
占
足
首
民
四
昌
平
究
周
ニ
キ
園
周
第
三
種
寓
mm
物
置
司
内
毎
月
-
園
-
周

a司
u

干す琶R 日-~司 F、~一品十B ラ1'11 If笛

禁

曙

載

一
一
一
醐
嵩
躍

地
方
税
と
し
て
の
住
居
税
:
・
:
:
・
:
・
:
法
皐
博
士
一
脚
戸
正
雄

資
金
需
要
供
給
の
金
融
緩
慢
誼
迫
何
時
中
立
性
・
経
荷
車
一
博
士
小
島
昌
太
郎

時

論

革
新
原
理
E

と
し
て
の
「
民
有
闘
用
」
に
就
い
て

日
明
貿
易
り
再
除
討

間

町

内

九

フ
ィ
ヒ
テ
に
が
、
け
る
図
民
の
一
崎
一
枇
:
;
-
J
E
t
-
-
経
済
事
士
出

請

演

一
時
一
日
維
持
観
と
政
策
観
の
嬰
化
に
就
て
・
法
皐
博
士
河
田
嗣
郎

-
経
霊
平
樺
士
石
川
興
一
一

司
即
日
立
博
士
谷
古
音

日口

勇

琉

同
国
司
#
伺

ド
イ
ツ
商
業
航
空
の
新
展
開
田
.
，

j
i
-
-
:
蹴

~r一
一
口
吉
川
貫
二

ル
l
テ
ル
の
商
業
及
利
子
論
:
:
:
・
:
:
:
:
・
経
由
主
主
浬
崎
墜
遺

土
地
問
題
と
産
業
組
合

-

-

j

i

-

-

・
:
:
経
費
平
博
士
八
木
芳
之
助

附

川

鵠

跡

新
着
外
国
経
済
雑
誌
主
要
論
題



V
イ
ソ
商
業
航
空
の
新
展
開

ル

l
テ
ル
の
商
業
及
利
子
論

時
三

、
川

ι「

出iJ

堕:

，'J:I主

人l;J~

去
る
五
月
二
十
九
日
の
経
済
事
合
丈
舎
に
於
て
、
本
製
部
所

蔵
品
問
視
主
日
初
版
本
の
展
覧
が
行
は
れ
た
が
、
そ
の
同
刀
頭
に
飾
ら

れ
た
も
の
は
マ
ル
チ
ン
・
ル

1
テ
ル
の
「
商
業
及
高
利
ヘ
一
削
」
で
あ

つ
売
。
団
六
版
七
十
貝
位
の
極
〈
薄
い
小
冊
子
に
過
ぎ
左
い

が
、
こ
れ
は
極
め
て
貴
重
注
文
献
で
あ
り
、
興
味
深
い
内
容
を

持
っ
て
ゐ
る
も
の
と
忠
ふ
。
そ
乙
で
以
下
少
し
く
そ
の
内
容
を

紹
介
し
、
労
々
利
子
に
闘
す
る
彼
の
詑
殺
を
も
参
照
ナ
る
と
と

に
よ
っ
て
、
彼
の
商
業
親
と
で
も
云
ふ
べ
き
も
の
L

一
端
を
明

か
に
し
て
見
よ
勺
と
思
ふ
。
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四
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ル
T
テ
ル
の
一
商
業
及
利
子
論

と
の
本
が
警
か
れ
た
一
五
二
四
年
と
い
ふ
の
は
、

}
止
に
近
世

の
初
顕
で
あ
る
。
近
世
を
ぽ
十
三
世
紀
の
末
頃
か
ら
起
っ
た
伊

太
利
の
商
業
褒
建
と
文
護
復
興
と
を
以
て
初
ま
る
と
す
る
こ
と

も
出
来
よ
う
が
、
寅
際
に
欧
洲
会
慌
に
亙
っ
て
買
に
近
世
た
る

内
容
」
形
態
と
を
整
へ
た
の
は
宗
教
改
革
の
勃
褒
K
よ
る
と
す

る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
或
は
一
五
一
七
年
の
ト
同
庁
=
一
十
↓
日
に
ル

日

r
レ

e
h
y
f
y
'
/
ご

/

ニ

〉

れ

比

b
r
u
n
t
L
n
L
甘リ
k
r判
〉

ho

t
y
d
d
h
v

ノ
、
=
・
J
Y
1
U
も
が
書
写

dhト
ド
批
ド
」
ノ

1
1
平
よ
し
百
件
ル

F
Z
主
H

題
を
貼
り
付
り
で
数
棟
't
帝
檎
去
に
挑
戦
を
宣
し
た
と
ろ
に
一
初

ま
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
た
い
。

さ
う
す
れ
ば
一
五
二
四
年

は
、
そ
れ
か
ら
僅
か
七
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
十
五
世
紀
に
亙

る
長
い
中
世
が
終
っ
て
、
婦
に
新
し
い
近
世
が
一
初
ま
ら
う
と
す

る
歴
史
的
大
費
動
期
の
た
ピ
中
で
あ
る
。

こ
の
と
き
政
治
的
に
は
近
世
国
民
園
家
の
勃
興
期
で
あ
り
、

海
外
航
路
の
開
設
に
よ
っ
て
殖
民
地
獲
得
に
先
準
諸
闘
は
狂
奔

し
出
し
た
と
き
で
あ
り
、
経
済
的
に
は
鍛
工
業
の
繍
犬
、
問
屋

却
商
の
濁
立
、
金
融
機
関
の
護
達
、
合
同
枇
・
企
業
の
勃
奥
等
が

行
は
れ
た
L
め
に
、
奮
き
封
建
枇
舎
の
階
級
は
覆
さ
れ
て
、
今

ま
で
全
く
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
陶
工
業
者
が
急
騰
す
る
こ
と
L

