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現
代
嬰
革
期
に
於
げ
る
日
本
圃
民
経
済
事
の
意
義

石

) 11 

興

凡
そ
時
変
革
期
に
庭
す
る
態
度
は
、
乙
れ
を
=
一
つ
に
区
別
す
る
と
と
が
出
来
る
。
共
一
は
特
殊
主
義
マ
あ
り
、
共
こ
は
普
遍
主
義
で

あ
り
、
英
三
は
個
恒
主
義
で
あ
る
。

こ
れ
を
中
世
よ
り
現
代
へ
の
務
革
期
に
つ
い
て
見
ん
K
、

、
、
、
、

先
づ
特
株
主
義
は
支
那
に
ワ
い
て
見
ら
れ
る
。
隣
邦
支
那
は
放
千
年
来

の
自
己
の
文
化
を
誇
り
自
闘
を
特
殊
腕
し
て
自
ら
中
園
革
域
と
稿
し
、
他
を
夷
狭
視
す
る
白
寧
的
態
度
を
持
し
た
る
が
故
に
、
新
に

欧
米
諸
園
と
接
鯛
す
る
に
至
つ
で
も
、
と
れ
を
蔑
親
し
と
れ
よ
り
新
友
る
時
代
の
精
神
を
取
り
入
れ
る
と
と
に
努
め
吉
り
し
結
果
波

落
に
向
は
ざ
る
を
得
・
な
か
っ
た
の
で
る
る
。
乙
の
乙
と
は
ひ
と
り
支
那
の
み
た
ら
や
、
白
闘
の
歴
史
の
特
殊
性
の
み
を
徒
に
高
調
し

新
左
る
時
代
の
普
通
的
原
理
を
洞
察
し
揖
取
ナ
る
こ
と
の
出
来
一
な
か
っ
た
多
く
の
国
民
は
同
様
に
衰
亡
に
向
は
ぎ
る
を
得
た
か
っ
た

の
で
あ
る
。
而
も
今
日
の
日
本
に
於
て
も
か
L

る
特
殊
主
義
が
見
ら
れ
る
。
所
謂
右
翼
主
義
者
が
印
ち
そ
れ
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
日

本
の
特
殊
性
を
高
調
す
る
に
急
で
あ
っ
て
徒
に
濁
善
主
義
自
律
主
義
に
陥
り
、
新
友
時
代
の
人
類
文
化
の
原
理
を
洞
察
し
得
左
い
の

で
る
る
。

突
に
普
通
主
義
的
立
揚
に
つ
い
て
見
ん
に
、
現
代
へ
の
艶
革
期
に
於
け
る
そ
の
例
は
と
れ
を
悌
蘭
固
に
見
る
と
と
が
出
来
る
。
邸

現
代
撞
革
期
に
於
け
る
日
本
因
民
経
済
問
申
の
意
義

第
四
十
五
巻

王E

第

競

五



現
代
慶
革
期
に
於
け
る
日
本
園
民
経
済
事
の
意
義

第
四
十
五
巻

第
一
一
説

六

~ 

ノ、

ち
一
七
八
九
年
の
悌
蘭
問
革
命
は
そ
の
閲
民
の
歴
史
性
を
無
視
し
て
普
遍
主
義
に
陥
っ
た
。
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
と
の
飾
関
西
革
命
の

非
歴
史
主
義
・
普
通
主
義
を
次
の
如
く
に
明
に
し
て
居
る
。
卸
ち
彼
は
、
先
づ
品
開
蘭
西
大
革
命
の
人
樫
宣
言
己
主
君
主
ぢ
出
品
畠
仏

E
Z

〔一
0
5
0
5
E
0
2
E
n日巳之、
B
を
米
合
衆
国
の
一
穣
利
幸
典
]
出
=
M
D
『
ユ
四
}
]
白
に
針
比
せ
し
め
て
日
〈
、
「
以
上
働
関
西
の
人
権
宣
一
E
K

ア
メ
リ
カ
の
周
じ
宣
言
と
を
比
枕
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
第
一
に
気
の
付
く
こ
と
は
、
抽
象
的
の
、
隠
っ
て
叉
種
々
の
意
義
に
解
せ

ら
れ
得
る
主
義
を
列
記
し
て
閉
山
る
E
と
に
於
い
て
、
問
者
共
逝
で
あ
り
、
共
全
躍
の
語
調
に
於
い
て
も
亦
雨
者
甚
し
く
近
似
し

τ居

る
こ
と
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
人
は
唯
に
ア
メ
リ
カ
の
思
想
を
採
用
し
た
の
み
左
ら
や
、
其
形
式
に
於
い
て
も
、
亦
洋
の
彼
岸
に
行
は

れ
た
も
の
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
:
:
:
此
事
買
は
、
歴
史
家
に
取
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
宣
言
の
数
回
引
を
判
断
す
る
上
に
、
少
な
か

ら
ざ
る
意
義
を
有
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
諸
図
は
、
共
の
棒
利
章
典
と
共
に
、
秩
序
あ
る
政
治
園
鶴
と
し
て
設
展
し
た
の
で
あ
っ
て
、

未
だ
舎
で
共
の
五
文
が
同
家
を
破
壊
す
石
結
果
に
導
い
た
こ
と
の
非
難
が
起
っ
た
こ
と
は
無
い
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
に

於
て
も
、
人
様
宣
言
殻
布
の
後
に
起
っ
た
騒
飢
は
、
決
し
て
其
の
疋
文
に
共
の
原
因
を
臨
す
る
こ
と
の
出
来
た
い
と
と
は
明
瞭
で
あ

る
。
却
っ
て
此
揚
合
も
外
園
制
度
の
軽
卒
た
る
継
承
が
如
何
に
危
険
で
あ
る
か
を
一
示
す
一
例
詮
た
る
も
の
で
る
る
。
卸
ち
ア
メ

H
カ

人
は
古
く
か
ら
既
に
存
在
し
て
居
っ
た
基
礎
の
上
に
、
一
千
七
百
七
十
六
年
に
於
い
て
、

ラ
ン
ス
人
は
之
に
依
っ
て
其
園
家
基
礎
を
根
底
よ
り
覆
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
在
つ
て
は
盆
L
R

一
閣
結
を
堅
く
す
る
経
過
中
の
一
元
子

で
る
っ
た
も
の
が
、
此
に
在
つ
て
は
益
々
閣
を
し
て
擾
飢
に
陥
ら
し
む
る
原
因
と
む
っ
た
。
」
と
述
べ
て
居
る
。
邸
ち
個
人
的
自
由
主

一
展
開
を
加
へ
た
に
過
ぎ
ね
に
反
し
、

義
を
新
友
時
代
の
普
遍
的
原
理
と
し
て
取
入
れ
た
と
と
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
自
園
の
歴
史
的
特
殊
性
を
顧
慮
せ
や
米
図
の
模
倣
に

於
て
と
れ
を
寅
現
せ
ん
と
せ
し
品
川
蘭
西
は
そ
の
歴
史
的
存
在
を
根
底
よ
り
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
り
大
混
視
に
陥
る
こ
と
ミ
た
っ
た
。

フ
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そ
の
結
果
悌
蘭
四
は
こ
れ
ま
で
の
世
界
史
的
優
位
を
失
ひ
再
び
こ
れ
を
同
復
し
得
ぎ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

デ
イ
ル
タ
イ
は
と
の
働
蘭
丙
革
命
を
思
想
史
的
に
突
の
如
〈
に
述
ぺ
て
居
る
。
「
悌
蘭
西
に
於
て
は
、
自
然
法
、
白
然
宗
敬
、
抽
象

的
園
家
事
並
に
抽
象
的
な
政
治
経
済
息
?
と
し
て
の
十
七
八
世
紀
に
護
展
せ
る
枇
曾
理
念
の
鰻
系
が
、
大
革
命
に
於
て
、
そ
の
賓
際
的

友
断
案
を
下
し
向
。
し
こ
れ
等
の
思
想
は
首
時
の
自
然
科
皐
的
意
識
に
於
て
成
立
し
た
も
の
で
め
る
。
邸
ち
「
枇
舎
並
に
歴
史
の
諸
利

皐
は
久
し
〈
形
而
上
墜
に
仕
へ
で
居
た
の
で
る
る
が
、
自
然
認
識
の
高
ま
り
来
れ
る
力
は
、
こ
れ
等
諸
科
撃
に
針
し
、
葎
き
も
の
に

劣
ら
ざ
る
新
な
る
服
従
閥
係
を
粛
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
」
か
く
て
と
れ
等
の
思
想
は
自
然
科
感
的
普
調
主
義
的
非
歴
史
的
た
も
の
で

あ
っ
て
、

と
の
思
想
の
貸
現
と
し
て
の
悌
蘭
商
革
命
の
性
質
を
決
定
し
た
の
で

b
る
。
従
っ
て
こ
の
並
白
河
主
義
的
非
躍
史
的
革
命
の

影
響
は
樹
溺
民
怜
て
川

こ
れ
に
到
し
般
市
凡
主
義
的
思
想
な
勃
興
せ
し
め
た
。
経
砕
機
山
に
ん
と
の
獅
泡
舷
児
期
派
も
か
く
し
吋
蹴
っ
た
の

