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-
文
革
博
il
高

田

保

馬

貨
常
の
形
態
的
壁
遷
･U金
融
意
義
の
蓉
展
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経
済
峯
博
士
小
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昌

太

郎
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易
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成
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ト
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マ
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マ
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財
貨
論
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･-
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-
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親
済
畢
士

自

存

庄

T

部

イ

ン
テ

レ
ッ

セ
ン
ゲ

マ
イ

ン
シ
ャ
フ
ト

の
概
念
親
定
に
つ

い
て

一

研

究

･･.,
鯉
帝
学
士
静

田

均

続
計
畢
史
上
に
於
け
る

ジ
ュ
ー
ス
,,､
ル
ヒ
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地
位
･-

･-
,･-
･-
-
経
済
串
r
音

感

読

売

和

雄

再
び
新
経
済
論
理
の
数
式
的
展
開
に
就
て
･-･
相
済
革
博
士
柴

田

敬

元
代
貸
簡
思
想
抄
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･･;
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研

究

統
計
学
史
上
に
於
け
ろ
ジ
ュ
ー
ス
-
ル
ヒ
の
地
位

青

盛

和

雄

轟
に
｢
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
の
人
口
畢
観
｣
と
適
し
て
本
誌
に
紹
介
を
試
み
て
置
3,た
の
は
+
'と
し
て
ヨ
ー
ン
に
典
越
し
た
の
で
あ
る

･[.

解
が
充
分
L｣
は
思
考
さ
れ
得
な
い
の
で
'
滋
で
は

l
廠
ク
ラ
ム
に
依
っ
て
彼
の
晋
作
｢
柵
的
秩
序
｣
が
如
何
に
解
題
さ
れ
て
ゐ
る
か
を

競
っ
て
見
る
寒
に
し
か

ノO

既
に

=
八
九
七
年
に

ウ
イ
ル
コ
ッ
ク
ス
教
授
と
共
同
者
越
の
形
式
に
て
ジ
ュ
ー
ス
､､､
ル
ヒ
の
著
作
円
錐
を
編
成
せ
る

Fre.]enck

s

c
rhm

に
裁
て
は
､
統
計
準
粁
痢
嬰
及
統
合
拳
を
専
攻
し
こ
の
望

I
ス
,Jf
ル
亡
の
統
計
的
苦
竹
に
就
い
て
の
論
文

を
Cornelt

L
h
lV
e:Slty
に
今
仰
紀
和
粥
に
於
て
所
謂
る

a
d
o
c
tor.s
d
lSSeltatlm

と
し
て
凍
mh
L
た
と
い
ふ
寄
賓
以
外
に
は
両
等
知
る
用
が
な

い
.
従

っ
て
ク
ラ
ム
の
1;
身
軒
歴
も
不
明
て
あ
っ
て
､
弼
超
人

た
る
ヨ
ー
ン
や
シ
ュ
ル
ツ
ヱ
JJ
聖
止
揚
に
於
け
る
柵
淀
む
検
討
し
得

る
迄
に
は
立
至
り
得
な
い
が
､
少
-
と
も
ジ
ュ
ー
ス
･,,
ル
七
の
本
圃
に
於
け
る
再
訂
偶
に
役
立
ち
'
惹
ひ
て
は
国
境
を
超
え
て
.･,h
n

蹄
計
畢
史
i
rに
於
け
る
ジ
ュ
ー
ス
,"
ル
ヒ
の
地
位

節
五
十
大
嶺

一二
･?

鉾
三
鮮

九
九
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統
計
早
見
L
に
於
け
る
ジ
ュ
ー
ス
,"
ル
ヒ
の
地
位

鱒
五
十
六
啓

三
1
八

藤
三
雄

l
O
O

I
ス
ミ
ル
ヒ
的

排
念

が
授
持
し
得
る
槻
緑
と
も
な
る
で
あ
ら
う
0
ク
ラ
ム
は
｢
神
的
碑
序
｣
に

現
ほ
れ

て

居

る
人

口

現
諭
に
関
し
て
も

悉
紬
な
る
記
述
を
試
み
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
､
端
で
は
彼
の
統
計
襲
史
上
の
地
位
を
月
旦
せ

る
範
囲
内
に
閑
適
を
限
定
し
'
著
作
の
内

容
特
に
｢
榊
的
秩
序
｣
の
初
帆
と
再
版
と
の
問
に
布
す
る
凋
遠
に
就
い
て
は
結
論
的
に
概
略
之
に
憐
れ
得
る
に
過
ぎ
な
い
O･■■

此
際
に
於
て
神
的
林
序
と
類
似
な
る
論
題
の
下
に

7
七
車

重

の
ウ

ン
ガ
I
に
伐
る
著
作
が
畢
げ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
'
後
者
よ
り

も
前
著
の
方
が
司
り
精
密
に
し
て
団
民
経
済
拳
に
於
て
占
む
る
役
割
も
大
な
-
と
さ
れ
て
居
る
こ
と
政
び
に
竹
林
市
史
に
も
看
名
な

る
図
･3
総
柄
畢
者
と
し
て
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
i,
の
=妄

引
用
せ
る
こ
JL;
を
禍
げ
て
置
く
必
要
が
あ
ら
う
｡
何
敢
た
ら
ば
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル

ヒ
を
所
謂
る
柵
聾
的
た
る
傾
向
か
ら
札
骨
耗
計
単
の
通
釈
の
本
流
に
呼
び
戻
す
こ
JJ
が
本
満
の
副
日
的
や
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
O

〓

人
肌
の
生
死
現
象
は
大
数
を
探
れ
ば
淡
剛
性
を
右
す
る
と
い
ふ
事
賓
の
驚
兄
は

十
七
世
紀
の
英
観
人

ダ
ラ
ー
ソ
･L
に
負
ふ
て
居

れ
'
之
に
迫
臆
し
之
を
継
承
し
た
る
人
々
と
し
て
ペ
ッ
テ
ィ
ー
'tW
.
P
etty)
.
キ
ン
グ
(G
.X
ln
g)
.
,H

り
-
(E
d
H
a
l)a)
)
等
の
一

聯
の
政
治
算
術
単
著
が
布
す
る
こ
と
は
'
今
更
の
如
-
詳
述
す
る
必
要
は
な
い
o

茄
では
斯
る
英
国
に
於
け
る
兜
悶
着
の

到

達
せ
る

注
目
す
べ
き
結
論
か
ら
好
気
心
を
起
し
た
.ジ
ュ
ー
ス
.rJ,
ル
ヒ
が
人
口
な
る
封
敦
を
研
究
す
る
に
至
っ
た
Ju
い
ふ
事
情
を
解
説
の
哨
著

に
す
れ
ば
足
る
の
で
あ
る
｡
柵
的
秩
序
は
英
人
が
賎
し
凍
っ
た
よ
り
も

ヨ
リ
悉
細
に
し
て
精
微
な
る
解
析
を
試
み
た
る
成
果
で
あ

る
と
云
へ
る
｡

i･M

I
ス
,,!
ル
ヒ
は
彼
以
前
の
政
治
算
術
単
流
の
人
4,
に
於
け
る
よ
り
も
生
柁
現
象
に
弘
和
せ
る
規
則
性
を
比
較
的
に
ヨ
リ
多
く

粥
調
し
て
居
る
o
彼
の
壬
宴
目
的
は
人
口
大
量
の
観
祭
に
際
し
て
糾
生

･
結
婚

･
死
亡
の
諸
現
象
に
円
在
す
る
陳t
狽
関
係
及
び
淡
則

性
に
封
す
る
弊

一
を
決
定
す

る
に
あ
り
､
又
共

の
主
賓
な
る
甲

小
は
人
類
種
族
が
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
諸
轡
化
中
に
親
奴
さ
れ
て
る
秩
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序
な
る
も
の
に
集
中
的
に
注
が
る
.
此
際
に
於
て
秩
序
と
は
生
死
現
象
の
相
関
蛙
び
に
稚
超
の
中
に
弘
布
せ
る
斉

t
を
意
味
す
る
.