第
四
十
三
巻

七

第

競

O 

な
り
、
従
て
そ
れ
ら
を
中
心
と
す
る
都
市
が
念
激
に
隆
盛
と
な

り
、
反
針
に
農
村
の
疲
弊
は
そ
の
桜
に
達
し
、
そ
と
か
ら
流
れ

出
る
浮
浪
者
は
町
の
巷
に
溢
れ
、

そ
れ
は
ま
た
弊
働
力
の
よ
き

供
給
と
友
っ
て
、
従
L
R

都
市
を
増
大
せ
し
む
る
に
至
り
、
農
村

と
の
懸
隔
を
愈
K

大
な
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。

都
市
と
農
村
、
商
工
謀
者
と
農
民
主
の
と
の
利
害
関
突
を
限

2
川
川

p

-

d

F
』

h
t

，F
t
l
 

レ

l
p
J
t
h
h
r
t
F
〉
'id

ヨ
A
1
F
色、

2
-
J
・

F

勺
レ
』
ド
ド
タ
，

h

‘，

f
t
z
E
d
計

J

剖

4
4
L
I
E
-
吋よ
f
t
K
4ヲ
ギ
z

た
関
心
を
持
た
ざ
る
を
得
友
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
家
は
一
冗

来
農
業
を
や
っ
て
ゐ
た
の
で
る
る
が
、
後
に
鏑
山
町
に
移
り
住

む
に
至
り
、
彼
は
そ
れ
か
ら
庭
k

の
都
市
に
遊
撃
し
、
遂
に
ヴ

イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ヒ
の
大
事
教
授
と
友
っ
た
の
で
あ
る
む
か
く
て

彼
自
身
親
し
〈
首
時
の
情
勢
を
経
験
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は

農
民
に
謝
し
て
は
殊
に
深
き
同
情
を
持
っ
て
ゐ
た
が
、
更
に
商

工
業
者
に
射
し
で
も
相
歯
の
理
解
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
商
工
業
者
に
関
し
て
は
商
業
論
と
利
子
設
教
と
を
試
み
て
ゐ

る
の
で
あ
り
、
農
民
に
つ
い
て
は
い
は
ゆ
る
農
民
戦
争
に
際
し

て
何
度
も
彼
の
見
解
を
褒
表
し
た
の
で
あ
る
。
尤
も
、
そ
の
公

表
さ
れ
た
る
彼
の
見
解
や
態
度
に
於
て
は
む
し
ろ
逆
に
商
工
業

MaTtinus Luther， Von Kau能 handlungund wuchcr， Vllitte四 uerg，1524-
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者
に
針
し
て
や
h
h

好
意
的
で
あ
り
、
反
針
に
農
民
に
封
し
て
は

苛
酷
な
る
態
度
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
色
々
友
る
事
情

に
よ
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
そ
の
表
現
さ
れ
た
る

も
の
を
買
に
川
崎
解
す
る
が
た
め
に
は
、
彼
の
生
に
深
く
這
入
ら

な
け
れ
ば
到
底
わ
か
ら
た
い
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
以
下
述
べ

ん
と
す
る
と
と
ろ
の
商
業
及
利
子
論
は
、
か
h

る
時
代
の
か
L

る
事
情
の
下
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
と
、
殊
に
一
五
二
四

町

;
i
i
z
E
L
F
〉

L
;
l
f
l
:
:
;
'
l

h
d
」
U

ハ
同
問
忙
凶
器
い
お
明
寺
広
白
、
J
4
μ

古
川
弘
ら
れ
宍
科
で
悲
石

こ
い
ふ
こ
と
を
忘
れ
て
り
む
ら
志
い
の
が
あ
ゐ
。

か
〈
て
ま
づ
、

一
五
二
四
年
の
「
商
業
及
高
利
論
」
の
内
容
に

入
ら
う
。

付
商
業
|
ま
づ
初
め
に
商
業
な
る
も
の
に
つ
い
て
一
般
的

に
考
察
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
費
る
と
か
買
ふ
と
か
云
ふ

こ
と
は
扶
く
こ
と
を
得
な
い
も
の
で
る
り
、
む
し
ろ
柴
光
の
た

一
式
は
ば
榊
の
賜
物
で
あ
る
。
け
れ
ど

め
に
用
ふ
べ
き
で
あ
る
。

も
現
賓
の
商
業
を
見
る
と
、
決
し
て
さ
う
計
り
は
云
は
れ
友
く

て
、
多
く
の
罪
悪
が
行
は
れ
る
庭
と
な
っ
て
ゐ
る
。
「
商
人
に
し

ル
1

テ
ル
の
商
業
及
利
下
論

て
罪
を
犯
さ
た
い
も
の
は
殆
ん
ど
た
い
U

と
一
去
っ
て
ゐ
る
。

れ
は
何
庭
に
原
因
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
人
の
心

の
食
慾
に
よ
る
。
限
度
を
知
ら
左
い
食
慾
と
は
、
ま
づ
金
を
愛

す
る
と
と
に
初
ま
る
。
と
れ
を
例
へ
ば
外
岡
貿
易
に
つ
い
て
見

る
に
、

こ
の
輸
入
の
殆
ん
ど
大
部
分
は
賛
津
品
で
る
り
、
輸
出

は
圏
内
の
金
銀
や
必
要
物
資
の
流
出
な
の
で
あ
る
。

と
れ
で
は

何
の
役
に
も
立
た
な
い

E
乙
ろ
か
、
罪
悪
の
み
だ
と
し
た
。
か

く
の
如
〈
現
貨
の
商
業
ー
に
一
五
ふ
も
-
U
J
t
巴一
J

J

号
p
b
〉

f
b・

》

江

レ

E
H
1
i
1
4
江
叱
諸
王

が
、
そ
の
本
性
は
併
し
不
可
怯
む
も
の
で
あ
る
と
す
る
た
ら
ぱ

然
ら
ば
如
何
う
し
た
ら
ば
良
き
商
業
は
出
来
る
で
あ
ら
う
か
。

商
業
は
椿
力
に
よ
る
も
の
で
も
、
意
志
に
よ
る
も
の
で
も
な

ぃ
。
正
に
隣
人
に
封
ず
る
業
で
あ
る
。
従
て
よ
き
規
律
と
良
心

と
か
ら
・
な
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
行
ふ
人
の
心
が
最

も
大
切
な
の
で
あ
る
と
。

次
に
、
債
格
の
標
準
は
何
庭
に
置
か
る
ぺ
き
か
と
云
ふ
に
、

少
く
と
も
原
債
を
カ
バ
ー
す
る
と
と
L
、
辛
苦
‘
持
働
及
び
危

険
に
劃
す
る
報
ひ
を
含
ま
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
ま
た
利
袋
と