で
あ
る
。
印
ち
デ
イ
ル
タ
イ
が
こ
も
込
に
「
抽
象
的
な
政
治
経
済
由
主
と
云
へ
る
も
の
は
云
ふ
ま
で
も
た
く
重
農
主
義
経
済
皐
で
あ
る
が

と
の
皐
波
の
建
設
者
た
る
ケ
ネ
1
は
本
来
皆
皐
者
で
あ
っ
て
後
年
に
至
つ
て
は
じ
め
て
経
済
皐
の
研
究
を
は
じ
め
た
人
で
あ
る
。
と

の
彼
の
自
然
科
事
的
教
養
の
士
事
に
於
て
は
じ
め
て
経
済
の
理
論
は
曲
学
的
醐
閥
系
を
輿
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
と
れ
と
共
に
そ
れ
は

全
〈
自
然
科
撃
の
理
論
を
模
範
と
し
自
然
科
皐
的
志
識
に
於
て
立
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
卸
ち
彼
れ
の
有
名
た
吋
同
g
g
E

開

8
8
E
5
5
経
済
表
は
、
人
憶
に
於
て
見
ら
れ
る
血
液
循
環
の
自
然
秩
序
又
は
法
則
に
も
相
癒
す
ぺ
き
所
の
も
の
を
経
済
社
舎
に

於
け
る
循
環
の
自
然
的
秩
序
叉
は
法
則
と
し
て
鷲
見
し
た
の
で
る
る
。
従
っ
て
と

L
に
一
不
め
さ
れ
る
と
と
る
の
も
の
は
、
人
間
の
経

済
生
活
の
自
然
法
で
あ
り
本
質
的
秩
序
で
あ
っ
て
、
人
類
の
普
遍
的
真
理
と
し
て
各
闘
の
歴
史
的
特
殊
性
を
顧
慮
す
る
と
と
友
く
、

寅
現
せ
ら
る
べ
き
と
乙
ろ
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
〈
て
こ
L
に
非
歴
史
主
義
的
普
遍
主
義
的
経
済
撃
の
基
礎
が
置
れ
た
の
で

現
代
獲
革
期
に
於
け
る
日
本
国
民
経
済
壊
の
意
義

七

第

事足

七

第
四
十
亙
巻
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現
代
費
草
期
に
於
け
る
日
本
園
民
経
済
同
申
白
意
義

第
四
十
五
巻

丹、

第
一
一
腕

丹、

る
る
。

ケ
ネ

1
並
に
彼
を
中
心
と
す
る
重
農
主
義
皐
汲
の
人
々
の
経
済
論
は
と
の
経
済
表
を
土
蔓
と
し
て
成
立
っ
た
の
で
あ
る
が
、

か
く
明
に
さ
れ
た
る
個
人
主
義
的
自
由
を
原
理
と
す
る
経
済
枇
舎
の
考
は
、
人
類
枇
舎
の
来
る
ぺ
き
時
代
の
原
理
を
鮮
明
し
た
る
も

の
と
し
て
極
め
て
重
要
な
る
意
義
を
有
す
る
の
で
る
っ
て
、
仰
蘭
西
経
済
皐
の
市
民
枇
品
目
経
済
皐
に
封
ナ
る
不
朽
の
功
績
で
あ
る
。

只
だ
そ
の
快
貼
は
、

こ
の
新
在
時
代
の
原
理
の
普
遍
性
を
高
調
す
る
に
念
で
あ
っ
て
、
と
れ
を
歴
史
的
特
殊
性
を
異
に
す
る
各
固
に

於
て
擬
取
ナ
ぺ
か
口
仕
方
の
相
違
を
主
ん
ぜ
古
川
合
期
比
存
す
め
。

と
れ
は
特
殊
主
義
者
が
自
闘
の
歴
史
的
特
殊
性
に
の
み
執
着
し
、
人

類
史
の
新
た
時
代
が
賢
現
す
べ
吉
人
類
的
暫
端
的
原
理
お
る
も
の
を
認
め
符
ざ
る
と
、
正
に
反
劉
の
誤
認
に
臨
れ
る
も
の
で
あ
る
ロ

而
も
今
日
の
日
本
に
於
て
も
か
ミ
る
普
通
主
義
が
見
ら
れ
る
。
所
謂
左
翼
主
義
者
は
邸
ち
と
れ
で
あ
っ
て
彼
等
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム

の
主
張
を
以
て
普
遍
的
な
真
理
と
た
す
こ
と
に
急
で
る
っ
て
我
園
の
歴
史
的
特
殊
性
を
軽
ん
ビ
、

と
れ
を
そ
の
ま
与
に
我
固
に
移
入

せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
而
も
所
謂
右
翼
主
義
者
も
口
に
は
日
本
の
特
殊
性
を
高
調
し
た
が
ら
民
の
歴
史
的
自
覚
を
有
せ
ぎ
る
結
果

事
賃
上
に
於
て
は
濁
逸
、
伊
太
利
等
の
岡
家
主
義
を
模
倣
し
て
自
国
の
歴
史
性
を
無
視
す
る
結
果
に
陥
り
つ

L
あ
る
と
と
は
同
様
の

誤
謬
を
侵
す
も
の
で
あ
る
。

次
に
個
性
主
義
に
つ
い
て
見
ん
に
、
現
代
へ
の
愛
革
期
に
於
て
、
よ
〈
と
れ
に
魔
し
得
た
園
民
は
来
る
べ
き
時
代
の
品
目
遁
的
原
理

を
洞
察
し
・
と
れ
を
自
図
の
特
殊
性
の
自
覚
に
基
い
て
撮
取
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
は
英
園
で
る
っ
て
、
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
の
経
憐
壊
は
そ
の
代
表
的
た
表
現
で
あ
る
。

波
は
重
農
主
義
に
よ
っ
て
明
に
さ
れ
た
る
新
な
る
時
代
の
原
理
を
英
国
民

の
立
揚
忙
於
て
取
入
れ
た
の
で
あ
る
。
帥
ち
彼
が
新
な
る
時
代
の
貸
現
す
ぺ
き
原
理
と
し
た
と
と
ろ
の

zd冊
目

}
v
E
O
E】

。
『
ロ
凶
[
ロ
『
mw-

z
r
q
q
「
自
然
的
自
由
の
制
度
」
は
こ
れ
で
あ
っ
て
彼
は
こ
れ
を
英
国
の
立
揚
に
於
て
賓
現
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
印
ち
ス
ミ
ス
は



園
尽
を
宮
ま
す
こ
・
と
を
以
て
彼
の
経
済
撃
の
目
的
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

と
の
矯
め
に
は
、
営
時
行
は
れ
て
居
た
と
こ
ろ
の
経
済
に

封
ず
る
図
家
の
干
渉
を
広
め
て
「
自
然
的
自
由
の
制
度
」
即
ち
「
各
人
は
正
義
の
法
を
冒
さ

r
る
限
り
、
彼
自
身
の
仕
方
に
よ
っ
て
彼
自

身
の
利
益
を
追
求
す
る
と
と
も
ま
た
彼
の
経
済
的
活
動
並
に
資
本
を
他
の
人
及
び
他
の
階
級
の
人
k

の
そ
れ
と
競
争
に
も
た
ら
す
こ

と
も
完
全
に
自
由
に
ま
か
さ
れ
て
居
る
」
と
と
ろ
の
制
度
を
賓
現
ぜ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
而
も
こ
れ
を
寅
現
す
べ
き
仕
方
に
勺
い

て
は
「
偏
頗
又
は
抑
制
の
綿
て
の
制
度
が
完
全
に
取
り
去
ら
る
L
-
な
ら
ば
明
白
草
純
な
る
自
然
的
自
由
の
制
度
は
自
ら
確
立
す
る
」
と

し
て
居
る
の
で
る
司
令
%
削
ち
早
く
よ
り
枇
合
的
攻
守
也
力
が
高
ま
り
来
り
割
弱
王
の
封
建
的
専
制
的
支
配
を
札
動
仏
か
を
以
て
弐
第

に
抑
制
し
民
主
主
義
を
段
四
時
せ
し
め
来
れ
る
英
閣
に
於
け
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
経
済
に
封
ず
る
閣
家
の
時
代
錯
設
的
な
無
用
な

千
沙
佐
山
ん
で
縦
伴
的
出
動
計
叫
祉
人
W
K
宇
一
か
せ
岡
内
的
に
純
情
的
自
由
壮
一
許
ナ
と
共
に
針
外
的
に
白
山
貿
易
壮
一
許
す
と
と
が
.
む
の
自

然
的
自
由
の
制
度
を
貧
現
す
る
所
以
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
共
後
の
英
園
の

