

も
ひ
と
し
〈
、
利
を
は
た
る
も
の
も
利
を
い
だ
す
者
も
ひ
と
し
く
乙
の
と
と
に
あ
ふ
ぺ
し
。
地
は
と
と
ご
と
〈
窓
し
く
と
と
ご
と
く

掠
め
ら
れ
ん
」
(
同
サ
四
・
二
、

(

ロ

)

一
二
)
が
あ
る
が
、
彼
は
こ
h
A

に
於
て
利
子
に
つ
い
て
は
特
別
に
何
も
語
っ
て
ゐ
た
い
。

川
州

共
観
一
喧
一
語
墨
田

i
lこ
れ
は
一
五
五
五
年
に
刊
行
さ
れ
て
ゐ
る
。

マ
タ
イ
侍
五
・
四
二
に
「
た
ん
ぢ
諦
ふ
者
に
あ
た
へ
、
借

ち
ん
と
す
る
者
を
拒
む
な
」
と
る
る
の
は
、
乞
ふ
も
の
に
は
綿
ぺ
て
匡
別
友
く
輿
へ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
し

τゐ
る
。
け
れ
ど
も
決

し
て
浪
費
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
は
友
い
。
我
々
に
賜
っ
た
も
の
を
無
駄
に
撒
い
て
は
左
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
基
督
の
意
味
は
、

つ
に
は
弟
子
山
速
に
首
由
且
つ
寛
裕
を
教
へ
る
と
と
、
ニ
つ
に
は
人
を
助
け
る
と
と
を
義
務
と
す
べ
き
こ
と
b
教
へ
る
の
で
あ
る
。
仁

品
品
川
は
紳
へ
の
義
務
で
あ
る
。

申
へ
土
日
以
刷
川
H
h
r
-
ニ
こ
叩

J
C
早

礼

二

r
I
一

E
〉
礼
。

十

β
t
4
干
耐
出

1tfbp-t
ド
't
回

全

長

1
L
P
(
n
r
h
予
h
h
b
d

h
J
P
U弘
J
J

、

川

-YA乍
」
ノ

t
r
h
こ

vh

H
3
4
わ
れ
ド

ιド

寸

p

h

J
ゃ

1
J
3
3ザ
E
J
目

巾

同

一

一

中

/
c

，ハ
t
h
u
v

岩
L
e
E
1
ζ

V:l:J 

あ
ら
ん
と
思
ひ
て
人
に
貸
す
と
も
、
何
の
喜
す
べ
き
こ
と
あ
ら
ん
。
罪
人
に
で
も
均
し
き
も
の
を
受
け
ん
と
て
罪
人
に
貸
す
た
り
、

何
を
も
求
め
守
し
て
貸
せ
首
さ
ら
ば
そ
の
報
は
大
た
ら
ん
」
と
あ
る
。

と
れ
に
よ
っ
て
恭
替
は
明
か
に
利
子
を
禁
じ
た
と
さ
れ
て
ゐ
る

が
、
併
し
一
般
的
に
禁
ビ
た
の
で
は
友
い
。
高
利
を
目
的
と
し
て
貸
す
も
の
、
貧
者
を
苦
し
め
る
も
の
を
警
め
た
の
で
あ
る

b

む
し

ろ
債
機
者
の
心
構
へ
を
軍
閥
し
た
の
で
あ
る
。
商
業
的
行
筋
が
神
の
自
に
協
ふ
も
の
で
た
い
と
従
来
展
々
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
併
し

親
切
恋
心
に
於
て
左
し
死
線
べ
て
の
貸
付
行
局
は
絡
針
的
に
否
定
さ
れ
る
の
で
は
た
い
。
従
て
そ
れ
か
ら
生
や
る
報
酬
を
線
ぺ
て
禁

じ
た
の
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
最
後
に
「
基
誕
百
青
に
と
っ
て
、
金
を
貸
す
と
と
か
ら
利
益
を
得
る
と
と
が
、
法
的
た
り
や
否