い
ふ
こ
と
は
、
本
来
損
失
の
危
険
に
謝
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
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ル
l
テ
ル
の
商
業
及
利
子
論

必
や
し
も
反
封
さ
る
べ
き
で
は
な
川
。
け
れ
ど
も
、
資
際
に
は

限
度
と
い
ふ
も
の
が
な
い
。

疋
し
き
報
酬
と
い
ふ
も
の
に
官
る

こ
と
が
出
来
友
い
。
従
て
寅
際
に
は
遁
嘗
な
る
利
得
を
き
め
る

こ
と
が
出
来
な
い
。
人
間
自
身
が
善
意
の
も
の
と
な
り
岬
を
刊
誌

る
L
心
な
く
し
て
は
正
し
き
も
の
が
行
は
れ
る
管
が
お
い
。
山
車

そ
れ
宅
川

」λvc
る 4勿
人の

問符号
の給
心の
に師団
よ係
る p:
uつよ
-e'、主〉

あも
る 川 の

o ._(::. 

賃、l:t
銀、な

に〈

っし
v、‘と

も

と

れ

は
持
働
に
射
す
る
首
然
の
報
酬
で

b
る

ζ

け
れ
ど
も
そ
れ
を
如

何
に
決
定
す
べ
き
か
と
云
ふ
に
、
時
間
と
持
働
の
量
を
他
の
廃

止
比
較
し
て
考
量
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
物
慣
に
つ
い
て
は
、
そ

の
騰
貴
の
原
因
は
、
確
に
必
要
物
の
快
如
と
い
ふ
こ
と
に
あ
り

更
に
は
食
慾
の
心
か
ら
出
設
す
る
。
同
来
る
だ
け
高
く
責
ら
ん

E
E

す
る
と
と
弘
、
秘
密
主
義
と
か
ら
相
手
の
虚
に
筒
け
入
ら
ん

と
の
み
す
る
と
こ
ろ
に
大
い
怠
る
原
因
が
あ
る
。
そ
の
他
に
も

色
k

自
然
的
友
原
因
も
あ
ら
う
が
、
更
に
民
占
や
濁
占
左

J
に

上
っ
て
不
首
に
つ
り
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
と
と
を
も
指
摘
し
た
c

と
L

に
於
て
彼
は
、
現
世
を
取
締
る
べ
き
政
府
に
依
頼
す
べ
き

と
と
が
多
く
あ
る
こ
と
を
云
っ
て
ゐ
る
。
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付
金
融
|
|
物
を
膏
賀
す
る
と
と
に
次
い
で
、
物
を
貸
興
ナ

る
と
と
に
つ
い
て
。
ま
づ
他
人
か
ら
物
を
乞
は
れ
た
場
合
に
は

喜
ん
で
貸
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
原
則
と
し
て
は
報
酬
を
望
ん
で
な

I:f 寸ー

たぺ
らき
なで
し. t;t 

Gムーた

けい
~'L 
E 貸
もす
工見 と

!l)とと
にL;t

於 4三
て升4
l土 !iB4

ノ¥、

古ゐ る
L 乙

ると
}ll! Iσ 
it! な
的け
なれ

こ
L
一
メ
一
]
ふ
よ

1
ご
訣
工
々
。

r
〈
下
ノ
イ
』

A
4
M
J
ψ
t
L

そ
こ
?
ど
っ
し
亡
も

一
定
の
枇
A
W

そ
の
新
制
の
下

K
、
初
干
名
や
強
盗
や
貸
倒

れ
な
ど
を
防
が
な
叫
り
れ
ば
な
ら
た
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
ル

l

州
民
規
綻
を
作
/
，
て
、

テ
ル
に
於
て
は
貸
借
と
は
本
来
は
施
物
に
泣
い
も
の
と
考
へ
て

ゐ
る
c

ま
た
貸
借
は
相
互
間
の
人
格
的
関
係
を
重
ん
や
る
も
の

友
る
が
放
に
、
第
三
者
の
保
詮
と
い
ふ
と
と
を
他
力
排
斥
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
人
は
他
人
の
た
め
に
保
諮
を
す
ぺ
き
で
は
た

ぃ
。
何
と
友
れ
ば
、
我
々
は
明
日
を
知
ら
た
い
も
の
で

b
る
か

ら
、
そ
れ
に
心
を
か
け
て
嫡
来
を
誇
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
む
し

ろ
高
慢
と
不
敬
と
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
か
〈
の
如
く
し
て
物

の
貸
借
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
健
主
左
る
態
度
を
取
ら
し
め
つ

L

あ
っ
た
が
、
官
時
漸
く
帯
以
遠
し
撃
備
し
来
っ
た
と
と
ろ
の
金

融
機
闘
に
つ
い
て
は
少
か
ら
ざ
る
闘
心
を
持
っ
た
や
ろ
で
あ
か

S. 7 f. (5. 519) 
S. .l f. (S. 5 ，6 f.) 

8) 
10) 

日'4f. (バ 525J
S. Y f. (S. 526 f.) 

11) 
'5) 

S. 0 (S. 5，8) 
S. 8 (5. 520) 
S. '9 (S. 529) 
S. '3 f. (凶 524f.) 
;;. '5 (5・526)
日 26(5. 535 f) 

7) 
9) 
11) 
12) 
14) 
161 



手
一
光
に
商
品
を
持
っ
と
と
占
な
し
に
、
相
互
の
需
給
タ
充
さ
ん
と

す
る
と
こ
ろ
の
仲
介
や
取
引
に
つ
い
て
も
目
を
つ
け
、
金
融
機

闘
の
機
能
が
闘
滑
に
行
は
れ
る
と
き
は
、
如
何
に
便
利
占
な
も
の

で
あ
る
か
を
云
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
金
融
に
件
ふ
利
子
に
つ
い

る刊、て
。りも
な、

ほ1E
こ営
。つに
理由 し
にて

つ安
ν、 '1!1.