E
統
経
済
閣
十
波
は
こ
の
祉
合
本
位
の
立
揚
に
立
つ

と
と
に
よ
っ
て
、
英
図
民
経
済
の
世
界
的
褒
展
に
功
献
す
る
と
共
に
ま
た
今
日
の
世
界
経
済
の
進
歩
K
甚
大
友
る
功
献
を
し
売
の
で

あ
る
。乙

の
英
国
の
殻
展
の
後
よ
り
進
み
来
っ
た
濁
逸
も
ま
た
個
性
主
義
の
立
場
を
と
っ
た
。
印
ち
濁
遜
は
新
た
る
時
代
の
原
理
を
英
園

と
同
様
に
、
市
民
枇
舎
に
於
て
見
な
が
ら
而
も
こ
れ
に
至
る
べ
き
道
を
濁
逸
の
特
殊
性
に
於
て
見
た
の
で
あ
る
。
経
済
事
史
上
に
於

け
る
そ
の
第
一
の
表
現
は
リ
ス
ト
で
あ
る
。
即
ち
リ
ス
ト
は
一
八
四

O
年
に
ロ
5
E
c
o
z
-
0
3
ω
H
O
E
品。『句。一日
Z
R
Z目
。
件
。
ロ
O
E一。

『
政
治
経
済
撃
の
鰻
系
』
を
現
ら
は
し
て
、
先
進
園
英
国
の
至
れ
る
庭
を
以
て
理
想
と
な
し
而
も
と
れ
に
到
達
す
る
道
を
猫
逸
の
特
殊

性
に
基
い
て
明
に
し
た
。

こ
れ
と
共
に
ス
ミ
ス
等
の
英
園
正
統
皐
沃
が
一
見
普
遍
主
義
の
立
場
に
立
つ
が
の
如
く
に
し
て
貨
は
英
図

現
代
費
草
期
に
於
け
る
日
本
国
民
経
済
事
。
意
義

第
四
十
五
巻

九

傍

観

九

捌謝了精神科準的経済事白基礎問題』第ー;四九頁参照。
同書第三O入頁以下重量照。
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現
代
慶
革
期
に
於
け
る
日
本
図
民
経
済
事
白
意
義

第
四
十
五
巻

傍
一
一
読

四
O 

図。

の
特
殊
性
に
基
け
る
も
の
た
る
こ
と
を
明
に
し
た
の
で
あ
る
。
印
ち
彼
は
国
民
経
済
が
完
成
に
至
る
主
た
る
設
透
過
程
を
野
直
航
態
、

牧
畜
扶
態
、
農
業
献
態
、
農
工
欣
態
、
農
工
商
欣
態
と
た
し
た
。
か
〈
て
彼
が
闘
民
経
済
委
展
の
到
達
賠
と
考
へ
た
と
こ
ろ
の
も
の

は
、
重
農
主
義
並
に
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
明
に
さ
れ
た
る
新
た
時
代
の
普
遁
的
原
理
と
同
様
で
あ
る
。
而
も
猪
逸
が
と
の
農
ヱ
商
献
態

に
進
み
入
る
が
銭
め
に
は
、

ー
ミ
ス
等
の
高
調
す
る
と
と
る
の
自
由
貿
易
を
以
て
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
「
英
吉
利
の
如
き
そ
の
工

業
が
綿
て
の
他
の
諸
岡
民
よ
り
も
遂
に
躍
進
し
た
岡
氏
は
、
そ
れ
の
工
業
的
放
に
商
業
的
優
越
権
佐
、
出
来
る
だ
け
自
由
な
る
貿
易

に
よ
ハ
リ
ザ
ぃ
保
刺
し
搬
大
す
る
う

i
:紘
ヰ
ザ
的
投
央
官
別
絞
掛
勝
者
裁
が
貿
易
の
総
劃
的
自
凶
を
判
K
好
む
可
と
一
五
ふ
こ
と
は
、
こ
の

こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
払
o
」
然
る
に
後
進
国
た
る
狽
泡
に
と
っ
て
は
、
農
業
献
態
よ
り
工
業
欣
態
へ
の
移
行
を
完
成
す
る
矯
め
に
は
、

そ
れ
自
身
に
於
て
手
段
を
求
め
友
け
れ
ば
友
ら
友
い
。

と
れ
邸
ち
関
税
制
度
で
る
っ
て
、
先
進
国
と
の
貿
易
を
闘
税
制
度
に
よ
っ
て

制
限
し
一
な
け
れ
ば
・
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
る
る
。

か
〈
て
リ
ス
ト
は
、

ス
ミ
ス
が
経
済
的
進
歩
の
一
般
的
友
道
で
あ
る
か
の
如
く
に
主
張
し
た
と
と
ろ
の
自
由
貿
易
が
、
寅
は
英
吉

利
の
園
欣
に
印
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
を
明
に
す
る
と
共
に
、
調
逸
の
進
む
べ
き
遣
を
明
に
し
た
。
印
ち
ス
ミ
ス
が
経
済
的
進
歩
を

枇
舎
の
自
由
た
る
活
動
力
に
期
待
し
た
る
に
射
し
て
、
園
家
権
力
の
後
動
に
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
而
も
こ
の
こ
と
は
、
リ
ス
ト
の

主
張
す
る
が
如
〈
に
経
済
的
進
歩
の
先
進
園
と
後
進
国
と
の
相
遣
に
の
み
依
存
す
る
も
の
で
は
友
〈
、
更
に
根
本
的
に
雨
園
民
の
生

の
構
法
の
相
遣
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
邸
ち
英
図
民
史
と
濁
泡
園
民
史
と
を
針
比
す
る
友
ら
ば
先
づ
そ
の
国
民
性
に
つ

い
て
は
彼
は
理
智
的
打
算
的
性
格
に
於
て
と
れ
は
意
志
的
性
格
に
於
て
秀
れ
て
居
る
。
従
っ
て
ま
た
彼
に
あ
っ
て
は
杜
曾
的
た
力
が

と
れ
に
あ
つ
で
は
園
家
的
た
力
が
秀
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
と
れ
を
政
治
上
よ
り
見
る
も
、
英
闘
に
於
て
は
、
枇
舎
の
カ
が
次
第
に

List， Das nationale System der Politischen Okonomie. (Sammlung sozi.lwis-
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封
建
的
国
家
の
君
構
力
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
上
り
現
代
へ
と
進
展
し
来
れ
る
に
針
し
、
濁
逸
に
於
て
は
、
封
建
的
図

家
の
君
主
が
園
民
を
現
代
的
方
向
へ
指
導
し
来
っ
た
の
で
あ
る
。
リ
ス
ト
の
経
済
事
は
こ
の
明
明
治
的
友
る
立
場
の
経
済
事
的
表
現
で

あ
る
と
云
ふ
と
と
が
出
来
る
。
部
ち
来
る
ぺ
き
時
代
の
普
遍
的
原
理
と
し
て
の
市
民
主
義
経
済
を
是
認
し
、
而
も
こ
れ
に
至
る
ぺ
き

道
と
し
て
自
由
貿
易
が
一
般
に
考
へ
ら
れ
て
居
た
首
時
に
於
で
国
家
権
力
を
重
ん
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
濁
逸
的
た
道
を
自
覚
に
高
め

た
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
る
る
。
故
に
こ

L
に
見
ら
れ
た
る
リ
ス
ト
経
済
撃
の
ス
ミ
ス
経
済
壌
に
謝
す
る
針
照
は
そ
れ
以
後
の

濁
泡
園
民
経
済
撃
の
英
閣
民
経
済
皐
に
針
ず
る
封
照
に
於
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
後
者
に
於
て
は
常
に
杜
舎
的
注
力
が
第

一
に
章
一
ん
ぜ
ら
れ
て
居
る
に
叫
別
し
て
、
前
者
に
於
て
は
闘
家
的
注
力
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
居
る
。
帥
ち
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
、
ロ
ッ
シ
ヤ

l
、
ク
ユ

1
ス
等
の
古
田
臼
歴
史
皐
汲
の
人
々
も
、
司
様
に
圃
家
権
力
の
働
を
澄
ん
に
・
)
れ
を
待
っ
て
統
一
的
な
る
濁
港
関
民
経
済
社
将

来
ぜ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
〈
て
将
来
さ
れ
た
る
濁
逸
園
民
経
済
が
資
本
主
義
枇
曾
と
し
て
有
産
者
と
無
産
者
と
に
分
裂
し
崩
解

シ
ユ
モ
ラ

1
等
の
新
歴
史
壊
滅
の
人
々
は
、
岡
家
権
力
の
働
を
重
ん
巳
そ
の
働
を
待
つ

し
行
か
ん
と
す
る
に
針
し
て
、

ワ
グ
ナ

I

、

で
中
産
階
級
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
て
こ
の
分
裂
崩
解
を
防
止
し
以
て
資
本
主
義
枇
舎
を
保
持
せ
ん
と
計
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
維
新
の
日
本
も
ま
た
個
性
主
義
的
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
印
ち
そ
れ
は
新
な
時
代
の
普
通
的
原
理
を
洞
察
し
、
と
れ
を

日
本
の
特
殊
性
の
自
売
に
基
い
て
掃
取
し
、
と
の
個
性
的
立
揚
に
立
つ
で
封
建
時
代
よ
り
現
代
へ
の
愛
革
期
比
庭
し
た
の
で
あ
る
。

而
し
て
乙
の
愛
草
の
園
民
的
指
翠
原
理
と
し
て
の
代
表
的
表
現
は
、
五
筒
傑
御
誓
文
と
そ
の
御
寝
翰
で
あ
っ
た
叫
今
こ
の
中
に
時
代

の
普
通
的
原
理
が
日
本
の
特
殊
的
立
場
に
於
て
如
何
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
先
づ
御
誓
文
の
成
立
過
程
を

見
る
と
き
・
新
な
時
代
の
人
類
的
普
遍
的
原
理
に
封
ず
る
そ
の
関
係
が
明
に
さ
れ
る
の
で
る
る
。

現
代
四
四
草
期
に
於
け
る
日
本
園
民
値
済
壌
の
意
義

第
四
十
五
巻

第

競

回

四

拙稿『維新の詔と捜草の園是」本誌本年五月競歩P.!!