.-ジ
ュ
ー
ス
,I,
ル
ヒ
常
時
の
秩
序
と
は
今
の
普
通
の
洞
逸
話
で
は
G
ese[ze
u
n
d
G
ese[zm
nss[gk
e)t(法
則
又
は
津
別
性
)
JJ
い
ふ
言
束
で

書
き
規
は
さ
れ
て
ゐ
る
の
と
同

T
e
表
現
で
あ
る
｡
尤
も
彼
は
法
則
と
耕
序

とを度々
交
互

に

使
用
せ
る
模
様
で
あ
fC･"a

こ
の
人
口
鍵
動
に
内
表
せ
る
秩
序
に
委
細
が
置
か

れ
て
居
り
'
閲
豪
及
び
甜
園
の
状
態
を
記
述
す
る
も
の
と
し
て
統
計
額
料
に
鳩

れ
て
居
る
の
は
単
な
る
偶
然
的
意
義
を
認
め
た
る
に
過
ぎ
ず
､経
っ
て
共
の
主
要
著
作
を

叫
ヒ
四
九
年
に
始
め
て
m
促
し
た
A
c
hen
I

w
a]r
ii
依
っ
て
最
も
よ
tj
代
表
さ
れ
て
居
る
所
謂
る
弼
逸
大
挙
派
の
統
討
学
者
と
は
造
か
に
同
別
が
あ
る
｡
ア
ッ
へ
ソ
ワ
ー
ル

の
統

計

準

概
念
が
人
口
の
分

析を
末
輩
税
す
る
の
は
圭
と
し
て
人
口
の
故
及
び
状
態
の
智
孜
が
国
力
妊
び
に
1
哩
桐
純
に
射
し
て
貴
革
な

る
手
掛
り
を
輿

へ
る
か
ら
で
あ
る
D
斯
る
概
念
に
於
て
は
統
計
単
と
は
行
政
或
は
政
治
目
的
の
麓
に
国
状
を
記
述
す
る
こ
と
で
あ

る
｡
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
は
単
に
人
口
統
計
を
取
扱

(
る
の
み
な
ら
ず
'
両
も
こ
の
限
定
さ
れ
た
る
分
野
に
於
て
資
料
の
詳
細
な
る
解

析
を
企
て
る
に
首
つ
て
自
己
の
意
の
俵
に
之
を
連
行
し
て
ゐ
る
O
あ
ら
ゆ
る
利
用
可
能
の
源
泉
か
ら
資
料
は
蒐
集
垂
備
さ
れ
て
､
壬

と
し
て
特
定
聞
及
び
諸
国
の
状
態
に
関
す
る
智
誠
を
抵
得
す
る
と

い
ふ
見
地
の
み
に
止
ら
ず
'
特
定
事
件
の
人
生
に
於
け
る
国
典

的

な
ーム
相
互
依
存
の
関
係
に
就
い
て
の
問
題
を
解
決
せ
ん
と
す
る
目
的
の
虜
に
も
資
料
を
所
用
し
た
o

さ
れ
ば
沖
的
秩
序
の

第
二
版
は
人
口
統
計
単
史
に
放
け
る
第

一
期
に
数
兆
あ
る
終
止
符
を
打
つ
と
共
に
'
新
し
き
第
二
閑
を
劃
せ

る
も
の
と
も
組
め
ら
れ
よ
Lr:｡
自
耳
義
人
ケ
･L
レ
I
Q
ugtelet(17961
1874)
は
十
七
世
紀
の
英
図
人
以
降
､
十
八
世
紀
中
共
の
和
蘭

な
る
シ
ス
ト
ル
ッ
ク
(S
tTu
y
ck
)
及
び
ケ
ル
セ
ボ
ー
ム
(K
eLSSeboom
)や
背
骨
四
に
於
け
る
'･･M

I
ス
ミ
ル
ヒ
等
に
依
っ
て
布
石
さ
れ

た
分
野
で
括
頗
せ
る
次
代
に
於
け
る
卓
越
せ
る
興
者
で
あ

っ
た
｡
ジ
ュ
ー
ス
,,,
ル
ヒ
と
ケ
ト
レ
ー
両
人
の
壬
要
目
的
は
壮
脅
生
酒
に

於
け
る
法
則
の
賛

一
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
O
彼
等
は
斯
-
も

磯
部
なる
現
象
間
に
於
て
規

則性
が
布
す
る
こ
と
に
就
丁
は
相

!

鮮
計
撃
史
上
に
於
け
る
ジ
ュ
ー
で
､
ル
ヒ
の
地
位

葬
五
十
六
番

三

九

壁
二
誹

l
O
1

･J
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掬

L
3

統
計
車
史
上
に
於
け
る
ジ
ュ
ー
ス

"･
ル
ヒ
の
地
位

鱒
五
十
六
啓

三

二
〇

筆

二
肋

山
〇
二

菅

た
が
p
説
明
に
於
て
は
非
常
に
慧

O
ジ

ュ
ー
ス

ミ
ル
ヒ
に
竿

は
説
明
品

性

に

求

めるに腎
へ
ケ
ト

レ
ー
は

淡
則
姦

鮎

単
式
に
即
し
て
ゐ
る
｡
･･･n

I
ス
･,,
ル
ヒ
か
ら
ケ
･1
レ
t
へ
の
進
行
は
靴
禽
生
前
に
布
す
る
班
別
の
啓

一
に
閲
し
て
榊
単
や
目
的
論

1

的
な
る
も
の
.か
ら
故
嬰
的
物
州
単
的
概
念
へ
の
進
行

で
あ
る
｡
後
者
は
帥
者
よ
-
も
大
政
を
探
る
こ
と
が
生
死
遊
び
は
昏
現
象
に
於

け
る
規
則
性
に
必
l弧
;な
る
所
以
を
更
に
徹
底
的
に
王
張
す
o
ケ
･L
レ
-
は
換
算
と
し
て
居
る
概
念
を

､
ジ
ュ
ー
ス
',]
ル
ヒ
は
死
亡
率

刺
す
と
呼
ん
で
ゐ
る
o

十
七
八
世
紀
の
人
口
論
者
が
培
遭
過
せ
る
周
.到
な
る
研
究
へ
の
容
易
な
ら
ぬ
障
芋
は
人
口
の
正
確
な
る
調
査
を
故
-
こ
と
で
あ
っ

た
D
尤
も
大
部
分
の
関
々
で
は
十
七
世
紀
中
に
は
人
口
調
査
が
行
は
れ
た
に
し
て
も
､
概
し
て
1
地
方
或
は
特
定
都
市
に
轡
b
れ
'

個
合
金
同
人
口
が
必
斐
改
易
合
で
も
種
々
な
方
法
を
使
っ
て
推
測
さ
れ
た
に
過
ぎ
車
'
十
八
世
紀
に
は
多
J少
の
進
歩
が
特
に
悌
蘭
西

や
背
奇
相
で
あ
っ
た
ば
か
-
tで
あ
る
｡
即
ち
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
Tfi
の
下
で
‥
七
E
I八
年
に
菅
国
に
放
て
仝
-
正
規
な
る
人
口
調
査
が

属
さ
れ
た
o
典
型
的
中
均
の
算
川
に
借
り
'
ジ
ュ
ー
ス
.､､
ル
ヒ
は

;
七
四
七
年
よ
り
五
五
年
ま
で
の
伯
林
及
び

7
七
四
八
年
の
プ
ラ

ン
デ
ン
プ
ル
グ
で
数
へ
上
げ
ら
れ
た
る
生
存
任
代
数
に
殆
ん
ど
専
ら
伐
渡
し
て
ゐ
る
｡
之
等
は
其
結
鵜
の
租
頒
JJな
っ
た
唯

㌫

寒

地
調
査
で
あ
っ
た
｡

神
的
秩
序
に
包
合
さ
れ
て
ゐ
る
賓
利
の
求
め
ら
れ
た
主
要
源
泉
盗

品

英
国
和
蘭
瑞
典
俳
周
及
び
仲
太
刺
の
諸
都
市
忠
相
其
他
の

四
角
地
方
に
於
け
る
教
愈
記
録
で
あ
っ
挺
｡
英
国
の
表
は
十
六
世
紀
兼
か
ら
完
備
し
て
居
-
､
怖
関
田
で
は
十
七
批
紀
小
乗
か
ら
普

魯
西
で
は
十
七
世
紀
末
か
ら
に
な
る
o
全
て
の
早
期
諸
表
は
往
々
に
し
て
国
t:jg
の
法
令
や
権
威
JJ
共
に
軟
骨
に
伐
っ
て
一
般
に
保
存

＼
rrJ
れ
て
居
る
o
共
枚
に
之
等
は
洗
弛
嫡
樫
及
び
赤
帽
で
あ
り
､
斯
る
諸
表
は
あ
る
埠
式
が
共
と
関
係
の
右
肺
に
令
-
杓
は
ゎ
な
く
事

案
を
記
録
す
る
lJ
と
が
目
的
で
あ
る
組
民
賢
妹
に
依
り
て
接
待
せ
ら
れ
る
資
料
程
に
充
分
な
も
の
で
は
な
い
.
若
し
吾
々
が
此
際
に

IP.Sussrnllcll,DlegOttlLCheOrdnung Ausg 4,X775,TellI.S SⅠ･
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人
口
統
計
と
し
て
蒐
集
し
編
纂
す
る
演
に
使
用
さ
れ
る
七
法
が
如
何
に
貧
弱
な
も
の
で
あ
る
か
に
想
到
す
れ
ば
'
其
諸
費
料
を
熟
達

せ
る
結
合
と
鏡
利
な
る
解
析
に
借
り
て
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
が
掩
稗
し
所
用
す
る
こ
と
の
町
衆
た
成
果
が
如
何
に
絶
大
で
あ
っ
た
か
が

虞
に
注
目
に
偶
す
べ
き
事
と
な
る
｡

ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
に
伐
り
て
進
歩

せ
る
主
要
統
計
命
題
は
現
代
の
人
口
統
計
に
探
っ
て
も
基
礎
的
と
見
倣
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
.