や
は
、
余
は
此
の
章
で
は
こ
れ
以
上
論
ビ
友
い
」
と
云
っ
て
ゐ
る

J

詩
篇

l
!と
れ
は
一
五
五
七
年
に
刊
行
さ
れ
て
ゐ
る
品
そ
の
第
一
五
篇
第
五
節
に
「
貨
を
か
し
て
過
ぎ
た
る
利
を
む
さ
ぼ

( 

J、
) 

カ
ル
ザ
ン
の
利
子
論

策
四
十
七
血
管

四

-l; 

第

披

Calvin's Commenl:ary 00 the Book of the Propllet Isaiah， trans. by the Calvin 
Translation Society， IJ， p. r63 f. 
C. R. O. C. XL V， S. 186 f. 
Comm. on a I-王armonyof the Evangelists， 1， p. 301 f. 
C. R. O. C. XXXI S. 147. 
Comm. on the Book of P:;alms 1， p. 2][2 f. 
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カ
ル
ザ
シ
の
利
子
論

第
四
十
七
巻

J19 

J、

事事

裁

ら
A
Y
、
賄
絡
を
入
れ
て
無
事
を
害
は
ざ
る
な
り
。
斯
る
こ
と
ど
も
を
行
ふ
も
の
は
永
遠
に
動
か
さ
る
L
こ
と
な
か
る
べ
し
」
と
あ
る
。

と
の
最
初
の
伺
は
、
ダ
ピ
デ
が
一
切
の
利
子
を
取
っ
て
は
な
ら
ね
と
、

一
般
的
に
叱
っ
て
ゐ
る
か
の
如
く
一
式
は
れ
で
ゐ
る
。
ま
た
こ

の
「
過
ぎ
た
る
利
」
即
ち
「
高
利
」
な
ろ
名
は
何
庭
で
で
も
嫌
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
賓
際
に
は
、

こ
の
「
高
利
」
と
云
ム
名
を
用
ひ
十
に

他
の
名
を
挙
げ
る
。
而
も
そ
の
本
性
は
同
じ
で
あ
る
。
従
て
弊
害
は
一
居
品
川
し
く
な
っ
た
ο

同
時
に
混
同
も
生
や
る
こ
と
h
な
っ
た
@

高
利
が
い
け
友
い
の
は
、

そ
れ
が
不
持
所
作
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
の
人
が
銘
々
生
治
資
料
を
得
る
た
め
に
営
々
と

L
て
働
い
て
ゐ
る

の
K
、
高
利
貸
は
遊
ん
で
ゐ
る
。
そ
の
弊
害
は
債
権
者
側
の
み
で
泣
く
、
債
務
者
側
に
も
あ
る
。
債
務
者
の
危
険
、
貧
困
、
窮
迫
の

事
情
を
よ
く
察
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。
彼
ら
を
そ
の
ま
L
放
置
し
て
置
い
て
は
な
ら
ね
。
「
貨
を
貸
し
て
過
ぎ
た
る
利
を
食
ら
中
f
一

の

一
概
に
利
子
を
禁
止
し
た
の
で
は
た
い
。
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
謝
し
て
特
別
に
一
不
さ
れ
た
る
律
訟
で
る
か
。
だ
か
ら

と
云
ふ
の
は
、

と
れ
を
総
べ
て
の
岡
氏
に
安
営
せ
し
む
る
と
と
は
無
理
で
あ
る
。
但
し
快
乏
に
苦
し
む
貧
者
に
は
、
そ
れ
を
害
す
る
こ
と
な
し
に
幾

許
か
の
利
子
に
於
て
貸
す
と
と
に
よ
っ
て
得
る
も
の
は
、
必
十
し
も
不
法
の
高
利
の
中
に
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
。