ド.1"1
」ゅ

はニ?
後 γ
にわ

Aρ  
""'佐
よ 三ゲJ仰し、

うめ
。上

う

と
し
「
」

ゐ

川
交
通
|
商
工
業
の
設
艮
は
ま
た
交
通
の
務
遣
に
侠
っ
と

と
ろ
が
多
い
。
伐
に
回
米
利
加
航
路
や
印
皮
航
協
の
問
調
況
が
行

は
れ
て
梅
廷
は
目
提
主
し
い
も
の
が
め
う
た
の
だ
が
.
陳
述
の

方
は
比
較
的
障
害
が
多
く
て
遜
れ
て
ゐ
た
ゃ
う
で
あ
る
。
明
州
議

に
於
て
は
、
領
主
や
貴
族
が
交
通
の
保
全
を
左
ず
べ
き
で
あ
っ

た
の
が
、
却
で
無
法
な
る
高
枕
を
徴
牧
し
た
り
、
掠
奪
し
た
り

す
る
有
様
で
あ
り
、
騎
士
や
浮
浪
者
に
上
る
危
険
も
多
か
っ
た

ゃ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
十
、
た
ほ
そ
の
危
険
を
潜
つ
一
」

商
人
が
往
来
す
る
の
を
驚
嘆
し
て
ゐ
る
。
ま
た
虐
出
身
の
倉
庫
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
は
訴
状
の
巣
で
あ
る
か
と
さ
へ
痛
嘆
し
て
ゐ

る
。
常
時
の
商
業
が
知
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
怨
像
ず
る

こ
と
が
出
来
る
。ル

1

テ
ル
の
商
業
及
利
子
論

~
「
舎
枇
i
1
l
t
ρ
l
テ
ル
は
、
商
業
も
ま
た
良
心
に
於
て
白
白

に
な
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
は
し
た
が
、
併
し
人
聞
の
悪
が

常
に
こ
れ
を
阻
害
す
る
の
で
る
る
か
ら
し
て
、
ど
う
し
て
も
保

護
を
な
す
べ
き
も
の
と
し
て
規
範
を
巌
章
一
に
し
、
統
制
を
重
ん

じ
友
け
れ
ば
な
ら
な
い
E

ど
し
た
。
そ
じ
て
英
関
商
人
が
外
闘
の

諸
都
市
に
特
別
友
る
委
員
舎
を
設
け
て
統
制
あ
る
販
寅
政
策
宇
一

執
っ
て
ゐ
る
と
と
を
賞
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、

12F、企
iltl:、業
IC 征〉

つ劫

'，，'"興
てと
!土方通
自主 L 

1;;1る

惰続
く iljlJ
j交の

平必
l__，膏f

おか
F、何.1-:>

生
L--

fこ
と
と

ら
江3

何
と
な
れ
ば
ー

命
日
枇
又
は
大
宮
一
一
会
は
民
占
や
濁
占
に
よ
っ
て
弱
小
伝
る
も
の
を

苦
し
め
つ
L

あ
る
こ
と
を
見
た
か
ら
で
あ
か
。
同
貝
ド
か
叉
は
濁
h
口

が
、
営
時
非
常
に
多
く
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
力
の
閥

係
に
於
て
資
質
が
行
は
れ
て
ゐ
る
事
寅
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
そ

し
て
一
，
彼
ら
は

b
ら
ゆ
る
不
正
を
な
し
つ

L
も
決
し
て
換
を
し

な
い
。
結
局
全
世
界
か
ら
、
す
ペ
て
の
貨
幣
を
彼
ら
の
袋
に
沈

ま
し
め
堆
積
す
る
の
で
あ
る
〕
L

」
。
そ
し
て
、
か
L

る
舎
枇
や

大
宮
衰
の
暴
戻
な
る
振
舞
は
こ
の
ま
L
放
置
す
る
と
と
は
会
〈

危
険
で
あ
る
。
曾
枇
と
正
義
と
は
常
に
相
反
す
と
し
て
、
「
曾
社

第
四
十
三
巻

第
二
波

七
互正
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ル
I
テ
ル
の
商
業
及
利
子
弘
前

を
そ
の
ま
L
に
し
て
置
け
、

さ
ら
ば
正
義
と

E
直
と
は
滅
び
る

で
あ
ら
う
。
正
義
と
正
直
と
を
残
せ
、
さ
ら
ば
曾
枇
は
滅
び
る

で
る
ら
う
」
と
さ
へ
云
ふ
。
こ
れ
ら
の
も
の
を
取
締
る
ぺ
き
は

諸
候
で
あ
る
。
巌
格
な
る
法
を
以
て
か
L
る
も
の
を
取
締
ら
友

凶
り
れ
ば
た
ら
な
い
。
然
る
に
却
て
諸
依
は
か
L
る
も
の
と
結
託

し
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
と
て
、

悶
〈
「
彼
ら
は
イ
ザ
ヤ
者
了

齢-ニ・
¥
F
3
H
H
'
h

、

恥
ト
一

7酔

r

b
〆F
L
M
m

〈

t

J
‘
〉
〉
d

ピ
b
E
トム

t
f
f
e
m
p
℃
口
¥
〉

h
F
J
1
:

場

J
Z
J
A
T
U
-
主
亡

E
ド
V
4
e
t
E
「・
d
lノ
日
ル
1
ρ
H
J
L

な
り
、
各
K

賄
賂
を
よ
ろ
こ
び
、

お
く
り
も
の
を
抽
出
ひ
求
め
、

孤
児
に
公
平
を
行
は
や
、
や
も
め
の
訟
は
彼
ら
一
の
前
に
出
づ
る

こ
れ
ら
の
長
建
は
盗
人
と
共
に
結
ぶ
。
諺
に
臼
〈

大
き
な
盗
人
が
小
さ
左
盗
人
を
吊
る
と
」
。

能
は
十
と
。

利
子
に
つ
い
て
は
前
掲
の
「
商
業
及
高
利
論
」
の
中
で
既
に
少

し
く
絢
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
の
外
に
特
に
一
一
一
つ
の

説
教
が
あ
る
。
そ
の
最
初
の
も
の
は
一
五
一
九
年
、
最
後
の
も

の
は
一
五
四

O
年
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
貨
に
二
十
年
の
経
り
が

tu
る
。
そ
と
で
四
国
の
欣
勢
も
費
り
、
白
ら
そ
の
内
容
も
鑓
化

を
来
し
た
の
で
あ
る
。
初
め
の
頃
は
中
世
の
徴
利
禁
止
に
反
封

第
凶
十
三
巻

二
七
六

第

由主

I羽

し
て
肯
定
的
で
る
っ
た
の
が
、
後
に
は
再
び
否
定
的
友
態
度
を

示
す
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
如
何
な
る
原
因
に
よ
る
か
と
い
ふ
に