現
代
慶
草
期
に
於
け
る
日
本
閣
民
陸
済
壌
の
意
義

第
四
十
五
巻

第

競

四

四

御
誓
文
の
最
初
の
草
案
者
は
由
利
公
正
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
横
井
小
楠
に
私
淑
し
そ
の
『
園
是
三
論
』
を
手
本
と
し
て
、

と
れ
を
草

案
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
桜
井
小
楠
は
そ
の
停
に
、
「
先
生
成
に
粗
宇
内
形
勢
の
貸
況
を
察
知
す
。
同
く
天
地
の
気
遣
高
園
の
大
勢
は

入
居
岬
を
以
て
私
す
可
ら
ざ
る
な
り
左
。
蓋
し
共
識
見
の
帯
同
す
る
宇
内
の
真
理
公
道
と
天
下
の
大
勢
上
と
に
図
て
断
然
開
園
の
論
を
唱

ふ
る
も
の
な
り
。
是
よ
り
門
人
交
友
の
中
鎖
擦
に
拘
泥
し
て
住
空
分
離
す
る
者
有
り
先
生
顧
み
や
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
が
如
〈
、
肺
似

は
既
陀
来
る
べ
き
時
代
の
原
哩
b
q
一
主
〈
洞
察
し
て
日
出
た
の
で
あ
る
。
「
同
円
正
三
論
』
は
、

1

1

1

9

“
 

〉
』

L
H
i
戸こ
L

コ
:r町
E
沼
町
珂
守
三

F-pr
、
2

3

Z
U
J
J
4剖
E
J
J
J

「
華
主
臣
官
日

E
ヨ
官
し

7
4

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
富
岡
論
強
兵
論
士
道
論
よ
り
成
る
。
彼
は
と
の
中
に
米
英
併
の
費
般
を
遮
る
と
と
に
よ
り
新
時
代
の
原
理
を
弐

の
如
く
に
明
に
し
て
居
る
。
「
器
一
利
堅
に
於
て
は
肇
盛
頓
以
来
三
大
規
模
を
立
て
二
は
天
地
問
の
惨
毒
殺
裁
に
超
へ
た
る
は
た
き
故

実
意
に
則
て
字
内
の
戟
手
を
息
る
を
以
て
務
と
た
し
、

一
は
知
識
を
世
界
島
閣
に
取
て
治
殺
を
神
盆
ず
る
を
務
と
し
、

一
は
全
国
の

大
統
領
の
権
柄
賢
に
譲
て
子
に
停
へ
や
君
臣
の
義
を
陵
し
て
一
向
公
共
和
平
を
以
て
務
と
し
政
法
治
術
共
他
百
般
の
技
翠
器
械
等
に

至
る
ま
で
凡
地
球
上
善
美
と
稀
す
る
者
葉
山
〈
取
り
て
吾
有
と
た
し
大
に
好
生
の
仁
風
を
揚
げ
。
英
吉
利
に
有
つ
て
は
、
政
慎
一
に

民
情
に
本
づ
き
官
の
行
ふ
慮
は
大
小
と
な
く
必
悉
民
に
議
り
共
使
と
す
る
慮
に
随
て
共
好
ま
ざ
る
庭
を
強
ひ
や
出
戎
出
好
も
亦
然
り

仰
之
魯
と
戦
ひ
清
と
戦
ふ
兵
革
数
年
死
傷
無
数
計
費
幾
蔦
に
皆
是
を
民
に
取
れ
ど
も
一
人
の
怨
嵯
あ
る
と
と
な
し
。
共
他
俄
羅
斯
を

初
各
国
多
く
は
文
武
の
皐
校
は
勿
論
病
院
幼
院
唖
聾
監
守
を
設
け
政
教
悉
く
倫
理
に
よ
っ
て
生
民
の
震
に
す
る
に
急
危
ら
ざ
る
は
左

く
、
殆
三
代
の
治
教
に
符
合
す
る
に
至
る
。
如
此
諸
閲
来
て
日
本
の
鎖
鎗
を
開
く
に
公
共
の
道
を
以
て
す
る
時
は
日
本
猪
鎖
閣
の
奮

見
を
執
り
私
替
の
政
を
務
め
て
交
易
の
理
を
知
り
得
守
ん
ぽ
愚
と
い
は
や
し
で
何
ぞ
や
」
s
と
述
べ
て
居
る
。
か
く
て
小
楠
は
、
欧
米

の
民
主
K
義
に
於
て
新
時
代
の
原
理
を
見
乙
れ
を
土
墓
と
し
て
『
岡
田
疋
三
論
』
を
書
い
た
の
で
あ
る
が
吊
由
利
公

E
は、

こ
の
「
閥
是

横井時雄編、円、楠遺稿』第十一頁
越前のm;めに園是を定めたのである o I司書第十四頁参!目。
同書、告書六十一頁以下参照。付匙筆者
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三
論
』
を
手
本
と
し
と
の
思
忽
を
受
け
て
、
御
誓
文
の
草
案
を
書
い
売
の
で
あ
る
。
か
く
て
小
楠
の
民
主
々
義
思
想
を
受
け
た
彼
は

そ
の
第
一
一
頃
に
「
一
、
庶
民
志
を
遂
げ
人
心
を
し
て
倦
ま
ざ
ら
し
む
る
を
欲
す
」
と
し
た
。
彼
は
こ
の
乙
と
を
以
て
政
治
の
第
一
義
と

た
し
そ
の
著
『
英
雄
論
』
に
於
て
も
「
「
庶
民
を
し
て
各
士
山
を
透
げ
人
心
を
し
て
俗
ま
ざ
ら
し
む
べ
し
」
と
は
治
閣
の
要
道
で
あ
っ
て
古

今
東
西
の
善
政
は
悉
〈
皆
と
の
一
一
一
日
に
蹄
着
す
る
の
で
あ
る
L
ー
と
漣
ぺ
て
居
る
。
ま
も
ん
営
時
政
府
の
財
政
を
掌
れ
る
彼
は
第
二
項
に

「
一
、
士
民
心
を
一
に
し
て
成
m
k
経
輸
を
行
ふ
を
要
ず
」
B

ど
し
た
。
こ

L
K
経
論
と
一
五
へ
る
は
『
闇
是
三
論
』
に
於
け
る
と
同
じ
く
経
済

を
意
味
す
る
。
第
三
項
以
下
に
於
て
は
「
て
知
識
を
腔
界
に
求
め
庚
〈
由
主
基
を
振
起
す
ぺ
し
」
「
一
、
買
士
期
限
を
以
で
賢
才
陀
一
議

る
ぺ
し
」
「
一
、
高
機
公
論
に
決
し
私
に
論
や
る
友
か
れ
し
と
し
た
の
で
あ
る
。

と
の
草
案
を
土
立
室
と
注
し
、

と
れ
を
更
に
閥
岡
孝

弟
、
木
戸
孝
允
が
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
御
誓
文
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
御
誓
文
の
成
立
過
程
よ
り
見
る
も
、
そ
と
に
新
た
時
代
の
世
界
史
的
原
理
の
取
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
明
に
さ
れ
る
が
、
と
れ

と
共
に
ま
た
こ
の
御
誓
文
と
不
可
分
離
的
な
閥
係
に
於
で
あ
る
御
震
翰
に
も
、
同
様
に
時
代
の
普
遍
的
原
理
が
取
入
れ
ら
れ
て
居
る

の
で
あ
る
。
卸
ち
御
誓
文
と
御
震
翰
と
は
一
憶
と
し
て
理
解
さ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
っ
て
前
者
が
園
是
と
し
て
の
根
本
方
策
を
示
め
ず

に
封
し
後
者
は
こ
れ
を
基
礎
付
け
る
意
味
を
有
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
前
者
の
一
基
礎
た
石
ぺ
き
人
生
観
と
し
て
の
人
間

観
、
祉
舎
親
、
歴
史
観
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
乙
の
新
友
る
時
代
の
普
遍
的
原
理
が
、
如
何
様
に
と
の
御
慶
翰
に
取
り
入
れ