拍

エ
レ
ミ
ヤ
記
ー
!
と
れ
ば
一
五
六
三
年
刊
行
で
あ
る
。
そ
の
一
五
・
一

O
K
は
「
全
国
の
人
我
と
争
ひ
我
を
攻
む
。

( 

) 

b 
l/1レ

人
に
貸
さ
デ
、
人
ま
た
我
に
貸
さ
や
、
皆
段
を
担
ふ
な
り
」
と
あ
る
。
人
聞
の
現
賞
一
位
舎
に
於
て
、

h
h
る
悪
し
き
世
の
中
に
る
つ

て
、
貨
の
友
情
を
以
て
商
衰
を
営
む
と
云
ふ
こ
と
は
.
も
し
あ
れ
ば
そ
れ
は
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
。
か
L
る
中
に
る
っ
て
は
「
金
を

貸
さ
や
、
ま
た
借
ら
や
」
従
て

「
令
銭
に
闘
し
て
は
何
の
争
ひ
を
も
持
た
友
い
」
と
す
る
。

こ
れ
は
反
面
に
高
利
の
調
蔓
と
そ
の
呪

阻
と
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
と
。

ホ
) 

H
 

モ

l
ゼ
律
法
こ
れ
は
一
五
六
四
年
(
彼
の
死
の
年
)
に
刊
行
さ
れ
た
。

と
れ
は
出
域
及
記
、
利
米
記
、
申
命
記
友
M

と
を

申命記 23・19，，20室長照。
C. R. O. C. XX  XVII， S. 470・
Comm. On the Prophet Jeremiah， II， p. 269 
C. R. O. C. XXIV. S. .979 
Com.m. on the Four工品stBook nf Mo"，es， anangeu in th巴 formof a. I-Iarmony， 
In， p. 125 f. 
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一
括
し
て
遁
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
序
に
於
て
、
人
が
他
人
の
財
を
取
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
は
消
極
的
に
過
ぎ
る
。
も
っ
と

進
ん
で
他
の
矯
め

r慈
悲
を
以
て
謹
ず
べ
き
で
あ
る
。
同
胞
が
困
窮
し
て
ゐ
る
と
き
、
出
来
る
左
ら
こ
れ
を
功
け
る
の
が
営
り
前
だ
。

助
け
た
い
の
は
不
E
で
あ
る
。
況
ん
や
他
人
の
損
失
に
於
て
自
己
を
宵
ま
す
と
云
ふ
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ね
。

出
品
明
及
記
の
二
↓
了
二
五
に

つ
汝
も
し
汝
と
と
も
に
る
る
わ
が
民
の
貧
し
き
者
に
金
を
貸
す
時
は
、

金
貸
の
如
く
注
す
べ
か
ら
や
、

叉
こ
れ
よ
り
利
足
を
と
る
ぺ
か
ら
や
」
、

三
七
に
「
汝
の
兄
弟
よ
り
利
を
も
息
を
も
取
る
ぺ
か
ら
や
、
耐
を

利
末
記
二
五
・
三
六
、

国
民
る
ぺ
し
、
ま
た
汝
の
兄
弟
を
し
て
汝
と
共
に
あ
り
て
生
命
を
保
た
し
む
べ
し
」
0

ま
た
「
汝
か
れ
に
利
を
と
り
て
金
を
貸
す
ぺ
か

ら
守
、
ま
た
徒
を
得
ん
と
し
て
食
物
を
貸
す
べ
か
ら
や
」
と

b
り
、
更
に
L

日
命
記
二
三
伸
一
九
、

「
汝
の
兄
治
よ
り
利
息

二

O
に
は

を
取
る
ぺ
か
ら
や
却
ち
余
の
利
息
、
食
物
の
利
息
吹

E
凡
で
利
息
を
生
ド
ベ
金
物
の
利
息
を
取
る
べ
か
ら
や
ヘ
寸
他
闘
の
人
よ
h

リ
は

汝
利
息
を
取
る
も
宜
し
、
唯
汝
の
兄
弟
よ
り
は
利
息
を
取
る
ぺ
か
ら
や
」
|
|
こ
れ
ら
の
綾
漣
の
根
本
思
想
と
左
っ
て
ゐ
る
も
の
は
、