徒
ら
に
利
子
禁
止
を
し
て
は
却
て
高
利
が
蔓
る
が
故
に
、
む
し

ろ
と
れ
を
許
し
た
の
で
る
る
が
、

そ
う
し
て
見
る
と
更
に
高
利

が
蔓
っ
て
弊
害
に
耐
え
ら
れ
た
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

問
の
事
情
に
つ
い
て
、
と
h

に
詳
L
〈
利
子
息
説
史
上
の
問
題

と
し
て
め
初
三
て
た
る
防
作
~
な
レ
!
刀
、
ら
、

巾
事
亡
F
ご

1
L
J
H
r
l
t
H

1
I
d
i
-
-
i
 

教
友
る
も
の
L

内
容
を
瞥
見
す
る
こ
と
L
し
よ
う
。

一
「
高
利
に
闘
す
る
小
説
教

L11聖
書
に
よ
る
と
、
人
が
物

を
貸
興
す
る
に
は
三
つ
の
段
階
が
あ
る
。
第
一
は
力
を
以
て
上

衣
を
取
ら
ん
と
す
る
も
の
に
は
下
衣
を
も
興
へ
よ
と
い
ふ
如
き

も
の
。
第
二
は
哀
み
を
以
て
願
ひ
叉
求
め
る
も
の
に
は
慈
悲
を

以
て
輿
へ
よ
。
第
三
に
は
報
酬
を
粛
し
て
借
ら
ん
と
す
る
も
の

に
は
桓
ん
で
は
恋
ら
た
い
。

と
の
最
後
の
段
階
は
最
も
低
い
も

の
で
あ
る
が
、
商
業
の
如
き
は
こ
与
に
附
設
し
て
ゐ
る
。
従
て

利
子
も
か
L

る
意
味
か
ら
正
首
に
し
て
趨
営
た
る
程
度
の
も
の

な
ら
ば
認
め
る
が
よ
い
と
し
た
。
「
余
は
そ
れ
を
判
決
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
正
し
き
も
の
は
留
め
よ
う
。

そ
の
根
底
が
善

W.A. .d.お 3田 8.
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に
し
て
正
で
あ
れ
ば
百
に
封
し
て
六
を
と
る
こ
と
は
留
め
よ

う
。
併
し
こ
の
考
へ
は
余
の
も
の
で
あ
る
」
o
利
子
に
つ
い
て
は

強
制
を
す
ぺ
き
で
は
な
い
、
人
々
の
欲
す
る
ま
L

に
し
た
方
が

よ
い
。
そ
し
て
「
紳
の
命
ま
た
は
自
然
法
に
待
つ
」
と
云
っ
て
ゐ

る
。
如
何
に
彼
が
自
由
と
寛
容
と
を
示
し
た
か
ピ
わ
か
る
。
中

世
以
来
の
長
い
徴
利
禁
止
の
た
め
に
寅
際
に
は
非
常
に
悪
性
の

高
利
が
行
は
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
正
し
い
利

子
を
ば
認
め
よ
う
と
し
た
。

そ
れ
は
盗
み
を
せ
古
ら
ん
た
め
、

寅
際
に
泊
合
せ
ん
が
た
め
守
あ
る
ロ
か
L

る
指
導
は
む
し
ろ
繍

桝
家
の
役
目
で
あ
る
と
し
犬
。
最
後
K
刺
子
文
に
り
い
て
、
必

し
も
常
に
と
れ
を
高
利
た
り
と
す
る
こ
と
は
山
川
来
な
い
。
け
れ

E
も
そ
れ
に
閥
係
多
い
も
の
だ
か
ら
と
て
‘
警
戒
し
つ
L
是
認

の
態
度
を
採
っ
た
の
で
る
る
。

一
一
「
高
利
に
関
す
る
大
説
教
」
|
[
と
れ
は
前
述
の
小
説
教
の

翌
年
に
出
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
は
や
っ
と
詳
し
〈
な
っ
て

ゐ
る
。
会
惜
の
趣
旨
は
別
に
大
し
た
費
化
は
な
い
。
ス
中
一
健
を
二

部
に
分
ち
・
第
一
部
は
貸
興
の
一
二
段
階
に
つ
い
て
.
そ
れ
か
ら

利
子
是
認
の
根
擦
を
漣
ぺ
ょ
う
と
し
て
ゐ
て
、

乙
の
部
分
は
殆

ル
『
テ
ル
の
商
業
及
利
子
論

ん
ど
小
説
教
と
焚
り
は
友
い
。
第
二
部
に
至
つ
て
は
主
と
し
て

利
子
業
を
述
ペ
て
ゐ
る
。
そ
の
存
在
を
是
認
し
、
か
h

る
業
は

公
然
且
つ
正
し
き
態
度
を
以
て
行
は
る
ぺ
き
で
あ
る
と
し

h
。

尤
も
と
れ
を
直
ぐ
全
〈
公
平
に
し
て
正
し
い
業
で
あ
る
と
結
論

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
と
・
な
れ
ば
そ
の
性
質
が
極
め
て
現

金
的
危
も
の
で
あ
り
、
無
限
遁
求
に
墜
ち
易
く
、
危
険
多
〈
、

不
定
不
確
寅
な
も
の
に
し
て
、
由
民
に
止
む
を
得
な
い
業
で
は
な

ぃ
。
結
局
は
高
利
に
走
り
易
い
も
の
で
あ
る
か
ら
と
し
た
。
か

〈
て
資
限
に
利
子
山
系
は
多
く
白
目
的
に
高
利
に
定
h

リ、

¥
F
P
金

世
界
を
風
摩
す
る
に
歪
む
一
す
べ
て
一
切
の
も
の
、
人
-
幸
一
耐

山
市
審
員
・
弁
働
を
も
取
る
こ
と
に
な
品
」
と
。
彼
は
測
り
難
き
高
利

の
横
行
を
不
思
議
に
さ
へ
思
っ
て
ゐ
る
。
要
す
る
に
此
の
と
き

の
ル

l
テ
ル
は
、
受
賞
怠
る
利
子
は
認
め
上
う
と
し
た
け
れ
ど

も
、
利
子
業
に
つ
い
て
は
難
色
を
持
っ
て
ゐ
た
と
せ
ざ
る
を
得

左
い
。
け
れ
ど
も
彼
は
む
し
ろ
積
極
的
に
、
教
曾
た

E
が
模
準

的
利
チ
を
示
し
た
ら
ど
う
か
と
さ
へ
云
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
見
る