ら
れ
て
居
る
か
を
明
に
し
土
う
。

先
づ
御
笈
翰
に
於
て
は
人
間
を
以
て
園
家
的
構
力
の
手
段
と
な
し
操
ら
し
む
べ
し
知
ら
し
む
可
ら
や
と
し
た
封
建
的
人
問
視
と
金

〈
異
左
り
、
「
天
下
億
兆
一
人
も
共
庭
を
得
ざ
る
時
は
皆
践
が
罪
在
れ
ば
」
と
仰
せ
ら
れ
と

L
陀
新
注
入
問
視
が
示
め
さ
れ
て
居
る
。

現
代
舞
革
期
に
於
げ
る
日
本
国
民
経
済
阜
の
意
義

第
四
十
豆
巻

第
一
一
説

四

四

三岡丈夫編、由利公正博第三八O頁薮)悶



現
代
棚
田
草
期
に
於
け
る
日
本
図
民
経
済
事
D
意
義

第
四
十
主
巻

策

強

四
回

四
回

邸
ち
こ
h
A

に
新
時
代
の
原
理
が
人
間
傘
重
の
精
紳
と
し
て
取
入
れ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
っ
て
、

と
れ
が
御
辰
翰
並
に
御
誓
文
の
基

調
を
鶏
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
し
と
L
に
大
切
左
こ
と
は
、
乙
の
新
左
時
代
の
原
理
が
只
だ
一
般
的
菅
遁
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
若
し
こ
の
新
友
時
代
の
原
理
が
草
に
民
主
主
義
的
思
忽
と
し
て
ま
た
天
賦
人
権
の
思
想
と
し
て
取
入
れ
ら
れ

た
取
ら
ば
そ
れ
は
仰
蘭
西
に
於
け
る
が
如
品
己
批
曾
的
革
命
の
思
想
と
も
成
り
得
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
か
〈
の
如
持
一
鼠
ー
な
る
普
遍
的

左
形
を
以
て
取
り
入
れ
ら
れ
や
、
民
閣
の
雌
史
的
特
殊
的
立
場
に
於
亡
取
入
れ
ら
れ
段
園
の
個
性
的
原
国
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

の
と
と
は
御
定
翰
に
於
け
る
枇
舎
観
、
歴
史
観
に
於
て
一
居
明
に
さ
れ
る
。

帥
ち
次
に
枇
合
視
に
つ
い
て
見
ん
に
、
そ
こ
に
は
天
皇
を
「
億
兆
の
父
母
」
と
な
し
民
を
そ
の
「
赤
子
」
と
な
し
「
君
臣
相
親
し
み
上

下
相
愛
」
す
る
と
と
ろ
の
園
民
共
同
畦
と
し
て
の
存
在
を
以
て
、
本
質
的
友
有
方
で
あ
る
と
さ
れ
て
居
る
。
而
し
て
そ
の
歴
史
観
に

於
て
は
、
「
往
昔
」
に
於
て
は
「
君
臣
相
親
し
み
て
上
下
相
愛
し
、
徳
津
天
下
に
沿
〈
」
あ
っ
た
欣
態
が
存
在
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、

中
世
に
至
っ
て
こ
の
扶
態
が
鍵
化
し
、
「
中
葉
朝
政
衰
へ
て
よ
り
、
武
家
権
を
専
ら
に
し
、
表
に
は
朝
廷
を
推
戸
写
し
て
、
貨
は
敬
し
て

是
を
遠
ざ
け
、
億
兆
の
父
母
と
し
て
絶
え
て
赤
子
の
情
を
知
る
と
と
能
は
ざ
る
様
計
り
成
し
、
遂
に
億
兆
の
君
た
る
色
、
唯
行
名
の

み
に
成
り
果
て
、
共
が
銭
め
今
日
朝
廷
の
掌
軍
は
、
古
に
傍
せ
し
が
如
ぐ
に
で
、
朝
戚
は
倍
衰
へ
、
上
下
相
離
る
a
A

と
と
雰
壊
の
如

し
o
」
と
仰
せ
ら
れ
居
る
。

か
〈
て
以
上
の
人
間
観
と
祉
舎
観
と
歴
史
観
と
の
上
に
、
維
新
の
曲
変
革
の
賞
践
的
立
揚
が
打
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
武

家
擦
を
専
ら
に
」
す
る
と
の
欣
態
を
打
破
し
「
君
民
相
親
し
み
て
上
下
相
愛
」
す
る
図
民
共
同
健
が
賞
現
さ
れ
ね
ば
左
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

か
く
て
「
今
般
朝
政
一
新
の
時
に
腐
り
天
下
億
兆
一
人
も
共
の
庭
を
得
ざ
る
時
は
、
皆
朕
が
罪
‘
な
れ
ば
、
今
日
の
事
、
朕
自
身
骨
を と

拙稿『新園民主義正園民共同世』本誌本年一月競参照。



努
し
心
志
を
苦
し
め
、
穀
難
の

t
k立
ち
、
古
列
租
の
謹
さ
せ
給
ひ
し
艇
を
履
み
、
治
績
を
勤
め
て
と
そ
、
始
め
て
天
臓
を
奉
巳
億

必
の
君
た
る
所
に
背
か
ざ
る
ぺ
し
。
」
と
仰
せ
ら
れ
て
居
る
。

か
〈
て
御
震
翰
に
於
て
は
、
と
の
新
友
る
時
代
の
原
理
と
し
て
の
民
主
的
自
由
主
義
が
、
我
園
固
有
の
園
民
共
同
鰹
思
想
の
中
に

止
揚
さ
れ
、
君
の
民
に
封
す
る
闘
係
に
於
て
「
億
指
の
父
母
」
た
る
沼
が
「
赤
子
」
た
る
民
を
愛
す
る
精
神
を
徹
底
せ
し
む
る
も
の
と
し

て
、
固
有
の
共
同
捜
思
想
に
新
友
時
代
の
意
義
を
奥
へ
る
と
と
ろ
の
契
機
と
友
っ
て
居
る
で
る
る
。
か
く
て
古
代
よ
り
の
図
民
共
同

躍
的
立
揚
は
、
新
に
外
園
よ
り
取
り
入
れ
た
る
民
主
的
自
由
主
義
的
思
想
に
よ
っ
て
新
な
時
代
の
原
理
と
友
り
、

こ
の
新
な
時
代
原

現
の
力

κよ
っ
て
、
「
武
家
機
を
専
ら
に
」
す
る
と
乙
ろ
の
封
建
的
立
場
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
御
良
品
閣
に
於
け
る
岡
民
共
同
悼
の
問
山
活
に
悲
礎
付
け
ら
れ
て
御
誓
文
に
は
、

と
の
賀
践
的
同
洗
車
の
矯
め
に
行
は
る
ぺ
合
根
本

方
脱
却
が
五
筒
僚
に
示
め
JAr
れ
て
厨
る
の
で
あ
る
。
「
で
府
ク
曾
議
ヲ
組
シ
官
問
機
公
論
z

決
凡
へ
V
J
L
J
一
エ
ふ
乙
と
は
政
治
の
駅
現
で

-
あ
り
、
「
て
上
下
心
ヲ
一
=
シ
テ
盛
一
二
経
論
ヲ
行
7

ヘ
シ
」
と
云
ふ
と
と
は
と
の
闘
民
共
同
捜
の
経
済
の
原
理
で
あ
る
。
か
く
し
て

「
て
官
武
一
途
庶
民
=
至
ル
迄
各
其
士
山
ヲ
塗
ケ
人
心
ヲ
シ
テ
倦
マ
サ
ラ
シ
メ
ン
事
ヲ
要
ス
L

る
の
で
あ
っ
て
こ
れ
と
の
図
民
共
同
趨

に
於
け
る
生
活
の
賓
現
で
る
る
。
而
し
て
と
れ
が
矯
め
に
過
去
に
謝
し
て
は
「
て
奮
来
ノ
隅
習
ヲ
破
リ
天
制
ノ
公
選
-
一
基
ク
ヘ
シ
」

ま
た
針
外
的
に
は
「
て
知
識
ヲ
世
界
二
本
メ
大
一
一
皇
基
ヲ
振
起
ス
ヘ
シ
」
と
云
ふ
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
維
新
の
鍵
革
の
精
一
川
は
、
既
に
慶
舷
三
年
十
月
九
日
の
維
新
の
大
競
令
に
於
て
現
れ
て
居
る
。

「
鱈
紳
堂
上

部
ち
そ
こ
に
は

地
下
之
無
別
至
首
之
公
議
ヲ
端
、
v
天
下
ト
休
戚
ヲ
同
被
選
叡
慮
-
一
付
」
と
あ
り
ま
た
「
不
拘
貴
段
無
忌
陣
可
致
献
言
且
人
材
登
庸
第
一