渇

正
義
と
愛
で
る
る
。
一
耐
の
法
は
正
義
の
法
で
あ
り
、
同
時
に
仁
慈
の
法
で
あ
る
。
と
れ
ら
の
法
に
よ
っ
て
「
高
利
」
は
常
然
に
嫌
悪
さ

間

れ
、
排
斥
さ
れ
た
。
そ
れ
で
こ
れ
を
逃
れ
る
た
め
に
、
元
本
以
上
の
も
の
と
云
ふ
意
味
で
「
増
加
」
と
い
ふ
言
葉
を
採
用
し
た
。
併
し

そ
れ
は
口
資
で
あ
っ
て
、
一
仰
の
法
は
直
ち
に
そ
れ
を
見
破
っ
て
、
南
者
は
本
質
に
於
て
同
じ
も
の
と
し
た
。
例
之
.
利
末
記
で
「
利
を

も
息
を
も
」
と
云
ふ
所
以
で
あ
る
。

か
〈
し
て
「
利
子
」
は
一
般
的
に
「
高
利
」
と
し
て
嫌
は
れ
て
ゐ
る
。
け
れ

εも
債
擁
者
に
と
っ
て

は
、
「
そ
の
金
を
使
用
す
る
こ
と
を
失
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
趨
さ
れ
た
る
損
失
に
封
ず
る
燐
償
と
し
て
」
、
ま
た
「
用
意
さ
れ
た
る

金
b
L
持
つ
者
は
、
そ
し
て
そ
れ
を
貸
さ
ん
と
す
る
も
の
は
誰
れ
で
も
、
そ
れ
を
以
て
何
か
を
民
ふ
の
で
あ
っ
た
友
ら
は
、
彼
自
ら
に

利
益
を
得
た
で
あ
ら
う
と
と
、
ま
た
取
得
の
あ
ら
ゆ
る
機
曾
が
提
供
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
主
張
す
る
で
あ
ら
う
。
か
く
て
常
に
彼

カ
ル
ザ
ノ
シ
白
利
子
論

第
四
十
七
巻

四

え』

第

骨量

邦課望書に「利J(-( ;fヤ)、「過ぎたる ;~IJJ (詩i'lu、「利足J(出展及)、「金の利息
食物の利息J(申命記)等とあるは大惜 l高利」を意味する。ヘプライ原語の
neshek ~p ち「噛むと止」から出ふ締!~濯の“ usura"、英課の“ usury "であ
る。悌課では“ interet"又は“ USUTeIJ、濁諜では“ Wucher!tと云」、。
邦言軍聖書では主として「息」又は「草花 j と滞し「利Jと直jJlJしてゐる。 この言
葉の原誌は therbith(又は tarbith 正請む)と云ひ草に「帯加」を意味するが、
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カ
ル

γ
シ
め
利
子
論

第
四
+
七
巻

四

。
事事

量置

一
一
回

泊

の
排
償
を
求
め
る
根
擦
が
あ
る
。
そ
れ
は
如
何
左
る
貨
幣
も
損
失
す
る
こ
と
た
し
に
は
貸
す
こ
と
が
出
来
泣
い
か
ら
」
と
。

と
れ
は

桜
め
て
重
要
た
街
所
で
あ
る
。

と
誌
に
於
て
彼
は
明
か
に
、
所
謂
期
待
利
訴
の
曲
折
償
(
一
-
R
2
5
2
2
5
)
を
も
認
め
た
の
で
あ
る
。
ま

た
吹
い
で
、
問
諸
「
官
め
る
債
務
者
」
の
例
を
も
認
め
、
「
宮
め
る
債
務
者
又
は
生
産
を
替
む
も
の
に
は
、
利
子
は
自
由
に
許
さ
る
べ

き
で
あ
恥
」
と
一
去
っ
て
ゐ
る
。
在
日
は
そ
と
に
は
伏
霊
刊
の
心
が
大
切
で
あ
る
こ
と
.
印
ち
怒
悲
の
心
か
ら
そ
れ
が
没
さ
れ
る
の
で
た