と
、
や
は
り
是
認
的
態
度
を
採
っ
た
こ
と
は
争
は
れ
な
い
。
「
全

世
界
が
百
の
中
か
ら
十
も
取
っ
て
ゐ
る
中
に
あ
っ
て
、
精
一
柳
的

第
四
十
三
巻

第

2虎

豆ζ

二
七
七
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ル

1
テ
ん
の
商
業
及
刺
子
論

国
髄
は
そ
の
正
し
さ
を
保
つ
た
め
に
四
乃
至
五
そ
取
る
べ
き
で

こ
れ
に
よ
っ
て
世
間
に
劃
し
て
善
き
模
範
を
垂
れ
友
け

れ
ば
た
ら
友
い
か
ら
」
と
。

=
一
「
高
利
に
闘
す
る
設
殺
に
つ
き
牧
師
へ
の
訓
誠
」
ー
ー
と
れ

あ
る
。

は
前
掲
の
二
説
教
か
ら
相
去
る
こ
と
二
十
年
で
あ
る
。
そ
の
内

-立
o

j

n
弘、

J

土
3

H
名
じ
会
宅
1
L
ノ
¥
主

J
T

先
き

k
d
す
ぺ
て
た
記
的
態
度
刀
あ
っ

士
〉
ゐ
、

tu-tb 
'

p

h

-

、「
J

、11
J

♂
、
〕
:
〉
》
l

3

C

L
一
「
、
じ
一
色
翫
山
口
ド
ト
免
/
ホ

U
一
九
詑

yb

z 
~'L 
L ;t 

般
的
に
紋
の
全
慌
の
思
想
・
態
」
肢
の
鑓
化
な
の
で
る
る
が
、
そ

の
峠
は
確
に
農
民
戦
争
で
あ
勺
た
。
そ
れ
以
後
の
彼
が
極
め
て

保
守
的
左
色
彩
と
な
っ
た

G

要
す
る
に
、
彼
は
利
子
の
是
認
が

愈
主
両
利
を
蔓
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
を
見
て
、
牧
師
遣
に

針
し
て
高
利
融
官
戒
の
た
め
に
利
子
説
教
を
慎
む
よ
う
に
と
し
た

の
で
あ
る
。

全
づ
初
め
に
、
高
利
と
い
ム
問
題
は
と
れ
位
取
締
る
ベ
合
法

律
や
法
律
家
だ
け
に
任
し
て
置
い
て
は
た
ら
な
い
。
精
榊
界
に

大
い
に
閥
聯
す
る
も
の
で
る
る
か
ら
牧
師
も
説
教
者
も
進
ん
で

警
告
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
e

そ
れ
か
ら
高
利
な
る
も
の
k

性

質
を
吟
味
し
て
、
貸
す
と
と
が
賞
は
取
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

p、

第

却土

~ 

ノ、

ゐ
る
と
指第
摘凶
し士
7t1}孟
ま
つ
j:E 
し
し、

利
弓二

は

t只
害
の
補
償
と
し

で
不
返
掛
は
他
に
非
常
な
る
迷
惑
を
か
村
る
か
ら
と
い
ふ
浬
由

で
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
初
ま
る
と
し
た
。
吠
に
高
利
の
徐
容
は

如
何
に
耐
で
あ
る
か
を
蓮
ぺ

い
は
ゆ
る
法
律
家
は
こ
の
事
寅

る lij)~亡
。生i

し
」

三回

;哉
ィ、
足
-r.，・

あ
1) 

-日
つ
イl正ト

jJ 
ーe
あ
る

と
罰百5
嘆

vど

ゐ

か
L
る
お
引
は
然
ら
ば
何
時
説
か
ら
わ
紅
白

L
Kべ
も
の
か
と

f
z
J
E
 
れ帆め
v

し
も
く
ギ
リ
、
シ
占
γ
h
u

ソ
ロ
〉
川

7

L
キ
サ
シ
グ

ー
、
ア
リ
ヌ

I
一
フ
レ
ー
か
ら
、
山
新
烏
の
が
ネ
チ
ウ
ス
、

チ
ト

キ
ビ
ォ
、

シ
セ
ロ

カ
ト

1
9
聖
書
で
は
パ
ピ
ロ
ン
の
昔
か
ら

ネ
ヘ
ミ
ヤ
に
亙
つ
一
」
、
如
何
に
行
は
れ
如
何
に
制
策
せ
ら
れ
た

か
を
緩
々
と
し
て
述
べ
て
ゐ
る
。
高
利
と
い
ふ
も
の
が
如
何
に

古
く
か
ら
如
何
に
探
〈
歴
史
の
中
に
喰
ひ
込
ん
で
ゐ
る
か
を
蓮

a 
F、
、

一
朝
一
ヤ
♂
に
制
度
の
改
愛
や
人
力
を
持
勺
て
し
て
は
高
全

を
期
す
る
こ
と
同
出
来
た
い
と
し
た
。
絞
ら
は
そ
れ
自
ら
滅
亡

の
運
命
に
墜
ち
る
で
あ
ら
う
と
し
て
、
紳
の
怒
り
を
待
つ
ベ
し

と
し
た
。
牧
師
注
は
飽
く
ま
で
も
乙
れ
を
磐
戒
し
糾
障
し
左
け

れ
ば
左
ら
な
い
と
し
た
。
而
し
て
最
後
に
附
論
と
し
て
、
商
業

的
利
子
に
つ
い
て
一
寸
述
べ
て
、
利
子
の
線
べ
て
を
高
利
た
り

九九守 主
日 号9・
An -die Pfarrhelγn.、... "ider den 'Yucher zu pred i.ger， ，-' cnn:J.lmung. 1540 
L1. S. 33 I-~23 ， 
a. a. O. S. 331， 340. 
S. 345. 15) 352 f， 
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と
し
て
排
斥
す
る
の
で
は
な
い
。
資
本
に
針
す
る
或
る
積
の
利