I

義
に
撰
張
し
過
ぎ
る
傾
向
聖
水
す
こ
と
も
あ
る
｡
時
に
は
自
説
の
根
城
た
る
べ
き
資
料
が

?脆
化
を
保
讃
す
る
の
に
不
充
分
な
場
合

で
も
之
を

一
般
に
斯
-
あ
-
と
概
説
し
て
ゐ
る
｡
斯
る
傾
向
の
幣
-
べ
き

一
例
は
､
死
亡
数
が
判
明
し
て
居
れ
ば
､
死
亡

`
入
営
-

の
任
拭
数
を
示
す
と
見
倣
さ
れ
る

山
定
の
乗
数
を
使
用
す
る
こ
と
に
伐
り
人
口
牌
数
が
得
ら
れ
る
が
如
き
で
あ
る
｡

一
七
四
八
年
の

調
査
.で
人
口
が
判
明
せ
る
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
死
亡
率
の
計
算
か
ら
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
亡
は
死
亡
数
と

一
定
関
係
に
あ
る
人
口
を
産

佃
し
て
居
る
が
､
尤
も
7J
の
比
率
は
大
都
市
や
小
都
市
及
び
田
舎
地
方
で
は
多
少
臭
っ
て
ゐ
る
o
斯
様
た
比
率
を
も
彼
は
性
急
な
る

れ
ば
住
民
数
が
計
算
さ
れ
る
O
蓋
し
死
亡
数
だ
け
知
れ
ば

1
図
人
口
数
に
就
い
て
信
楓
に
倍
す
る
指
標
が
得
ら
れ
る
場
合
は
殆
ど
な

S
と
す
る
こ
と
は
甥
-
も
現
代
の
統
計
嬰
に
疏
練
な
ら
ざ
る
人
な
ら
誰
に
も
自
明
な
事
柄
で
あ
る
｡

結
婚
及
び
出
生
統
計
の
取
扱
蛙
び
に
結
婚
円
産
力
の
議
論
に
於
て
ジ
ュ
ー
ス
,,,
ル
亡
は
其
先
駆
者

連
に
依
存
す
る
鮎
は
最
も
小
で

あ
る
｡
此
論
題
に
就
て
考
慮
す
べ
き
劉
酌
は
慣
習
迎
び
に
経
僻
的

傑
件
が
結
婚
Jb出
生
に
即
ち
各
結
婚
嘗
り
F.
生
激
の
平
均
に
及
ぼ

す
影
輝
に
就
い
て
為
さ
れ
て
居
る
O
死
亡
及
び
疾
柄
の
議
論
は
rJ
の
耽
鮎
か
ら
は
侍
り
束
分
で
は
な
い
｡

榊
的
秩
序
の
全
髄
を
通
じ
て
科
準
的
見
地
か
ら
す
る
最
大
の
快
釦
は
そ
の
神
輿
的
方
向
に
あ
る
｡
併
し
乍
ら
TJ
の
映
瓢
で
さ
へ
ジ

班
計
撃
史
上
に
放
け
る
ジ
ュ
ー
ス
,"
ル
ヒ
の
地
位

俸
五
十
六
番

三

二

鱒
三
故

1
0
三

ケ トレー は リユース ミル ヒを知 ることな し苛々､Wagner,SLatlStlk.大内氏
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.統
計
準
史
上
に
於
げ
ろ
ジ
ュ
ー
ス
V,
ル
ヒ
の
地
位

鱒
五
十
六
番

三
三

夢
三
次

1
〇
四

ユ
ー

ス
･,,
ル
ヒ
が
牧
師
で
あ
っ
た
奇
貨
に
想
到
す
れ
ば
大
い
に
申
し
課
に
な
る

こ
と
か
も

知
れ

な
い
｡若
し
彼

が
牧
師
と
し

て
経
済

や
政
治
の
問
題
に
春
暁
す
る
に
就
い
て
､
何
等
か
の
尤
も
ら
し
い
口
賓
を
借
へ
附
け
ね
ば
な
ら
な
い
JJ感
じ
て
ゐ
な
か
っ
た
と
し
た

ら
'
そ
ん
な
に
多
-
の
1Tq
を
秤
拳
的
考
察
に
剰
-
FJ
と
も
敢
て
し
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
す
る
の
は
重
く
安
富
で
あ
る
o
lJ
の
鮎
に

於
け
る
斯
様
な
諸
評
論
家
達
の
非
難
の
必
ず
し
も
雷
ら
ざ
る
所
以
は
後
に
結
論
で
解
れ
よ
う
と
恩
ふ
o

t二

･ジ
ュ
ー
ス
･rJ
ル
亡
の
人
口
理
論
は
共
時
代
及
び
図
表
の
特
殊
事
情
に
依
り
て
規
定
さ
る
こ
と
大
な
り
L
は
疑
ひ
な
い
所
で
あ
っ

左

｡
十
<
世
紀
に
於
け
る
普
閲
は
急
速
に
某
所
域
を
撰
大
し
産
業
を
蟹
展
せ
し
め
つ
･.あ
り
､
両
も
こ
の
膨
脹
は
特
に
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
大
王

(
一
七
凹
0
1
八
人
)
の
冶
世
親
に
於
て
急
激
で
あ

っ
た
｡

青
春
に
富
め
る
軍
団

た
ゎ
し
普
国
は
ヨ
リ
大
な
る
人
EEを
必
要
と

い
七
四
0
年
か
ら
空

ハ
年
に
至
る
期
間
に
於
て
或
州
に
十
寓
人
以
上
の
植
民
者
が
移
入
さ
れ
'
熟
練
せ
る
職
人
達
を
引
入
れ
る
残
に

特
別
の
誘
凶
が
曲
供
さ
れ
､
兼
任
者
に
菅
観
円
定
住
の
説
得
が
為
さ
れ
た
｡
斯
-
て
フ
ワ
ー
ド
リ
ヒ
に
依
り
て
連
行
さ
れ
た
園
内
植

民
の
組
縦
は
壬
と
し
て
白
然
が
藩
み
を
垂
れ
U
ゐ
な
い
か
或
は
風
雨
に
荒
腰
の
俵
に
放
任
さ
れ
て
ゐ
る
か
若
し
く
は
耕
作
が
等
閑
に

附
せ
ら
れ
て
ゐ
る
国
士
の
_生
産
力
を
同
収
す
る
JJ.い
ふ
見
地
に
立
っ
て
ゐ
た
｡

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
わ
人
口
に
鮒
す
る
拙
念
や
鮭
淑
方
策
は
国
家
の
最
大
緊
柴
を
確
保
す
る
に
最
適
で
あ
り
､
且
つ
ジ
ュ
ー
ス
,,]
ル
ヒ

に
依
り
て
前
進
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
と
も
符
合
す
o
即
ち
衆
任
奨
励
や
厳
格
な
る
保
護
政
策
は
国
表
の
戦
争
力
及
び
槍
税
力
樹
加
虻

び
に
年
4'
の
.敷
物
相
産
奨
励
の
銭
に
も
､
又
斯
-
し
て
営
団
を
隣
国
に
依
存
せ
し
む
る
程
度
を
減
少
さ
し
r
攻
に
は
貿
易
の
有
利
な

る
均
衡
を
確
保
す
る
目
的
の
虜
に
産
柴
を
奨
静
せ
ん
と
し
て
探
瑚
さ
れ
た
計
憲
の
1
端
で
も
あ
っ
.&
｡
骨
閲
は
絶
大
な
る
関
原
収
入

1bld,TellIJ.局44115Ⅰ7
T IL VoL.ng On Centena.-Jams,p 30 ヤ ン グは SIユ ー ス ミ′レヒを批 IPgLF
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を
必
婆
と
し
た
b
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
政
東
は
囲
家
の
歳
入
樹
加
を
砕
保
せ
ん
が
麓
に
新
税
の
斌
課
や
既
往
の
課
税
引
上
の
み
に
伐
ら

ず
し
て
槍
枕
能
力
あ
る
財
経
組
額
や
納
税
番
数
の
槍
加
を
も
計
る
JJlい
ふ
方
淡
を
探
る
こ
JJ
で
あ
っ
た
.

ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
は
普
閥
に
弘
和
せ
る
諸
催
件
を
概
概
し
て
人
馬
的
に
人
口
椅
加
を
刺
蚊
す
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
の
重
要
性
を
弛
張

し
た
L'
こ
の
新
に
関
し
て
マ
ル
サ
ス
は
其
結
論
こ
そ
.･･n

-
ス
ミ
ル
ヒ
の
到
達
せ
る
即
と
正
反
射
で
あ
っ
た
に
し
て
も
'
彼
も
亦
類

似
な
る
訣
静
を
犯
せ
る
こ
JJJ
が
注
目
さ
れ
よ
う
.
マ
ル
サ
ス
は
常
時
の
英
団
に
弘
和
せ
る
諸
候
件
の
印
象
か
ら
判
断
し
て
､
過
剰
人

口
が
起
る
と
い
ふ
傾
向
の
勢

力
を
弛
張
せ
る
意
義
に
於
け
る
人
口
法
則
を
公
式
化
し
て
居
る
O

マ
ル
サ
ス
の
著
作
せ
る
常
時
に
於
け

る
英
閥
の
地
位
は
桔
殊
で
あ
り
'
小
規
模
工
巣
組
紙
か
ら
現
代
の
大
工
柴
細
粒

へ
の
過
渡
期
で
も
あ
っ
た
｡
食
粒
供
給
の
増
加
は
非

常
な
る
困
難
に
遭
遇
し
て
ゐ
た
の
に
'
他
方
で
は
新
規
撰
張
中
の
工
巣
の
刺
戟
や
救
貧
港
と
い
ふ
右
等
な
る
組
紙
の
不
健
全
な
る
奨

励
に
依
り
て
人
口
は
増
加
し
て
ゐ
た
D
ク
ラ
ム
は
こ
1
で
､『
寓
人
に
明
白
で
あ
っ
た
の
は
人
口
は
相
加
し
っ
･̂
あ
り
､
斯
-
て
附
加

せ
ら
れ
た
る
人
数
は
'
附
加
的
な
る
努
力
に
依
-
て
各

自
の
生
存
資
料
を
準
備
す
べ
き
何
等
の
規
茸
的
企
開
な
し
に
こ
の
世
に
滞
ら

れ
た
と
い
ふ
こ
JJ
で
あ
る
O』
と
カ
1L
ン
ガ
ム
を
引
援
し
て
居
る
｡

J･･u

I
ス
･J,
ル
亡
と
マ
ル
サ
ス
と
は
執
れ
も
人
口
が
共
を
続
る
壌
境
の
影
響
下
に
あ
る
JJ見
徹
す
見
解
に
於
て
封
照
的
な
る
は
興

味
あ
る
事
項
で
あ
る
o
ジ

ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
は
人
口
相
加
か
ら
は
何
等
の
危
険
も
惹
起
せ
ざ
る
べ
き
を
徹
底
的
に
碓
信
し
､
彼
の
危
除

と
見
倣
す
鮎
は
寧
ろ
統
括
者
が
園
児
を
緊
苑
さ
す
べ
き
通
常
な
る
奨
励
額
計
心
得
な
い
場
合
に
僻
む
と
し
た
O
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
は

人
口
は
何
魔
に
て
も
過
大
な
ら
す
'
而
も
到
る
虚
で
僅
少
過
ぎ
る
と
信
じ
'
住
民
の
樹
加
を
奨
励
す
る
諸
州
を
利
殖
す
る
こ
と
の
有

在
位
を
常
に
強
調
し
て
ゐ
る
O
地
域
に
於
て
生
存
資
料
は
人
口
の
究
戯
限
鼎
を
劃
し
'
人
口
制
限
は
往
々
に
し
て
豊
耕
方
法
の
労
れ

る
結
果
と
し
て
斯
る
究
確
の
限
界
鮎
に
到
追
す
る
迄
に
行
は
れ
る
こ
と
が
あ
る
JJ認
め
る
JJ
共
に
'
更
に
彼
の
常
に
iiJ張
す
る
の
は

蹄
計
嘩
史
上
に
放
け
rO
ジ
ュ
ー
ス
.I,
ル
と
の
地
醗

酵
五
十
六
啓

二二
三

撃
二
親

一
〇
五
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統
計
学
史
上
に
於
け
る
ジ
ス
-

ス
､"
ル
ヒ
の
他
作

挿

話
L
･ハ
巻

一二
二
川

藤
1Ll放

l〇
六

人
口
相
加
は
斯
る
場
合
に
於
て
も
意

気
氾
朝
す
る
こ
と
な
き
の
み
な
ら
ず
'
而

も

あ

ら

ゆ

る
可
能
な

る

努
力

が
農

耕
方
法

の
改
善
の

虜
に
鵠
さ
れ
へ
斯
-
て
牌
衆
の
人
口
頚
展
の
篤
に
用
意
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
JJ
と
で
あ
る
｡

T･
ル
サ
ス
は
大
な
る
人
口
に
好
意
を
示
す
瓢
に
於
て
は
ジ
ュ
ー
ス
,,,
ル
ヒ
JJ
同
様
で
あ
る
が
へ
併
し
如
何
な
る
傭
件
の
下
に
於
て

も
人
口
増
加
を
奨
脚
す
る
必
要
を
溜
め
車
､
桶
も
人
口
の
埼
加
傾
向
は
頗
る
猛
烈
な
の
で
､
刺
戟
す
る
よ
り
も
寧
ろ
琴
曲
せ
し
め
ら

れ
る
こ
JJ
を
必
宴
だ
と
す
る
見
解
に
放
て
は
前
者
は
後
者
と
峻
別
さ
れ
る
｡
恰
も
職
額
直
後
の
時
期
と
か
或
は
新
興
閥
に
於
け
る
が

加
-
優
件
の
傭
殊
な
る
場
合
を
除
け
ば
p
人
目
は
共
時
代
と
場
所
の
事
情
下
に
於
て
p
骨
に
==H
来
る
だ
け
の
最
大
で
あ
る
こ
と
が
望

ま
し
い
こ
と
は
椎
茸
で
あ
る
｡

.･･w

I
ス
,,､
ル
七
と
マ
ル
サ
ス
の
立
場
に
於
け
る
封
照
鮎
を
宴
約
す
れ
ば
'
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
t
は
人
口
増
加
に
封
す
る
仝
陣
等
の

除
去
を
肝
婆
な
り
と
し
､

人
口
斡
如
嘆
陶

へ
の
あ
ら
ゆ
る

可

能
な
る
準
備
を
麓
す
べ
L
IlJ
壬
張
せ
る
に
圧
し
へ
マ
ル
サ
ス
は
人
口
制

限
を
必
要
と
L
p
常
に
賓
規
に
移
さ
る
べ
き
で
あ

っ
て
'
人
口
を
抑
制
せ
る
障
害
を
如
何
に
し
て
撤
廃
す
る
か
は
垂
必
問
題
に
あ
ら

す
'
少
く
と
も
窮
乏
と
想
徳
の
教
生
を
結
果
す
る
で
あ
ら
う
が
如
き
場
合
に
'
其
取
捨
退
確
を
麓
さ
し
む
る
lJ
JJ
が
問
題
で
あ
る
と

徹

底
的
に
碑
信
し
て
居
た
｡

ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
ほ
戦
争

･
疫
病

･
飢
陣
が
人
口
と
生
存
菅
料
と
の
間
の
均
術
維
持
に
必
要
た
り
と
す
る
誼
を
極
力
香
定
し
て
ゐ

る
こ
と
は
再
人
の
試
み
氷
れ
る
如
く
で
あ
る
が
'
他
面
に
於
て
マ
ル
サ
ス
は
戦
争
､
疫
病
'
飢
鯉
を
好
ん
だ
JJ
は
云
ひ
得
ら
れ
な
い

に
し
て
も
'
文
明
の
成
段
階
に
於
て
共
等
の
故
に
人
口
制
限
を
必
妥
な
ら
し
む
る
と
考

へ
て
居
る
ら
し
い
O
統
合
進
化
に
比
例
し
て

疫
病
の
頻
繁
に
竣
生
し
て
民
族
を
株
欄
㌻
る
度
合
が
減
少
し
'
共
他
の
ヨ
リ
温
和
な
る
制
限
が
人
口
過
剰
を
穣
防
す
る
の
に
充
分
に

有
力
と
な
る
D
史
に
文
明
が
進
歩
す
れ
ば
戦
辞
も
亦
減
じ
て
､
斯
る
鏡
梅
的
制
限
が
働
か
た
く
な
る
JJ
u
股
に
窮
乏
を
ヨ
リ
少
く
す



る
務
防
的
制
限
が

l
盾
有
力
に
作
用
す
る
o
結
局
に
於
て
結
城
か
ら
の
抑
榊
を
食
み
不
規
則
た
る
満
足
を
件
は
ざ
る
襖
防
的
道
徳
的

制
限
な
る
も
の
が
悪
徳
と
窮
乏
JJ
を
最
小
限
度
な
ら
し
む
る
様
に
人
T3
を
規
制
す
る
最
適
な
る
手
段
と
な
る
の
で
あ
る
no

ジ
ュ
ー
ス
J,]
ル
ヒ
と
マ
ル
ヲ
ス
の
見
解
に
於
け
る
相
違
を
明
瞭
化
す
る
の
に
攻
の
説
明
も
役
立
つ
で
あ
ら
う
O
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ

は
婚
帽
焚
物
を
丑
JJ
L
t
絹
場
数
の
増
加
は
政
僻
の
主
要
な
る
責
務
の

一
LL
す
ら
渇

へ
て
居
り
'
政
治
家
に
し
て
人
口
常
り
結
補
数

の
割
合
を

,1
二
〇
又
は

1
二
九
分
の

‥
か
ら
八
〇
又
は
九
〇
分
の
▲
に
斡
加
さ
せ
る
こ
と
が
:,
禿
れ
ば
英
人
こ
そ
大
い
に
褒
賞
さ
れ

て
戯
る
べ
き
だ

と
恩
っ
て
ゐ
る
O
然
る
に
マ
ル
サ
ス
は
結

婚
奨
励
の
見
解
で
何
等
か
の
刺
故
を
加
へ
る
こ
と
の
敢
闘
を
極
力
否
定
し

て
R
-
｡『結
胎
へ
の
自

然
的
傾
向向
は
割
れ
の
閥
に
放
て
も
甚
だ
大
き
-
､
苛
-
も
結
柄
に
旭
す
る
飴
裕
が
あ
れ
ば
何
時
で
も
名
所
を

塊
め
る
の
だ
か
ら
､
こ
の
奨
励
は
完
全
に
繁
荊
力
を
有
す
る
と
共
に
､
結
婚

へ
の
滴
常
な
る
飴
裕
な
き
場
合
の
結
婚
を
鵠
き
し
め
る

こ
LL
I
な
り
､
斯
-
て
比
ハ結
典
は
必
然
的
に
窮
乏
と
死
亡
を
相
加
せ
し
む
る
に
棚
速
な
い
』
と
D
之
は
人
口
増
加

へ
の
見
解
で
何
等

か
の
人
麓
的
刺
蚊
を
輿

へ
る
こ
と
に
射
し
て
マ
ル
サ
ス
の
執
っ
た
毅
然
た
る
克
易
を
説
明
す
る

7
例
に
過
ぎ
ぬ
｡

マ
ル
サ
ス
は
｢
碑
的
秩
序
｣
を
知
っ
て
は
居
た
が
､
併
し
共
に
依
っ
て
影
響
を
受
け
た
諸
膝
は
な
い
｡
蔦
し
彼
が

】
七
九
八
年
に
人

口
論
の
初
版
を
出
し
た
常
時
に
於
て
は
､
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
の
著
書
を
直
接
に
見
て
ゐ
な
か
っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
っ
て
､
共
理
由

マ
ル
サ
ス
は
底

々
ジ
ュ
ー
ス
,,,
ル
亡
の
著
書
に
IT11n
及
し
､
柵
的
秩
序
か
ら
中
部
欧
洲
の
人
口
状
態
に
関
す
る
統
計
資
料
を
大
い
に
引

用
し
て
宿
る
｡

i･M

I
ス
,,J
ル
iIJJ
マ
ル
サ
ス
と
は
人
口
増
加
に
関
す
る
意
見
に
於
て
動
施
し
氷
れ
る
雨
樋
端
を
代
表
せ
る
も
の
JJ
も
謂
ひ
得
ら

れ
よ
う
｡

マ
ル
サ
ス
へ
の
封
抗
者
は
沸
閥
を
マ
ル
サ
ス
工
義
の
幣
喚
す
べ
き
結
炎
の
賓
例
と
見
倣
し
て
居
り
､
俳
樹
で
は
敗
年
間
も

溌
計
拳
史
上
に
於
け
る
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
と
の
地
位

弊
五
十
六
番

三
二
五

鱒
三
洗

1
〇
七

T R,Mallh.lS,AncsSayOn pOPl山tlOn 7th ed. (Everyman'slibrary)
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統
計
撃
史
上
に
於
け
る
ジ
ユ
-
ス
･"
ル
ヒ
の
地
位

飾
五
十
六
合

三
二
六

酵

三
親

T〇
八

実
際
の
人
口
相
加
は
僧
無
で
あ
っ
た
o
他
方
に
於
て
マ
ル
サ
ス
主
義
の
支
耕
者
は
斯

る
事

情
催
件
を
以
て
高

き

文

明間
の

表
現
で
あ

め
,
其
虚
で
は
族
-

一
般
的
に
普
及
せ
る
繁
栄
が
伴
っ
て
居
り
,
目
園
に
於
け
る
渉
外
な
る
低
川
生
率
臥
国
家
桁
虜
JJし
て
必
要
な

ら
ば
救
済
す
る
を
要
す
る
程
の
肯
惑
JJ見
撤
す
が
如
き
少
数
の
俳
蘭
西
人
も
怖
閲
に
は
居
な
い
の
で
あ
る
Q
之
に
反
し
て
高
き
相
生

率
は
マ
ル
サ
r二
j
義
的
な
ら
ざ
る
瓜
想
家
居
に
伐
っ
て
国
防
国
境
の
測
定
基
準
と
し
て
必
娼
敵
-
ぺ
か
ら
ざ
る
要
諦
た
り
と
考

へ
ら

れ
る
O
こ
れ
こ
そ
新
ヤ
ル
サ
ス
壬
義
に
封
托
し
之
を
も
克
服
し
棉
る
ジ
ュ
ー
ス
,,/
ル
ヒ
的
な
る
指
導
班
念
で
あ
る
C

結
論
と
し
て
軸
的
戟
序
は
人
口
統
計
蝉
の
文
敵
に
於
け
る

一
の
重
要
な
る
哀
願
と
見
倒
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
謂
ひ
得
ら
れ
よ
う
｡

蓋
し
該
者
は
特
に
結
婚
と
出
生
の
取
扱
に
於
て
可
成
-
の
弼
創
性
を
黍
抑
し
て
は
居
る
け
れ
ど
も
､
斯
る
喝
創
性
の
故
に
其
程
導
に

重
製
で
あ
る
主
L三

の
で
は
な
-
､
寧
ろ
人
口
共
白
身
の
露
に
革
初
の
完
成
的
研
究
を
試
み
た
る
が
散
に
貴
真
で
あ
る
の
で
あ
る
o

之
は
云
は
ゞ
人
口
の
瀞
的
状
態
と
動
的
変
化
JJ
に
闘
聯
し
て

､幾
多
の
粕
錯
綜
せ
る
問
題
ゑ

還

せ
る
香
草
の
最
初
に
於
け
る
組
織

的
亙
る
摘
要
た
る
の
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
O

四

>･u

I
ス
,,)
ル
ヒ
が
後
世
の
人
々
に
依
っ
て
承
認
さ
る
べ
き
荊
髄
を
輿
へ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
人
口
統
計
単
の
Z
著
者
と
し
て
で
あ

り
､
彼
の
主
要
な
皇
見
放
と
名
輩
LJ
は
生
産
の
二

着
連
な
る
沖
的
秩
序
に
か
1
つ
て
ゐ
渇
o
ジ
ュ
ー
ス
,,,
ル
ヒ
の
稀
扱
者

F
.
,m
ey

は
目
-
'『神
的
秩
序
は
本
官
望
息
味
で
紋
の
杢
生
輝
の
事
柴
で
あ
り
､
あ
ら
ゆ
る
袖
=鹿
の
中
心
で
も
あ
っ
た
｡
鍵
は
こ
の
計
憲

を
企

て
1
以
来
､

!
際
と
雄
も
之
を
忘
却
せ
ず
､
共
完
成
の
籍
に
能
ふ
限
り
の
環
助
を
各
方
面
か
ら
集
積
し
た
.
英
人
の
知
鞄
が
白
己
を

顔

め

る
で
あ
ら
う
程
の
賢
者
に
は
誰
に
で
も
相
談
し
た
｡

三
p
に
し
て
去

へ
ば
こ
の
著
者
は
自
ら
の
主
観
で
も
う
充
分
だ
JJ浦
足
し

1.J
了
つ
た
倭
に
見
え
た
こ
IU
は
曾
て
な
く
t
Fl
分

一
人
で
賎
し
て
ゐ
る
事
程
よ
い
も
の
は
な
い
と
か
'
自
己
の
し
た
仕
事
が
威
さ
れ



得
た
造
営
で
あ
る
JJ
説
得
す
る
が
如
き
あ
る
椎
の
経
信
者
た
る
こ
と
は
諦
離
し
て
居
る
こ
と
の
代
雅
た
斡
者
で
あ
っ
た
』
と
｡

扱
｢
榊
的
秩
序
｣
は

一
七
四

i
牛
の
早
春
三
月
･ン
ユ
ワ
イ
ド
ニ
ッ
ツ
へ
の
軍
旗
に
於
て
と
い
ふ
序
文
に
菅
国
王
フ
リ
ー
ド
ゥ
iJ大
王

へ
の
戯
節
を
附
し
て
ゐ
る
｡
共
の
厭
離
の
巾
乗
を
ク
ラ
ム
は
攻
の
如
-
訪
韓
を
加
へ
て
云
ふ
~『
.･･h
ユ
I
.ス
ミ
ル
ヒ
は
自
著
の
準
備
に