け
れ
ば
友
ら
泣
い
こ
と
、
従
て
若
し
偵
務
斉
が
凶
読
の
州
側
A
口
に
は
無
利
子
で
貸
さ
ね
ば
な
ら
山
こ
に
し
等
堂
一
お
の
て
ぬ
品
。

エ
ゼ
ヰ
Z

ル
主

Eilと
れ
は
一
五
六
三
年
に
請
解
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
‘
併
し
注
中
で
病
気
に
倒
れ
た
た
め
中
詮
で
切

れ
て
ゐ
る
。
そ
と
で
利
子
に
つ
い
て
は
一
部
の
み
に
過
ぎ
友
い
が
、
そ
れ
で
も
可
成
。
詳
し
〈
論
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。
尤
も
そ
の
趣
旨

は
殆
ん

E
前
掲
の
「
モ

1
ゼ
律
法
」
の
講
解
と
同
じ
で
あ
る
。

エ
ゼ
キ
エ
ル
蓄
の
一
八
市
八
以
下
「
利
を
取
り
て
貸
さ
や
、
息
を
取
ら

宇
L 

(
八
)
、
「
利
を
と
り
で
貸
し
、
息
を
取
ら
ば
彼
ば
生
〈
ぺ
き
や
、
彼
は
生
〈
べ
か
ら
や
」
〈
一
一
一
一
)
、
ま
た
「
そ
の
千
を
引
き
て
悩

め
る
者
を
苦
し
め
や
、
利
を
取
ら
や
、
わ
が
律
訟
を
行
ひ
、
わ
が
法
度
に
歩
ま
ぽ
彼
は
そ
の
父
の
悪
の
た
め
に
死
す
こ
と
る
ら
じ
、

必
Ar
生
〈
ぺ
し
」
(
一
七
)
等
が
引
詮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
宮
め
る
債
務
者
」
の
例
を
こ
L
で
も
引
い
で
ゐ
る
。
ま
た
「
利
子
」

コ
両
利
」
に
闘
す
る
一
言
葉
の
吟
味
を
詳
し
〈
漣
ぺ
て
ゐ
る
。
併
し
多
く
の
人
が
言
葉
を
愛
へ
る
と
と
に
よ
っ
て
高
利
の
事
賞
を
隠
蔽
し

ょ
う
と
す
る
の
を
攻
め
て
、
「
一
一
己
葉
の
上
で
述
べ
よ
う
と
し
て
は
た
ら
ね
.
事
賞
を
取
扱
は
ね
ば
た
ら
ね
」
と
云
ふ
。

と
E
A

に
彼
の
利

子
論
の
特
質
が
あ
る
。

回

以
上
に
よ
っ
て
、

カ
ル
グ
ン
の
利
子
論
を
示
す
二
様
の
文
献
に
つ
い
て
、
略
々
そ
の
内
容
を
紹
介
し
た

D

「
利
子
に
劇
す
る
手
紙
L

聖書にはこれを「利」即ち「高利」を意味する neshekと共に用ひ、 または同義
語として用ひることによって、 そ白悪し壱意味を示 iてゐる。但し利末詔
25 :37と策言 28:8とは特別に marbiぬとい」、文字を{O:;ワてゐるが、意味は

大世間じである。
Comnl. on the Four Last Rooks of Moses 111， p. 129， 

ibid p. I30. 
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は
或
る
個
人
に
宛
て
た
も
の
で
は
る
る
が
、

そ
れ
は
一
般
的
に
彼
の
見
解
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
は
、
織
の
徴
利

是
認
の
論
機
が
主
と
し
て
自
然
の
結
貫
性
、
枇
舎
的
・
経
済
的
た
生
産
性
の
事
費
に
於
で
あ
っ
た
と
と
、

そ
し
て
そ
の
底
に
自
然
法
、

衡
平
法
又
は
紳
法
の
根
嫁
付
け
が
あ
っ
た
こ
と
等
を
技
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
-
友
ほ
依
の
徴
利
是
認
が
決
し
て
草
な
る
是
認
論
で
た