子
は
中
世
以
来
持
容
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
依

然
と
し
て
認
め
ら
る
べ
し
と
し
た
。

四

以
上
に
よ
っ
て
大
関
ル

1
テ
ル
の
商
業
論
と
利
子
説
教
と
の

内
一
件
を
一
ポ
じ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
色
々
な
立

場
か
ら
色
々
枝
問
溜
が
起
さ
れ
る
と
忠
弘
点
。
例
へ
ば
経
汗
史
上

山
ら
、

資
本
{
議
精
耐
と
の
附
掛
か
ら
、

記
入

Jhu日
目
考
古
己

一日

L
l
u
ポ

T
j
F，ヨ
ω凶作〆

上
か
ら
議
止
で
あ
お
コ

!
!
ー
日
〉
‘

)
T
1
1
6
、T
J

E
t
-
ド
h
前

M
く

i

i

E
イ
4
L
V

し
か

ょ
う
と
し
て
私
は
位
く
簡
曜
に
、

彼
の
商
業
問
一
般
が
現
代
に

於
け
る
問
題
に
叫
制
し
て
如
何
な
る
暗
示
を
輿
へ
る
か
と
い
ふ
知

に
つ
い
て
一
寸
述
ぺ
て
見
た
い
。

ま
づ
第
一
に
は
「
生
と
し
て
の
経
桝
」
と
い
ふ
動
に
つ
い
て
。

彼
は
商
業
を
ば
軍
に
現
象
と
し
て
、

常ま
にすと
ctf=.、 fト
と、的
の、事
聯、賞
品割、 と

に L
於て
て切

り
離
し
て
取
扱
は
ふ
と
は
し
な
い
、

見
ょ
う
と
す
る
也
統
一
門
的
事
象
を
ば
勿
論
そ
れ
は
そ
れ
と
し
℃

認
め
る
が
、
た
ほ
そ
れ
を
生
白
鶴
と
し
て
深
く
悌
験
さ
れ
た
と

と
ら
の
も
の
と
常
に
聯
闘
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ル
ー
テ
ル
心
商
業
及
利
子
論

而
も
特
に
彼
の
特
徴
と
し
て
は
、

そ
の
生
の
構
造
に
つ
い
て
で

あ
る
。
生
を
ば
、
直
接
的
に
し
て
調
和
的
な
る
も
の
と
か
、
ま

た
は
不
可
測
牲
の
も
の
と
か
云
ふ
に
問
問
ま
ら
た
い
。
現
賓
の
生

を
ば
、
針
立
の
統
一
、
と
し
て
明
確
に
把
握
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、

心
謹
的
世
界
に
連
る
と
乙
ろ
の
内
的
生
と
身
閥
的
世
界
に
法
る

と
こ
ろ
の
休
日
山

ιと
の
相
刻
・
矛
盾
の
統
一
と
し
て
見
る
。
そ

し
て
特
に
そ
の
中
で
も
内
的
生
を
向
ぶ
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。

加
ち
波
は
人
間
の
生
を
間
的
文
は
枇
人
間
的
に
の
み
限
ら
た
い

る'..

J~ 児
tこ t之
は :1"11、

L

生、の
の、 U'I同
後、ポ
展、と
I'l二¥，、

てコ ，.':.."， 

u、九
日 ζ ，7)
、 作目

指主 将[
はつ
三三 て"

段ゐ
Q':J {;) 

1央と
F予 2
をしY
4快 ;jJ;，

っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る

3

剖
ち
現
賓
の
生
や
諸
事
買
は
確
に
矛

盾
・
封
立
の
存
在
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
既
に
創
造
と
し
て
の
生

と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
未
分
前
の
善
的
統
一
者
で

f架
く
反
省
し

市叩

σJ 
敗
t舟
に
よ
っ

手刀
め
て
全
く
他
白せ
にと
築、れ
光、を

-
b
り
、
一
柳
よ
り
附
興
さ
れ
た
る
ま
L

の
も
の
で
あ
る
。

の
全
的
統
一
に
向
ふ
こ
と
が
出
来
る
と
し
た
。

と
の
殻
展
が
紳

よ
り
の
砕
け
一
示
的
愛
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
す
る
が
故
に
、
間
早
た

る
力
の
関
係
と
し
て
の
割
以
展
で
は
な
い
。

と
れ
は
ま
た
生
の
表

第
四
十
一
一
一
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ル
I
テ
ル
の
商
業
及
利
子
論

現
と
し
C

の
経
済
的
事
賓
に
つ
い
て
も
同
様
な
考
察
が
加
へ
ら

れ
る
。
但
し
、
生
と
事
賓
と
の
関
係
が
翠
に
直
接
的
な
も
の
で

な
い
と
ん
」
は
生
の
構
造
と
い
ふ
こ
と
か
ら
も
明
か
た
こ
と
で
あ

る
第
一
一
の
黙
は
「
秩
序
的
経
済
」
d
い
ふ
ζ

と
で
あ
る

3

と
れ
は

、

、

、

、

、

、

、

.

、

山
川
述
の
生
と
し
て
の
経
怖
の
生
の
階
浩
に
於
け
る
外
的
生
の
態

主
本
こ
コ
凡
戸
位

τ¥
〉

ら

〈

恥

南

町

う

〉

中

D
5
0

v本

q

t

d

t

へ、
Y
'
L
4
'
E
1
U
吋

i
d
d
J
e

k

目
〉
卜
泊
三
-

J
ノ
日
比

v
h
7

・T
H
J
A」

は
自
己
の
身
臨
牲
に
関
聯
す
る
人
間
の
枇
合
的
関
係
の
'
在
り
方

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
外
的
生
の
本
質
は
、

ば
取
締
り
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。
彼
は
人
間
に
於
け
る
外
的
生