麟
度
の
困
難
を
覚
え
'
統
計
蟹
料
の
濁
集
に
は
佃
等
改
称
の
接
助
を
受
け
て
ゐ
な
い
｡
こ
の
本
が
国
王
に
厭
せ
ら
れ
る
所
以
は
人
口

統
計
に
関
す
る
資
料
の
蒐
集
と
編
纂
を
促
進
喫
掛
す
る
様
に
官
服
を
用
意
せ
し
め
た
い
と
い
ふ
希
望
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
』
JJQ
斯

-
て
ウ
ォ
ル
フ
の
序
文
と
共
に
白
序
巾
に
於
て
人
口
を
主
題
に
研
究
を
執
筆
せ
る
動
機
を
物
語
っ
て
居
P
Q
併
し
乍
ら
へ
今
拓
で
は

D
erh
am
,
M
att]an
d
.
Struy
ck
と
の
開
聯
に
於
rJ｢
細
的
赦
序
｣
初
版
の
意
義
を
解
明
す
べ
き
資
料
も
充
分
で
な
い
の
で
'
こ
の
貴
簡

書

の
内
容
に
放
て
の
銭
越

は

割
愛
す
る
外
は
な
い

に
し
て
か
二

七
四
五
年
に
ジ
ュ
ー
ス
-
ル
ビ
が
伯
林
翰
林
院
の
骨
員
に
選
ば
れ

た
に
就
い
て
は
'
JJ
の
著
作
の
潜
行
が
興
っ
て
大
い
に
力
が
あ
っ
た
JJ見
倣
す
ク
ラ
ム
の
見
解
は
引
用
し
て
碇
-
べ
き
で
あ
ら
う
｡

･ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
が
翰
林
院
に
這
入
る
や
､
そ
の
紙
裁
に
し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
帝
の
秘
讃
役
た
り
し
M
a
up
eltuis
は
ジ
ュ
ー
ス

ミ
ル
七
に
勧
奨
し
て
共
著
作
中
に
旬
合
さ
れ
て
ゐ
る
甜
観
察
を
翰
林
院
で
討
論
さ
せ
棟
と
し
た
O
こ
の
招
待

は
受
珊
さ
れ
､
斯
る
過

程
に
於
て
初
版
に
多
-
の
改
善
や
内
容
の
雌
張
が
虜
さ
れ
た
｡
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
は
こ
の
翰
林
院
内
の
討
論
の
北
朝
を
切
る
滞
躍
部

分
と
し
て
生
々
た
る
関
心
の
襟
的
と
な
っ
て
居
た
模
様
で
あ
る
｡
だ
か
ら
と
言
っ
て
こ
の
｢軸
的
萩
序
｣
の
弟

!
版
が
成
範
囲
に
済
ま

れ
て
居
た
JJか
'
或
は
伯
林
と
い
ふ
地
方
的
な
る
読
者
盾
を
超
え

て
ヨ
リ
多
-
の
世
人
の
注
意
を
牽
引
し
た
JJ
い
ふ
理
由
に
は
な
ら

ぬ
C
併
し
乍
ら
端
で
'･ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
七
を
し
て
同
答
せ
し
め
た
鑑
の
一
批
判
者
が
あ
っ
た
TJ
と
は
特
記
し
て
置

-
必
要
が
あ
る
｡
但

し
こ
の
一
七
五
六
年
六

7
年
及
び
六
二
年
に

G
(,ttln
g
el
G
eleh
r雪

7
An

Nelg
en

に
頚
表
さ
れ
た
批
評
は
.I,)
ユ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
の
研
究

中
に
於
て
単
に
白
然
料
率
的
若
し
く
は
生
埋
草
的
な
る
方
面に
関

す
る
評
偶
に
過
ぎ
な
か
っ
た
o

帝
計
韓
史
上
に
於
け
る
ジ
A
I
ス
､"
ル
ヒ
の
地
位

､
欝
五
十
六
番

｣
二二も

弊
三
択

一
〇
九

高野岩三郎背､上褐苔､Ⅰ57貢-169貫､参照｡ ､
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紡
計
撃
史
上
に
於
け
る
ジ

ュ
ー

ス
ミ
ル
ヒ
の
地
位

解
五
十
六
巻

三
二
八

撃

二
親

二

〇

論
中
特
に
全
人
口
を
基
準
に
計
算
す
れ

ば

都

市

は
田
舎
地
方
よ
り
も
死
亡
率
大
な
り
と
す
る
叙
述
に
就
い
て
2,
あ
る
｡

ユ
ス
テ
ィ
は

人
口
常
り
で
比
較
す
れ
ば
都
市
よ
り
も
田
舎
の
方
が
死
亡
率
大
な
り
と
す
る
反
射
の
立

場
を
探
っ
て
'
都
市
に
て
は
人
口
に
比
例
し

て
死
亡
率
が
小
で
あ
る
桃
山
は
死
亡
率
の
比
較
的
に
頻
繁
な
ら
ざ
る
年
齢
盾
の
人
々
に
伐
っ
て
大
多
数
の
都
市
の
侶
端
居
が
占
め
ら

れ
て
ぬ
る
か
ら
で
あ
る
と
壬
&.ty
し
て
居
る
｡
彼
は
都
市
住
民
の
大
部
分
は
使
用
人
､
御
者
'
獲
り
職
人
､
兵
士
等
で
あ
り
､
刑
余
地

方
よ
り
都
市
に
於
け
る
人

々
の
死
亡
率
を
低
-
引
FL
げ
る
に
充
分
役
止
っ
て
居
る
人
口
要
素
か
ら
成
立
っ
て
ゐ
る
^
見
徹
す
｡
柵
的

秩
序
に
於
T
は
都
市
に
於
け
る
死
亡
は
平
均
し
て
約
三
〇
分
の

山
で
あ
り
.
田
余
に
於
て
は
四
〇
分
の

一
で
あ
る
斗
書
か
れ
て
ぬ
る

の
灯
,
ユ
ス
テ
ィ
に
依
れ
ば
普
通
の
都
市
は
六
〇
分
の

】で
､
倫
敦
や
巴
里
の
如
き
非
常
に
人

口
欄
輯
な
る
都
市
に
於
て
は
百
分
の
.

山
が
最
も
事
案
に
近
似
せ
る
比
例
聖

不
す
と
断

言
し
て
ゐ
る
o

上
越
の
如
き
批
判
に
射
し
て
.I,u

I
ス
ミ
ル
ヒ
は

一
七
五
六
年
に
答

へ
て
ゐ
る
o
接
待
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
苛
料
計
.托
蕃
探
く
解
析

し
た
後
に
死
亡
率
は
糾福
村
地
方
に
於
け
る
よ
り
も
都
市
に
於
て
l
盾
商
い
と
の
見
解
を
益
々
強
め
る
に
至
つ
た
と
い
ふ
れ
版
さ
れ
た

る
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
の
手
紙
に
射
し
て
ユ
ス
テ
ィ
は
な
い
問
何
等
の
腰
答
を
残
さ
ず
'
共
棲
汐
ユ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
は

ユ
ス
テ
ィ
JJ骨
見

し
た
が
'
批
判
･9
何
等
の
暗
示
を
凪
ハ
へ
ず
供
然
JJ
L
て
前
の
見
解
を
固
執
す
る
防
犯
と
な
っ
た
D
ジ
ュ
ー
ス
,,,
ル
ヒ
は
こ
の
沈
獣
を

ネ
ス
テ
ィ
の
改
流
を
意
味
す
る
も
の
と
考

へ
た
け
れ
ど
も
､
こ
の
預
兜
は
外
れ
て

l
七
六
〇
年
に
前
の
見
解
に
修
Ltrも
詐
明
の
追
加

も
し
な
い
で
意
見
を
頚
表
し
て
居
T･no
こ
の
書
物
は
既
に
榊
的
秩
序
の
琴

l版
の
第

一
部

が
殆
ん
ど
印
州
に
附
せ
ら
れ
て
ゐ
た
際
と

て
､
1.･W

I
ス
･,/
ル
ヒ
の
抹
目
す
る
桝
と
な
ら
す
し
て
､

d
ス
テ
ィ
の
斯
る
出
方
に
驚
惜
し
た
と
普
目
し
て
る
け
れ
ど
も
､
再
び
論

争
を
開
始
す
る
に
僻
す
る
寄
項
と
は
考
へ
な
か
っ
た
｡
従
っ
て
こ
の
時
に
述
べ
ら
れ
た
革
質
や
到
渡
せ
る
結
論
が
大
椎
打
於
て

山
七

3) SuSSm･】cll;DlegOttllcheOrdnllng TelllⅠ,Ausg 2,13erlTn 1762 柵稿 L都
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六