い
こ
と
.
幾
多
の
僚
件
、
制
限
の
下
に
側
め
て
警
戒
的
に
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
註
窓
し
注
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
「
聖

害
議
解
」
に
於
て
は
『
「
手
紙
」
に
於
て
充
分
に
班
は
し
て
ゐ
泣
か
っ
た
と
こ
ら
の
、
債
権
者
の
期
待
利
盆
の
緋
償
と
云
ふ
と
こ
ろ
に

ま
で
論
嫁
を
展
い
た
貼
は
、
械
の
利
子
論
の
根
抜
と
範
闘
と
を
明
献
に
示
し
た
も
の
と
し
て
組
め
て
重
要
友
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
更
に
概
括
し
て
、
爾
徐
の
利
子
論
と
の
比
較
を
試
み
、

以
て
波
の
特
貨
を
論
設
し
・
な
け
れ
ば
な
ら
左
い
の
で
あ
る
が
、

ま
こ
1
h

で
同
十
分
に
そ
れ
ら
を
品
泌
す
る
乙
と
が
出
来
友
い
。

そ
こ
で
最
後
に
た
ピ
似
の
特
貨
と
も
別
山
は
れ
る
も
の
を
二
、
一
一
一
息
げ

て
見
る
と
J
に
す
る
。

ま
づ
第
一
に
は
、
自
然
的
生
産
伯
、
経
済
的
牧
益
性
を
特
に
重
要
腕
し
た
こ
と
。

こ
の
恥
は
主
と
し
て
古
代
‘
中
世
の
利
子
論
創

ち
徴
利
禁
止
論
に
扮
し
て
示
さ
れ
る
特
徴
で
あ
っ
て
、
聖
書
の

U

仲
間
止
論
は
多
く
偵
機
者
の
心
情
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
り
、

ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
貨
幣
/
小
毛
説
は
、
貨
幣
の
機
能
を
価
一
蹴
し
た
た
め
で
あ
る
。

ト
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
の
利
p
j
論
が
、
債
権
符
の
現
寅
損
失

の
緋
償
(
L
E
E
E
E
2
2問
。
=
ふ
と
云
ふ
と
こ
ろ
ま
で
は
認
め
た
が
、
期
待
利
盆
の
緋
償
(
E
5
5
2
2
2
)ま
で
は
行
か
友
か
っ
た
の
は
、

時
代
の
事
情
に
も
よ
ら
号
が
、
兎
も
角
も
経
済
、
批
舎
の
収
益
性
を
充
分
に
認
め
な
か
っ
た
斡
に
あ
る
と
一
エ
へ
よ
号
。

第
二
に
は
、
最
両
法
定
利
率
の
制
定
で
あ
る

G

こ
れ
は
主
と
し
て
同
時
代
の
宗
殺
改
革
貯
例
へ
ば
ル

l
テ
ル
や
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に

謝
し
て
特
徴
と
す
る
離
で
る
る
c

カ
ル
グ
ン
が
、
各
地
方
別
に
夫
々
の
事
情
に
膝
じ
て
そ
の
政
治
機
闘
が
自
ら
進
ん
で
最
高
利
率
を

方

ル

ザ

シ

の

刺

子

論

第
凶
十
七
巻

匹I

第

量主

主王

v、
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カ
ル

γ
ン
の
利
子
論

第
同
十
七
巻

UY 

告再

就

ア主

公
定
せ
し
め
た
と
一
山
ふ
と
と
は
、

荒
し
彼
の
非
常
た
積
桜
性
を
-
一
小
す
も
の
で
あ
る
。

エ
ツ
ク
が
三
軍
契
約
に
於
て
徴
利
否
認
に
徐
松

緩
和
を
興
へ
た
し
、

ル
l
テ
ル
の
徴
利
是
認
は
フ
て
の
初
期
に
於
て
殊
に
嵐
k

行
は
れ
、
そ
の
文
献
も
多
く
あ
る
が
併
し
そ
の
晩
年
の

極
め
て
警
戒
的
と
な
っ
た
事
費
は
、
そ
の
利
子
論
を
以
て
未
だ
十
分
に
是
認
論
を
展
開
し
た
と
は
玄
へ
左
い
。