之
御
急
務
-
一
候
放
心
蛍
之
仁
有
之
候
者
早
K

可
有
言
上
候
事
」
と
あ
り
、

更
に
「
近
年
物
債
格
別
騰
貴
如
何
共
不
可
潟
宮
者
ハ
品
佐
官
ヲ

現
代
麹
革
期
に
於
け
る
日
本
園
民
経
済
構
の
意
義

第
四
+
五
巻

第

競

四
王E

四
五

己の原理を強度せしむるならば、封建時代に於けると異なれる新なる経済思
想鞭系が展開すると主 Lなる。前出せし如くとの髄縮は鰻演を，宮味する。
(第九頁参照)



現

代

慶

草

期

に

於

け

る

日

本

闘

民

経

済

事

。

意

義

第

四

十

五

巻

四

六

四

六

果
ネ
貧
者
ハ
盆
饗
急
=
至
リ
候
趣
畢
寛
政
令
不
正
ヨ
リ
所
致
民
ハ
王
者
ノ
大
費
百
事
御
一
新
之
折
柄
努
被
悩
痘
哀
候
」
と
ち
る
。
帥

第

銃

ち
こ
L
に
も
新
た
時
代
の
原
理
が
天
皇
を
中
心
と
す
る
圃
民
共
同
憾
の
立
揚
に
於
て
既
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
と
に
「
民
ハ
玉

者
ノ
大
賞
」
と

b
る
は
、
封
建
思
想
と
全
く
異
た
る
と
と
る
の
新
友
時
代
の
根
本
思
想
で
あ
る
。

か
く
の
一
如
さ
維
新
の
拘
皮
革
の
精
刊
の
根
祇
た
る
ぺ
き
変
革
の
特
殊
的
構
造
は
と
の
大
統
人
刊
の
冒
頭
に
於
て
示
め
さ
れ
て
居
る
。
印

ち
「
徳
川
内
附
従
前
向
委
任
ん
政
返
上
絡
軍
峨
僻
滋
之
一
桐
保
久
寸
断
然
被
間
食
候
L
と
る
る
が
帥
ち
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
封
建
岡
家
の

搭
力
的
首
長
と
し
て
腕
軍
に
相
首
す
る
同

5
2
皇
帝
を
指
導
者
と
す
る
猪
逸
の
図
家
的
務
革
と
も
.
ま
た
賄
軍
に
相
営
す
る
同
一
口
問

王
を
枇
舎
の
力
が
抑
制
す
る
と
と
に
よ
っ
て
進
ん
で
来
た
英
図
の
祉
舎
的
愛
革
と
も
異
友
り
・
封
建
時
代
の
園
家
権
力
の
捨
賞
者
た

る
勝
草
よ
り
そ
の
政
権
が
一
度
園
民
共
同
問
の
中
心
た
る
天
皇
に
奉
還
さ
れ
こ
の
天
皇
を
中
心
と
す
る
図
民
的
耕
民
草
で
あ
る
。
我
園

の
愛
車
は
か
〈
の
如
き
図
民
的
費
革
左
る
が
故
に
そ
の
精
神
が
上
述
せ
し
如
き
図
民
共
同
種
的
・
な
も
の
と
た
っ
た
の
で
る
る
。

ーー

以
上
明
に
し
た
が
る
如
く
、
現
代
へ
の
鑓
革
期
に
於

τ
、
英
吉
利
、
狗
逸
‘
日
本
は
各
ミ
個
性
主
義
的
立
揚
に
立
っ
て
こ
れ
に
庭

し
た
の
で
あ
る
。
個
性
主
義
的
立
揚
は
時
代
の
普
遍
的
原
理
を
そ
の
園
民
の
生
の

特
殊
性
の
白
覧
に
基
い
て
掠
取
す
る
も
の
た
る
が
故
に
、
と
れ
等
の
立
場
に
於
て

成
立
つ
揖
皮
革
思
想
は
個
性
主
義
的
と
云
ふ
黙
に
於
で
は
一
様
で
る
る
が
、

と
の
国
民
に
つ
い
て
異
な
る
の
で
る
る
。

而
も
各

と
の
相
法
は
各
の
国
民
の
生
の
本
質
的

構
造
の
相
違
に
基
く
も
の
た
る
が
故
に
、
各
の
園
民
の
生
の
本
質
的
構
造
よ
り
理

以上付駐筆者、



解
さ
れ
る
ぺ
き
も
の
で
る
る
。

即
ち
岡
民
的
存
在
に
於
て
は
、
前
掲
闘
に
に
於
け
る
が
如
く
、
枇
舎
面
と
図
家
面
と
共
同
鰭
耐
と
が
匝
別
し
得
ら
れ
も
祉
舎
面

に
於
て
は
人
々
が
理
智
に
碁
き
利
釜
を
原
理
と
た
し
こ
の
利
益
の
交
換
闘
係
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
居
り
、
関
家
面
に
於
て
は
人
と
が

意
志
に
基
き
岡
家
意
志
を
原
理
と
し
て
と
れ
に
謝
す
る
命
令
服
従
の
閥
係
に
上
っ
て

t
』

-

h

私
命
的

2
J
一
緒
ゑ

曜副

系的

ア

》

i
一
薗
民
的

i
一
曜
ゑ

結
ぼ
れ
居
る
。

こ
の
粧
品
閏
並
に
国
家
が
そ
れ
に
於
て
る
る
と
と
ろ
の
も
の
が
園
民
共

間
関
で
あ
る
が
、
こ
の
園
民
共
同
耀
に
於
て
は
人
々
は
情
に
基
き
愛
を
原
理
と
し
て

共
同
愛
の
表
現
的
中
心
に
白
回
向
す
る
闘
係
に
結
ば
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
か
〈
て
名

々
の
悶
民
K
於
て
は
と
の
一
二
つ
の
闘
が
匝
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
自
然
、
民

族
、
歴
史
の
相
違
に
よ
っ
て
、
そ
乙
に
支
配
的
な
固
を
具
に
す
る
の
で
る
る
。
即
ち

英
固
に
於
て
は
枇
曾
面
が
、
調
逸
に
於
て
は
国
家
面
が
、
而
し
て
日
本
に
於
て
は
園

民
共
同
般
商
が
支
配
的
で
あ
る
。
従
っ
て
愛
革
期
に
庭
す
る
忠
惣
に
於
て
も
、
時
代

の
普
遍
的
原
理
を
取
入
れ
る
特
殊
的
立
場
が
臭
友
る
の
守
あ
っ
て
、
英
闘
は
社
合
的

衣
場
に
於
て
枇
舎
的
閥
系
を
、
濁
逸
は
園
家
的
立
揚
に
於
て
岡
家
的
鴨
系
を
、
ま
た

日
本
は
園
民
共
同
髄
的
立
揚
に
於
て
園
民
的
緯
系
を
成
立
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

〈
て
各
と
が
そ
の
本
質
的
構
遣
に
印
す
る
個
性
的
立
場
に
立
っ
と
と
に
よ
り
よ
〈
と
れ
に
庭
し
得
た
の
で
あ
る
。
(
上
岡
参
照
)

卸
ち
と
れ
を
日
本
の
園
民
史
に
つ
い
て
見
る
に
、
岡
家
と
枇
舎
と
は
時
代
に
よ
っ
て
鑓
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
と
の
餐
化
を

第
四
十
五
巻

第
一
一
蹴

四
七

現
代
費
草
期
に
於
け
る
日
本
闘
民
陸
済
阜
の
意
義

四
七

由通
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現
代
慶
草
期
に
於
け
る
日
本
国
民
経
済
事
の
意
義

第
四
十
五
巻

告存

続

四
i¥. 

四
，'-

通
じ
て
天
皇
争
中
心
と
す
る
我
図
民
共
同
値
は
、

一
貫
し
て
愛
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
か
く
で
我
図
民
的
存
在
に
於
て
は
園
民

共
同
酬
躍
が
特
に
輩
悶
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
軍
に
明
治
維
新
に
於
て
の
み
た
ら
や
、
我
園
史
上
に
於
け
る
時
変
革
に
於
て
は
、
国
民

共
同
問
的
構
法
が
特
に
強
く
現
れ
で
居
る
。
即
ち
個
人
に
つ
い
て
の
如
く
、
園
民
に
つ
い
て
も
そ
の
性
格
は
非
常
時
に
於
て
特
に
明

に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
先
づ
大
化
の
改
新
に
於
て
は
、
庭
の
統
一
的
園
家
制
度
が
、
我
図
の
本
来
の
共
同
館
の
立
揚
に
於
て

取
入
れ
ら
れ
、

己

L
K
我
闘
の
岡
民
共
同
閣
が
は
じ
め
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
削
ち
諸
の
氏
族
関
関
に
よ
っ
て
私
布
さ
れ
て
居
先

人
民
と
土
地
主
は
と
込
に
王
土
-
土
民
と
友
h
ッ
、
杢
闘
民
を
一
能
と
す
る
班
回
戦
授
の
訟
が
成
五
っ
た
。
而
し
て
唐
K
於
て
は
悶
家
主

義
の
立
揚
に
於
て
徴
税
本
位
に
考
へ
ら
れ
た
班
岡
牧
授
の
法
が
、
我
園
に
於
て
は
、
我
園
本
来
の
農
村
共
同
慌
の
精
神
に
基
い
て
、