1
-
二
年
の
柵
的
秩
序
第
二
版
に
同
じ
形
式
で
書
か
れ
て
ゐ
る
｡

此

再
版
は
初
版
を
垂
-
改
訂
せ
る
新
版
で
あ
っ
て
､
両
者
の
分
量
の
比
較
は
ジ
ュ
ー
ス
,,,
ル
ヒ
が

一
七
四

l

-

六

丁
年
の

二

十
ケ

年
間
に
於
て
国
別
さ
れ
る
に
適
倍
と
息
は
れ
る
程
の
人
頬
張
と
い
ふ
感
じ
を
輿
へ
る
｡
併
し
前
筏
爾
版
の
書

物

と
し
て
の
形
式
的
な

る
懸
隔
や
題
目
の
変
更
以
外
に
資
質
的
な
推
移
如
何
が
吾
々
の
攻
の
関
心
事
と
な
る
べ
き
で
あ
ら
う
｡

若
し
初
版
を
改
作
す
る
た
め
に
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
の
残
し
た
努
力
が
如
何
に
絶
大
な
も
の
で
あ
っ
た
か
の
誇
輝
を
蕃
精
の
分
貴
以

外
に
淡
め
よ
う
と
す
れ
ば
､
彼
自
身
の
文
書
に
見
出
す
こ
と
が
-r
凍
る
O
僅
か
に
l
革
を
改
訂
す
る
銭
に
二
ケ
年
間
も
毎
夕
を
之
に

常
て
た
と
述
べ
て
ゐ
る
D
こ
の
陳
述
は
ユ
ス
テ
ィ
に
宛
て
た
第
二
の
同
答
文
に
あ
り
'
参
照
さ
れ
て
る
の
は
年
齢
別
死
亡
率
を
取
扱

へ
る
第
六
串
で
あ
る
｡
壇
に
彼
が
金
華
を
書
き
改
め
ん
と
決
心
せ
る
際
に
再
版
の
前
半
の
第

一
部
を
印
刷
に
附
す
る
に
至
る
迄
三
か

年
間
Iu
い
ふ
も
の
は
あ
ら
ゆ
る
倣
暇
を
惜

し

み
つ
1
こ
の
仕
事
に
金
力
を
傾
倒
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
新
版
も
亦
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
に
捧
げ
ら
れ

､
著
者
の
言
に
依
れ
ば
.初
版
に
含
ま
れ
る
甜
観
察
の
効
果
を
陛
下
が
洞
察
し
於

ふ
こ
と
の
.碓
鐙
が
岨
ハ
ヘ
ら
れ
ん
事
を
と
述
+(
て
ゐ
る
｡
大
帝
も
亦
理
性
的
で
あ
る
人
口
こ
そ
統
治
者
の
t
輩
青
務
な
れ
と
い
ふ
諭
詮

を
統
治
の
期
間
中
に
放
て
教
示
し
給

へ
る
の
み
で
な
く

人
口
に
幽
す
る
額
料
に
附
臨
す
る
事
項
の
亜
婆
性
に
櫛
誰
を
斌
帆
ハせ
ら
れ

た
.
即
ち

7
七
四
七
年
六
月
命
令
を
頚
し
て
'
金
管
圃
諸
州
に
亙
っ
て
統
計
変
の
讃
雛
を
作
製
せ
し
め
両
も
附
加
的
に
資
料
を
既
往

十
五
年
間
に
潮
及
し
て
蒐
集
す
べ
き
こ
と
ゝ
さ
れ
た
｡

斯
-
て
ク
ラ
ム
は
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
生
前

最
後
の
‖
版
な
る

一
七
･ハ
五
年
の
第
三
版
を
輿
げ
乍
ら
も
'
初
版
の
有
す
る
偶
佃
を
罪

租
す
る
の
飴
り
攻
の
如
-
結
言
し
て
ゐ
る
｡
第

l
版
は
其
後
の
版
に
見
出
さ
れ
る

ヨ
リ
重
安
な
る
理
念
全
鱒
の
芽
生
を
含
ん
で
居

鹿
計
畢
史
上
に
於
け
る
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
の
地
代

葬
瓦
卜
六
巷

三
T克

鱒
二東

一

4) Jot-El,GeschlChtederSlatlStlk,Stl州gaFtI8S4,S-S 270--27T



統
計
撃
史
上
に
於
け
る
ジ
ユ
I
子
"
ル
ヒ
の
地
位

静
五
十
六
啓

二
童
O

琴

二
妨

:

1

題
も

i
暦
E
t.諭
的
と
な
り
'
衆
知

の
ヨ
リ
勉
大
と
な
れ
る
結
城
と
し
て
一
七
四

】
年

に
竿

川
せ
る
詔
数
値

に
多

少

の
修
瀧
を
加
へ
る

の
静
儀
た
き
に
至
っ
た
こ
と
は
督
然
で
あ
っ
た
｡

五

以
上
の
如
-
瞥
国

人
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
の
著
作
を
米
国
に
糾
介
し
'
従
っ
て
.I,u

I
ス
ミ
ル
亡
的
也
念
の
世
鼎
的
な
る
復
活
に
貢

臨
め
る
ク
ラ
ム
に
し
て
扮
吐
つ
次
の
如
き
脚
託
を
附
加
せ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
群
山
に
幾
分
乍
ら
購
問
の
僚
地
が
あ
る
D如
ち
『
ク
ナ

ッ
プ
が
禁
慾
的
忙
し
t,
加
礁

乾
燥
な
る
群
細
論
か
ら
(V.n
einer
niich
Lernen
T
heod.cee)
固
.iELIU経
済
的
な
る
と
同
時
に
政
治
的
た
る
著

述
に
ま
で
高
揚
さ
れ
た
る
著
作
ILlし
て
｢
柵
的
秩
序
｣
再
版
を
畢
げ

ろ

こ
と
を
飽

-
皐

で
主
張
す
る
の
は
､
恐
ら
-
他
人
を
多
少
乍
ら

読
解
さ
せ
る
で
あ
ら
う
｡
尤
も
再
版
に
於
て
紳
拳
的
な
る
考
察
は
既
に
主
要
部
分
で
は
な
5.
が
'
併
し
沿
こ
の
書
物
は
科
挙
的
と
い

ふ
よ
り
も
寧
ろ
紳
拳
的
な
る
討
論
を
現
調
し
て
ゐ
る
｡
こ
の
観
鮎
よ
り
す
れ
ば
初
版
よ
り
も
共
棲
の
版
に
於
て
紳
嬰
的
た
る
も
の
が

支
配
す
る
粗
度
は
減
少
し
た
と
は
申
し
乍
ら
へ
拾
神
輿
的
な
ろ
潜
流
は
依
然
JJ
し
て
張
力
で
あ
る
』
と
ク
ラ
ム
は
批
評
し
て
居
N'./o

併
し
乍
ら
ク
ナ
ッ
プ
は
前
述
の
｢
柵
的
秩
序
｣
再
版
へ
の
評
債
に
綬
-
田
所
に
て

『
こ
の
著
作
の
如
-
控
除
科
堺
的
た
る
取
扱
方
は
常

時
に
放
て
朔
日
の
存
燕
で
あ
り
'
且
つ
彼
の
時
代
と
し
て
は
普
遍
的
に
し
て
渡
瀬
な
き
完
全
錦
秋
さ
で
あ
っ
て
'
共
棲
に
於
て
再
現

は
期
し
得
ら
れ
な
い
程
で
あ
り
'
従
っ
て
第
二
版
は
妃
食
料
拳
的
に
観
察
し
て
も
人
口
畢
関
城
に
於
け
る
最
も
重
要
な
る
莱
続
で
あ

る
』
と
ま
で
拍
試
し
て
ゐ
pQ"
.

期
の
如
き
両
者
の
見
解
に
於
け
る
相
達
は
畢
寛
す
る
に
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
亡
を
評
慣
す
る
に
際
L
b
,｢細
的
秩
序
｣
の
初
版
と
再
版
と

の
何
方
を
選
ぶ
か
の
問
題
に
粧
胎
す
る
に
過
ぎ
な
い
｡
こ
の
鮎
に
放
い
て
は
幸
に
我
閥
に
於
て
｢榊
的
秩
序
｣
の
初
版
に
関
す
る
考
詮

と
し
て
高
野
博
士
の
有
益
な
る
研
究
が
あ
る
｡
ヨ
ー
ン
は
ジ
ュ
ー
ス
,I,
ル
ヒ
の
功
績
を
述
.(
る
に
苦
っ
て
~『
.･･n

I
ス
,,J
ル
ヒ
は
亦

I) F S.Crllm,a a.0.S 46.Foot･note.
2) Knapp;a a 0 S.76.
3) John,a･a.0 S.272,undATE."Sdssmllch"lnAllgemelneI)eutscheBIO･

graphieBd.37,S I92,Cf



最
初
の
控
摘
統
計
単
者
と
見
供
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
共
鞘
由
は
彼
が
初
め
て
人
口
轡
新
の
源
泉
と
し
て
経
済
状
態
に
有
限
し
た
封