メ
ラ
ン
巳
ト
ン
が
、

支
梯
狛
橡
た
し
に
貸
付
の
首
日
か
ら
利
子
炉
一
取
る
干
と
を
許
し
た
引
で
、
仙
川
税
カ
ル
ザ
シ
に
泣
い
椋
忙
田
山
は
れ
る
が

u

併
し
メ
ラ
ン

ヒ
ト
ン
は
そ
の
場
合
の
利
不
を
汝
判
川
の
判
定
江
待
っ
と

-xhLF
む
と
に
じ
た
。

カ
レ

f

/
〉

t
E
R
O
-
-
'
三
一
川
九
時
円
上
目
、
本
市
川

1

J

f

、畑正ト
h
r
t
k
f
J
B
V
L
U
点
、
広
寸
在
く
よ
」
一
ヱ
λ
右

似
的
態
度
を
持
っ
た
ム
」
云
ふ
黙
に
訪
問
す
る
必
要
が
あ
る
と
応
ふ
。

第
三
に
は
、
債
権
者
、
債
務
者
同
方
の
欣
態
に
注
意
し
た
こ
と
。

と
の
黙
は
山
市
ろ
近
代
の
利
子
論
ム
」
の
比
較
に
於
て
不
さ
る
べ
き

彼
の
特
質
で
あ
る
。
荒
し
十
七
世
紀
の
利
子
論
は
和
蘭
・
英
凶
に
盛
ん
に
行
は
れ
た
が
、
そ
れ
は
主
在
し
て
利
率
論
で
る
る
。
十
八

世
紀
以
後
の
華
と
咲
い
た
利
子
論
の
展
開
は
諸
々
の
論
議
を
行
は
し
め
た
が
、
似
し
そ
こ
に
は
賞
事
者
の
帥
ち
債
権
者
.
債
務
年
刊
の

欣
態
が
軍
閥
せ
ら
れ
る
と
云
ふ
こ
と
が
あ
る
だ
ら
う
か
。

カ
ル
ザ
ン
に
於
て
は
こ
の
と
こ
ろ
が
桜
め
て
重
要
腕
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

蓋
し
彼
は
債
務
者
の
欣
態
が
、
消
倒
的
に
貧
窮
、
災
害
の
揚
合
に
は
利
チ
を
認
め
左
か
っ
た
の
で
あ
り
、
反
針
に
そ
れ
が
官
め
る
揚

合
に
は
積
極
的
に
そ
の
牧
待
性
を
薦
め
る
と
と
に
よ
っ
で
利
子
を
是
認
せ
ん
と
し
た
。
ま
た
依
権
者
の
耽
態
に
つ
い
て
も
、
消
倒
的

に
は
彼
が
現
貨
に
損
失
を
被
っ
た
場
合
に
は
そ
の
賠
償
と
し
て
利
子
を
認
め
、
ま
た
積
倒
的
に
そ
の
欣
態
が
期
待
さ
れ
た
る
揚
合
に

は
一
定
の
限
度
に
於
て
そ
れ
を
も
逃
ん
で
認
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

要
之
、

カ
ル
グ
ン
利
子
論
の
特
伎
は
、
向
然
的
・
経
済
的
生
産
性
に
根
抽
閣
を
置
い
た
こ
と
、
債
権
者
の
牧
谷
性
に
ま
で
範
国
を
成

め
充
と
と
、
依
務
者
の
献
態
を
顧
慮
し
、

公
共
闘
値

ω積
観
的
、
友
る
指
導
を
薦
め
た
こ
と
等
で
あ
る
と
思
ふ
。
(
十
一
一
了
穴
・
一
)