同
氏
の
生
活
本
位
に
修
正
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
卸
ち
大
化
改
新
の
班
岡
牧
授
の
法
に
於
て
は
、
人
生
れ
て
六
歳
に
達
す
れ
ば
、

男
チ
に
は
閏
二
段
を
、
女
子
に
は
そ
の
二
分
の
二
を
修
生
に
瓦
っ
て
給
す
る
。
か
く
て
専
ら
各
戸
の
現
口
数
を
標
準
と
し
民
の
生
活

の
必
要
に
摩
じ
て
閏
を
給
し
た
の
で
る
っ
て
、
唐
制
と
は
具
友
り
人
頭
課
税
た
る
調
庸
の
負
捨
と
直
接
の
閥
係
が
た
か
っ
た
と
と
が

特
色
で
あ
る
。

か
く
て
大
化
改
新
に
於
て
は
じ
め
て
、
皇
室
を
中
心
と
す
る
園
民
共
同
種
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
と
の
園
民
共
同
健

は
我
函
民
史
を
一
貫
し
て
餐
ら
た
か
っ
た
の
で
る
る
。
邸
ち
古
代
よ
り
中
世
へ
の
受
革
に
於
て
は
、
乙
の
園
民
共
同
慌
の
中
心
た
る

天
皇
よ
り
政
権
が
分
化
し
て
武
勝
た
る
郷
軍
に
委
任
さ
れ
封
建
的
岡
家
が
成
立
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
こ
の
封
建
的
国
家
の
士
事
に

於
て
は
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
園
民
共
同
憶
が
存
績
し
た
の
で
あ
っ
て
、
将
軍
と
離
も
こ
の
園
民
共
同
値
自
慢
を
鑓
草
す
る
と
と
は

本
来
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
と
の
封
建
的
国
家
の
存
在
が
園
民
共
同
憶
の
表
展
と
矛
盾
に
陥
っ
て
、
国
民
共
同
憾
の
立
揚
に
於

内田銀蔵著『日本経済史研究』上巻参照



て
否
定
さ
れ
る
に
一
引
去
っ
た
と
と
る
の
も
の
が
郎
ち
明
治
維
新
で
あ
る
。
故
に
明
治
維
新
の
愛
車
は
、
将
軍
が
そ
の
政
機
を
闇
民
共
同

慢
の
中
心
と
し
て
の
天
皇
に
奉
還
し
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
園
民
共
同
鰹
的
思
想
に
於
て
、
新
な
る
時
代
の
原
理
を
嬬
取
す
る
と
と

に
よ
っ
で
-
注
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
〈
て
順
調
な
る
愛
革
が
途
げ
ら
れ
大
化
改
新
に
よ
っ
て
成
立
せ
し
園
民
共
同
鰭
は
、
幾
多
の
困

難
に
首
商
し
た
が
ら
、

ζ

L

K
野
内
的
並
に
釘
外
的
に
そ
の
存
立
を
確
保
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
今
日
ま
?
の
設
展
に
於
て

は
、
か
〈
て
取
入
れ
ら
れ
た
る
新
な
時
代
の
原
理
た
る
個
人
的
自
由
主
義
が
我
闘
に
於
て
も
資
本
主
義
枇
舎
を
愛
展
せ
し
め
、
園
民

共
同
館
の
具
健
的
貨
現
を
物
的
並
に
人
的
に
準
備
し
た
の
で
あ
る
。
而
も
今
や
こ
の
資
本
主
義
制
度
は
そ
の
下
に
於
て
各
国
民
が
そ

の
護
展
を
績
け
得
ざ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
友
り
と
L

に
各
国
民
は
現
代
変
革
期
KAV両
国
す
る
と
と
L

在
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
於
七
地
同
県
本
別
に
叫
似
て
は
新
な
る
時
代
精
岬
b
t
白
日
の
剛
民
性
格
mu
立
揚
よ
り
拐
取
す
る
と
と
に
よ
れ
り
新
時
代
に
針
し
て

最
色
有
意
義
に
活
動
し
左
け
れ
ば
友
ら
・
な
い
こ
と
を
知
る
と
共
に
ま
た
日
本
の
闘
民
的
性
格
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
か
〈
て
我
日
本

は
現
代
の
愛
車
期
に
営
つ
で
も
、

と
の
図
民
性
格
の
立
揚
よ
り
新
な
る
時
代
精
一
仰
を
揚
取
し
と
れ
に
基
い
て
最
も
有
意
義
友
活
動
を

し
左
け
れ
ば
友
ら
な
い
の
で
る
る
。
然
ら
ぽ
来
る
べ
き
時
代
の
新
な
原
理
は
何
で
あ
る
か
。
先
づ
と
の
と
と
に
つ
い
て
考
察
し
な
け

れ
ぽ
た
ら
・
な
い
。

凡
そ
新
た
時
代
精
神
を
洞
察
す
る
と
云
ふ
乙
と
は
、
容
易
友
ら
ぎ
る
と
と
で
あ
っ
て
、

と
れ
を
洞
察
し
得
る
も
の
は
時
代
の
英
雄

で
あ
る
。

へ
l
u
ク
ル
が
そ
の
歴
史
哲
畢
に
於
て
「
世
界
史
的
人
間
」
又
は
「
英
雄
」
と
云
へ
る
も
の
は
正
に
と
れ
で
あ
る
。
邸
ち
彼
等
は

何
か
必
要
で
あ
り
而
し
て
鋳
さ
る
べ
き
時
期
に
達
し
て
ゐ
る
か
に
つ
い
て
洞
察
を
も
っ
て
ゐ
る
。
と
れ
が

E
に
彼
等
の
時
代
並
に
世

現
代
製
革
期
に
於
げ
る
日
本
園
民
経
済
壌
の
意
義

第
四
+
五
巻

四
九

第
一
説

四
九



現
代
費
革
期
に
於
け
る
日
本
国
民
経
済
同
甲
の
意
義

第
四
十
五
巻

五
O 

第

競

主E
O 

界
の
』
典
型
品
目
。
者
S
F
E
こ
5
2
N
O
F
5
〔
二
言
。
『
者
。
}
円
で
あ
る
。
彼
等
は
と
れ
を
知
り
と
れ
を
自
己
の
日
的
と
し
と
れ
に
そ
の
全

精
神
を
傾
注
し
、
激
情
円
三
2
R
r誌
を
以
て
そ
の
賃
現
に
営
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
等
の
英
雄
は
、
他
の
個
々
人
の
内
的
た
心
で
あ

る
が
而
も
無
自
覚
的
危
内
面
性
で
あ
る
と
と
ら
の
も
の
を
個
K

人
に
白
魔
に
資
ら
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
他
の
人
々
は
内
的
友
精

紳
の
抗
し
難
き
力
安
感
じ
て
と
の
心
の
案
内
者
に
随
ふ
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
居
る
。
前
漣
せ
し
五
筒
依
御
t

耳
目
文
の
最
初
の
起
草
者

明
」
あ
る
・
由
利
公
正
も
一

u

英
雄
論
』

に
於
て
次
の
如
く
に
述
ぺ
て
居
る
。
「
英
雄
偉
人
の
一
百
行
ー
と
い
ふ
も
の
は
、

卦
時
常
修
飾
者
の
限
か
ら

見
れ
ば
、
粗
末
不
整
頓
た
廉
の
あ
る
こ
と
を
売
れ
た
い
。
然
れ
ど
も
暗
選
結
移
す
る
大
勢
を
者
取
し
一
旦
機
熟
す
と
腕
れ
ぽ
則
も
阪

然
起
っ
て
大
経
給
を
策
し
範
を
一
代
に
一
不
め
し
則
を
百
世
に
垂
れ
る
の
で
あ
る
o
」
「
大
勢
が
既
に
定
ま
っ
て
又
動
か
す
と
と
の
出
来

ぬ
や
う
に
た
り
小
児
を
し
て
有
司
の
席
に
就
か
せ
て
も
差
支
の
無
い
時
分
が
来
れ
ば
裳
の
改
革
家
は
忘
れ
ら
れ
て
仕
舞
ふ
て
営
時
偶

然
好
位
地
を
占
め
た
も
の
が
億
倖
の
名
を
得
る
の
で
あ
る
。
乍
併
器
量
大
に
識
見
高
き
改
革
家
が
天
意
人
心
の
契
合
を
介
す
る
に
嘗

つ
て
は
図
よ
り
人
生
の
名
利
友
ど
と
い
ふ
も
の
を
ぽ
共
念
頭
に
浮
べ
左
い
の
で
あ
っ
て
何
人
の
名
を
以
て
行
は
れ
で
も
賄
又
何
の
時

に
行
は
れ
で
も
彼
に
於
て
は
更
に
関
す
る
所
で
た
い
o
」
と
述
べ
て
居
る
。

然
ら
ぽ
現
代
の
鑓
革
期
に
封
し
て
来
る
べ
き
時
代
の
原
理
を
最
-
初
に
洞
察
し
た
か
く
の
如
き
英
雄
は
何
人
で
あ
ら
う
か
。
経
済
率