に
求
め
ら
れ
る
』
JJ
云
へ
る
に
射
し
て
,
冠

の
言
は
｢
神
の
秩
序
｣
琴

l版
に
封
土

/Ljg
適
切
で
あ
L;
う
が
､
初
版
に
射
し
て
盟

日東

を
得
て
ゐ
な
い
Iu
瓜
ふ
』
と
断
定
し
て
居
ら
れ
る
.
然
ら
ば
こ
の
｢神
的
横
序
｣
に
於
け
る
初
版
か
ら
再
版

へ
と
.I,M

-
ス
,,,
ル
ヒ
の

畢
説
が
発
展
し
煎
っ
た
こ
と
は
確
賓
と
認
め
ら
れ
､
従
っ
て
ヨ
ー
ン
や
ク
ナ
ッ
プ
の
｢
神
的
秩
序
｣
第
二
版
を
通
じ
て
ジ
ュ
ー
ス
,J'
ル

ヒ
を
評
低
す
る
態
度
は
傍
流
的
に
も
安
常
で
あ
る
LJ謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
換
言
す
れ
ば
ク
ラ
ム
の
稲
す
る
如
く
軍
に
物
珍
ら
し
き
が

故
に
或
は
紳
潜
を
規
由
JJ
し
て
初
版
の
み
を
以
∵
足
れ
り
と
す
る
な
ら
ば
.
何
故
に
原
著
者
が
二
十
ヶ
年
の
間
再
版

へ
の
剥
苛
勉
掛

と
人
生
経
験
を
経
た
複
に
於
て
再
び
共

の
城
見
を
世
に
間
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
を
珊
解
し
得
な
い
で
あ
ら
う
O

斯
る
観
鮎
に
立
つ
秋
に
､
巾
エ
ス
ク
ー
ゴ
ー
ド
も
之
を
引
用
せ
る
ク
ナ
ッ
プ
の
二百
兼
が
｢
神
的
栽
序
｣
再
版
を
解
題
す
る
麓
に
も
導

き
の
榊
と
な
る
で
あ
ら
㌔
o
ク
ナ
ッ
プ
は
こ
､の
忘
れ
ら
れ
た
る
弼
逸
の
単
著
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
を
閑
組

と
す
る
道
徳
統
計
に
於
け
る

決
別
性
と
人
間
の
意
志
自
由
な
る
問
題
に
闘
聯
し
て
'
ケ
ト
レ
ー
､
ワ
グ
ナ
I
P
バ
ッ
ク
ル
及
び
ロ
ン
ブ

ロ
ー
ゾ
I
'
ヱ
ヅ
テ
ィ
ン
ゲ

ン
,
ド

ロ
ー
ピ
ッ
シ
ユ
に
於
て
論
争
が
横
行
さ
れ
,
両
も
容
易
に
断
案
が
下
さ
れ
得
な
か
っ
た
事
項
に
卦
i
て
次
の
如
く
明
快
に
語

っ
て
日
-
1『蓋
し
最
近
の
洞
逸
聾
者
の
吉
に
し
て
砿
常
と
す
れ
ば
'
統
計
嬰
は
人
間
の
白
巾
不
自
由
て
ふ
問
題
を
裁
決
す
る
も
の
に

非
す
'
此
領
域
を
寧
ろ
昔
の
通
り
に
背
興
の
.範
囲

に
譲
渡
す
る
の
で
あ
り
'
統
計
単
自
照
JJ
し
て
は
常
に
些
少
な
る
感
謝
臣
辛
-
る

G

に
過
ぎ
ぬ
僅
少
な
る
賓
際
的
御
奉
公
で
瀞
足
す
る
の
.で
あ
る
｡
然
ら
ず
ん
ば
こ
の
論
坪
に
於
け
る
道
徳
統
計

の
地
位
は
恰
も
乾
坤

一

珂
JJ
も
云
ふ
べ
き

一
六
勝
負
の
殴
手
に
身
を
任
せ
た
る
購
博
女
の
如
き
も
の
と
な
ら
う
｣
と
O
然
ら
ば
統
計
学
が
他
の
諸
科
拳
に
射

し
て
有
力
な
る
援
助
を
興

へ
'
而
も
澗
立
の
地
位
を
保
持
し
っ
1
粕
協
調
し

て行
き
得
る

分
野
と
し
て
最
も
濁
常
な
る
は
人
口
現
象

を
統
計
的
研
究
の
対
象
と
す
る
人
口
挙
に
於
て
ゞ
あ
ら
う
｡
斯
る

立
場
で
初
め
て
統
計
単
史
上
に
於
け
る
'･M

I
ス
ミ
ル
ヒ
の
地
位

統
計
畢
史
上
に
於
け
る
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
の
地
位

弊
五
十
六
番

三
三

弟
三
戟

二

三

4) 高野岩三郎 前掲昔 ､ 171貫｡
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節
計
畏
史
上
に
於
け
る
ジ
ュ
ー
ス
･,､
ル
ヒ
の
地
位

醇
五
十
六
番

三
三
二
節
三
軟

1
1
四

が
再
評
付
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
0
此
際

に
於
で
折
角
｢
榊
的
秩
序
｣琴

一版
を
凍
り
上
げ
乍
ら
共

襟
題
の故
に
徒
ら
に
生

半

可

な
る

印
単
組
の
み
を
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
ヒ
に
結
付
け
足/

J
は
飴
り
安
常
で
は
あ
り
得
た
い
｡
さ
れ
ば
と
て
逝
に
ジ
ュ
ー
ス
ミ
ル
亡
の
人
口

単
か
ら
柵
的
た
る
も
の
を
絶
射
的
に
那
別
す
る
に
は
､
頗
る
低
箕
な
る
殿
度
に
依
る
嘘
V､
規
解
rJ
そ
が
望
ま
し
い
O

曾
て
ジ
ュ
ー
ス
,,/
ル
iJは
｢
榊
的
赦
序
｣
再
版
中
の
f
串
に
於
て
宗
教
が
人
口
相
加
に
等
あ
り
ゃ
の
議
論
に
攻
の
却
-
裁
決
を
下

し
て
日
ふ
｡
『
キ
ン
テ
ス
キ
ユ
I
は
｢
ベ
ル

シ
7
人
の
手
紙
｣
中
に
於
て
カ
エ
サ
ル
の
時
代
以
雑
､
欧
洲
人
口
が
減
過
せ
る
盟
巾
に

某
督
教
及
び
同
教
の
普
及
を
趣
け
'
苦
の
任
の
.状
態
で
放
任
さ
れ
た
場
合
に
於
け
る
よ
り
も
宗
教
が
.人
口
増
加
に
不
利
に
怒
る
JJ

云
へ
る
に
射
し
て
'
白
分
に
採
り
て
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
議
論
に
於
け
計
誤
謬
を
精
摘
す
る

は
容
易
な
-
と
し
'
殊
馬
人
が
苗

代
に
有
せ
る
宗
教
粗
雑
rL6り
も

l
素
数
JJ
し
て
の
基
帝
教
に
依
り
て
支
持
せ
ら
れ
た
場
合
の
方
が
人
勅
の
稗
加
に
探
っ
て

1
犀
張

力
に
し
て
有
利
な
る
賓
例
を
璽

止
し
得
る
こ
･U
を
見
3=
す
』
と
｡
文
こ
の
衰

柄
は
既
に
別
諭
文
中
に
於
て
､『
欧
洲
西
部
殊
に
猫
逸

園
に
於
て
カ
エ
サ
ル
の
音
よ
り
現
准
(十
八
冊
期
中
肇

の
方
が
嬢
屠
倍
も
住
民
が
望
富
で
あ
り
得
た

程
で
も
な
く
､
昔
は
今
の
半
分

位
の
人
口
が
養
ひ
得
ら
れ
た
梓
皮
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
』
と
も
昏
か
れ
て
ゐ
る
o

吾
々
性
比
に
於
て
『
カ
エ
サ
ル
に
属
す
る
も
の
は
カ
エ
サ
ル
に
返
し
'
神
に
属
す
る
も
の
は
柵
に
返
せ
』
と
い
ふ
が
如
-
､
ジ
ュ

ー
ス
,,,
ル
ヒ
の
人
口
統
計
嬰
は
神
と
し
て
で
は
な
-
人
間
た
る
彼
自
身
に
返
し
'
従
っ
て

｢
榊
的
秩
序
｣
第
二
版
の
問
題
に
蹄
す

と
共
に
､
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
帝
の
統
括
時
代
に
於
け
る
L,L
ユ
ー
ス
,lJ
ル
ヒ
達
と
類
似
に
し
て
共
通
な
る
山北
場
と
し
て
長
期
戦
下
必

然
に
伴

へ
る
梢
続
的
鼓
る
紋
乏
に
耐

へ
得
て
､
之
に
勝
ち

抜
-
べ
き
現
段
階

の
我
が
民
族
に
依
-
て
､
ジ
ュ
ー
ス
,,)
ル
ヒ
の
人
口

塾
が
新
し
い
人
口
放
序
の
統
計
理
論
と
し
て
夜
前
し
展
開
さ
る
べ
き
だ
と
信
す
る
も
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