は
、
紳
の
測
か
ら
の
統
治
の
「
現
世
の
園
」
又
は
岡
家
の
方
向
に

属
す
る
も
の
と
し
た
。
こ
れ
は
「
一
怖
の
闘
」
又
は
教
舎
の
方
向
に

あ
る
救
済
と
い
ふ
性
質
と
は
、

一一一一一日で一五へ

正
し
く
針
路
的
た
も
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
ん

l
テ
ル
は
、
経
怖
に
つ
い
て
も
や
は
り
取
締

る
と
い
ふ
と
と
を
そ
の
態
様
と
考
へ
て
ゐ
る
。
彼
が
商
業
論
に

於
て
、
営
時
の
統
制
に
つ
い
て
、
ま
た
濁
占
や
舎
枇
に
つ
い
て

特
に
闘
心
を
持
っ
た
所
以
の
も
の
で
あ
る
。
併
し
彼
が
か
く
統

制
や
秩
序
を
軍
ん
じ
て
紳
の
現
世
的
統
治
の
本
質
と
し
た
け
れ

第
阿
十
一
二
巻

i¥.. 
O 

第

披

i¥ 

ど
も
、
而
も
決
し
て
自
由
を
剥
奪
し
た
の
で
は
な
い
。
主
た
秩

序
こ
そ
自
由
だ
と
す
る
ナ
チ
ス
下
の
見
解
の
そ
れ
の
如
く
で
も

た
い
。
彼
の
は
む
し
ろ
秩
序
に
謝
す
る
よ
き
服
従
の
中
に
、
更

に
進
ん
で
、
む
し
ろ
人
民
の
側
か
ら
の
喜
悦
と
奉
仕
と
を
以
て

統
治
者
の
た
め
に
忠
誠
を
濃
さ
ん
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

通

B

一

1
・
ー

;
i
i
p
;

カ
h
p
q
寸
皆
目
(
る
即
従
又
は
自
由
な
る
秩
序
を
な
し
同
町
る
祈
ユ
D

も
の
は
た
C

全
く
内
な
る
世
日
外
か
ら
来
一
合
力
に
」
る
も
の
で
あ

る
と
し
て
ゐ
る
。

第
三
の
鮪
は
「
よ
き
絞
済
L

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

の
発
展
に
於
け
る
創
造
に
関
聯
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
附
奥

と
れ
は
生

さ
れ
た
る
も
の
L

本
来
性
の
警
と
閉
経
と
を
掠
る
。
従
て
粧
桝

的
事
責
も
、
決
し
て
そ
の
姿
に
執
ら
は
れ
守
し
て
そ
の
本
然
の

債
値
を
見
出
さ
う
と
し
た
。
そ
れ
自
身
の
絶
叫
剖
的
債
値
を
と
っ

た
。
す
べ
て

hz手
段
と
は
見
な
い
で
、

そ
れ
自
身
必
要
注
る
目

的
を
持
つ
も
の
と
し
た
。
相
封
的
事
物
の
中
に
、
夫
々
の
絶
針

的
債
値
を
見
出
し
た
。
領
値
は
犠
牲
E
は
左
〈
し
て
、
必
要
に

よ
る
も
の
で
る
る
。
故
に
、
よ
り
よ
き
後
展
と
は
、
市
川
第
的
友

達
頼
的
危
債
値
の
上
回
却
で
は
泣
く
し
号
、
そ
れ
自
身
の
本
然
性

F. Gogarten， Politiscbe Etl吋k，Jena， 1932， S. 18:~ L， 2，10 
H. Pesch， Lehrbuch deT Nationalol∞nomie， 1924-1 ~ S，. z王
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へ
の
自
費
と
、
砕
け
示
に
よ
る
新
し
き
債
値
の
鷲
見
と
し
て
の
み

見
ら
れ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

以
上
述
ぺ
た
三
つ
の
監
に
於
て
、
彼
の
経
済
視
が
現
代
に
針

し
で
も
な
ほ
多
く
の
-
暗
示
を
奥
へ
て
ゐ
る
と
忠
ふ
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
勿
論
乙

L
K
掲
げ
ら
れ
た
る
商
業
及
利

子
論
だ
け
か
ら
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
友
ほ
と
の
外
に
農
民
戦

争
に
開
す
る
彼
の
見
解
士
た
賓
際
に
彼
が
如
何
に
行
動
を
し
た

か
と
い
ふ
こ
と
た
ど
に
つ
い
て
綜
合
さ
れ
て
初
め
て
結
論
さ
る

ぺ
常
で
め
る
。

し
か
め
に
殻
民
戦
争
K
闘
す
あ
似
の
見
解
や
鮎

度
は
、
商
業
論
に
於
げ
る
と
は
全
く
異
っ
て
、
山
憎
め
て
保
守
的

在
家
γ

ろ
全
く
反
針
左
も
の
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
ζ

で
人
々
は
、
彼
が
先
き
に
示
し
た
る
商
業
論
に
於
け
る
積
極

的
、
指
導
的
危
態
度
と
比
較
し
て
、

一
つ
に
は
宗
教
家
と
し
て

の
彼
が
文
化
問
題
に
針
し
て
は
矛
腐
を
来
し
た
の
で
あ
る
と
い

ひ
、
ま
た
或
は
、

い
友
彼
は
勃
興
し
来
る
商
人
階
級
に
針
し
て

意
識
的
に
好
意
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
と
い
び
、
農
民
戦
争
に
際

し
て
彼
が
諸
伎
と
如
何
に
結
託
し
た
か
と
い
ふ
鈷
を
皐
げ
て
論

設
し
よ
う
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ル
1
テ
ル
の
商
業
及
利
子
論

し
か
し
私
は
、
彼
の
文
化
観
の
矛
盾
或
は
商
業
論
に
現
れ
た

る
積
極
的
危
る
好
意
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
少
し
く
別
た
考
へ

を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
る
る
が
、

と
れ
は
突
の
機
舎
に
、
農
民
戟

争
陀
閲
す
る
見
解
を
も
考
詮
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
九
更
に
は
彼

の
粧
組
問
視
の
基
礎
を
も
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
唐
明
か

に
し
て
見
た
い
と
忠
ふ
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、

と
L
A

亡
を
て
土
足

r
レ
l
F
レ
コ
奇
定
史
リ
巴
J

L
-
1
7
J
:
y
d
-
R
3
3
4司
う

論
の
内
容
を
瞥
見
し
て
、

i民i
;司J

i5平!
ょ、き
り、 j引
;t] J~I. 
5& 
iき白U
7主ち
E是ヨ:
のとそ
原しの
玉虫で特
がの質
/jrc iñ号:~吉宮

さ t併 I現
れ!と代
でよ、に
みり、と
る深っ
と: イヒ て

ま~ 'J-も
」、 Iるま
だ f た

ル」

L

、

け
に
留
め
よ
う
と
忠
ふ
。
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