史
上
に
於
て
先
づ
注
意
し
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
の
は
現
代
の
市
民
社
舎
の
分
折
の
中
に
そ
の
務
革
の
原
理
を
明
に
せ
ん
と
せ
し
マ
ル

ク
ス
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
そ
と
に
於
て
総
て
の
人
々
が
「
そ
れ
自
身
目
的
と
し
て
の
人
間
的
能
力
の
発
展
」
L
2
2
吉田町

Z
E
5
F
Pヂ

2
7三
円
江
ロ
ヨ
予
去
O
E
n
F
P
Z
∞
巳

Z
F
N
Z円r
m
-
一
[
・
を
な
し
得
る
と
こ
ろ
の
「
人
間
的
枇
舎
又
は
祉
合
的
人
類
」

ユ一。

口
百
三
回
(
U
F

一回門町。

。
。
官
房
円

FPロ
D
L
O
『
斗
庁
司
自
己
一
切
の

E
F
f
z
z
g
R
F
7
0一
円
を
以
て
新
た
時
代
の
原
理
と
し
た
の
で
あ
る
。
紋
は
と
の
人
間
的
社
舎
の

拙稿「へーゲル史観の貫陵的構主主』本誌松三十六谷第五:頁第四三頁参j照
由利公正惇第三七八頁以下参照
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立
揚
に
立
っ
て
市
民
枇
舎
を
嬰
革
ぜ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ

C
寸
こ
れ
ま
で
の
哲
皐
は
世
界
を
種
k

に
解
剖
押
し
た
、
然
る
に
世
界
を
愛

草
す
る
こ
と
が
肝
嬰
で
る
み
」
と
述
べ
て
居
る
。
市
も
彼
は
来
る
べ
き
時
代
を
人
間
的
社
舎
の

g
巳一回目一
E
F

と
し
て
ま
た
杭
合
的

岡

市

安

門

E
2笠
通
人
類
と
し
て
一
世
舎
的
に
規
定
し
て
居
る
。
邸
ち
彼
は
市
民
枇
舎
に
於
げ
る
有
産
者
無
産
者
の
階
級
的
分
裂
を
否
定

せ
し
枇
舎
を
以
て
来
る
ぺ
き
時
代
の
原
理
と
し
た
の
で
め
る
。
こ
の
彼
の
思
想
に
於
け
る
偏
枇
合
的
傾
向
を
我
々
は
と
の
思
想
が
モ

れ
に
於
て
成
立
せ
る
生
的
某
礎
よ
り
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
邸
ち
と
れ
を
彼
の
血
よ
り
見
れ
ば
ぞ
れ
は
彼
自
ら
が
資
本
主
義
的

精
脚
を
ユ
ダ
ヤ
精
紳
と
呼
ん
だ
そ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
血
で
る
る
。
ま
た
そ
の
時
代
よ
り
見
れ
ば
彼
の
根
本
思
想
は
既
に
十
九
世
紀
の
宇

前
後
に
成
立
し
た
の
で
あ
っ
℃
そ
れ
は
資
本
主
義
吐
舎
が
向
ほ
隆
盛
期
に
あ
っ
た
。
そ
の
成
立
せ
し
場
所
よ
り
見
れ
ば
資
本
主
義
的

位
旧
作
樽
治
の
中
心
た
る
ロ

y
r
y
に
於
て
大
成
し
た
の
で
め
る
。

マ
ル
ク
ス
の
思
惣
を
成
立
せ
し
め
た
と
の
血
と
時
と
所
と
は
、

似
を
し
て
よ
〈
務
本
主
義
枇
合
の
ヰ
鎖
的
相
訟
を
把
撮
惜
し
む
る
に
斑
常
し
た
と
と
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
共
に
ま
た
被
の
思
想
を

粧
曾
的
忙
一
偏
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

彼
マ
ル
ク
ス
は
、
真
理
を
貿
践
を
以
て
論
詮
す
ぺ
き
も
の
で
-
あ
る
と
し
て
居
る
料
、

と
の
7

ル
ク
ス
思
想
の
偏
枇
舎
的
傾
向
は
今

や
寅
践
を
過
し
て
修
正
せ
ら
れ
つ
L
あ
る
。
即
ち
マ
ル
ク
ス
の
資
本
論
の
出
で
l
h

よ
り

E
K
五
十
年
で
あ
る
一
九
一
七
年
に
こ
の
凹
山

想
は
レ

l

ニ
ン
に
よ
っ
て
ロ
シ
ヤ
に
於
て
寅
行
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
程
た
く
ロ
シ
ヤ
を
窮
地
に
陥
れ
る
と
と
L
た
り
、

一
度
新
経
済
政
策
を
以
て
資
本
主
義
的
方
向
に
後
退
せ
し
め
ら
れ
る
乙
と
L
な
っ
た
。
而
も
か
く
て
再
び
資
本
主
義
的
弊
害
が
榊
大

し
来
っ
た
が
故
に
こ
れ
を
何
時
ま
で
も
そ
の
ま
与
に
し
て
置
く
と
と
は
向
来
な
い
の
で
あ
っ
て
、
何
と
か
し
友
け
れ
ば
な
ら
怠
か
っ

tc. 

レ
l
ニ
ン
の
死
後
彼
と
共
に
ロ
シ
ヤ
革
命
を
行
ふ
た
革
命
の
一
冗
動
で
あ
り
軍
統
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
世
界
革
命
の
立
揚
に
立
つ
ト

ロ
ッ
キ
ー
と
一
図
枇
合
主
義
の
立
揚
を
主
張
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
と
は
樹
立
闘
係
に
す
っ
た
の
で
あ
る
が
と
の
針
立
は
こ

L
K
盆
ぞ
激

現
代
舞
草
期
に
於
け
る
日
本
因
民
経
済
阜
の
意
義

第
四
十
五
巻

第

量主

互L

王E

c.鴨
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現
代
慶
革
期
に
於
け
る
日
本
園
民
経
済
事
由
意
義

第
四
十
五
巻

宝玉

主

告書

抜

化
し
来
り
遂
に
一
九
二
入
年
ス
グ
l
リ
ン
は
ト
ロ
ッ
キ
ー
を
放
途
し
一
園
祉
人
世
田
主
義
の
立
揚
に
於
て
五
ヶ
年
計
撃
を
強
行
し
た
の
で

る
る
。
共
後
更
に
第
二
五
ヶ
年
計
茎
が
進
め
ら
れ
ロ
シ
ヤ
は
着
々
そ
の
建
設
の
歩
武
を
進
め
て
居
る
の
で
あ
る
が
、

ス
タ
ー
リ
ン
は

と
の
一
園
祉
舎
主
義
の
立
場
よ
り
圏
内
に
於
け
る
諸
地
方
の
文
化
の
個
性
を
重
じ
更
に
隣
接
諸
民
族
の
個
性
を
傘
重
ず
る
方
策
を
と

っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

1

こ
L

に
閲
民
軍
伎
な
る
も
の
を
軽
観
せ
し
マ
ル
ク
ス
の
「
枇
命
日
的
人
類
」
の
理
想
は
.
費
践
を
越
し
て
京
大
紅

る
修
正
を
受
け
っ
し
、
あ
る
の

E
あ
る
。
即
ち
青
年
マ
ル
ク
ス
は
備
ほ
人
間
的
存
在
の
岡
庭
躍
位
佐
ぢ
慮
し
だ
に
拘
ら
や
、

コ
ス
モ
ポ

2
 

U
グ
ン
t
L
K
っ
た
後
年
の
ず
ル
グ
ス
以
来
る
べ
者
時
代
の
版
涯
と
し
て
高
山
内
枇
命
日
佐
汚
へ
閣
民
班
位
ぞ
腕
腕
し
た
の
合
あ
る
が
、
こ

の
園
民
皐
位
友
る
も
の
は
特
殊
的
た
自
然
的
基
礎
の
上
に
幾
千
年
の
歴
史
的
規
定
性
よ
り
成
る
と
こ
ろ
の
人
間
的
存
在
の
具
樫
的
翠

位
で
あ
る
が
故
に
と
れ
を
軽
視
す
る
理
論
は
抽
象
的
と
云
は
ざ
る
を
得
司
泣
い
。
か
く
て
現
代
ロ
シ
ヤ
の
嬰
草
に
於
て
と
の
黙
に
於
け

る
マ
ル
ク
ス
理
論
の
抽
象
位
の
修
正
さ
る
べ
き
方
向
が
一
不
め
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
現
代
的
援
革
に
つ
い
て
の
左
翼
思
想
と
云
は
る
与
も
の
に
つ
い
て
考
へ
た
の
で
あ
る
が
、
，
次
に
右
翼
思
想
と
云
は
る
与
も

の
に
つ
い
て
考
へ
て
見
ょ
う
。
即
ち
今
日
こ
の
立
揚
は
本
来
岡
家
主
義
的
岡
兵
と
し
て
の
濁
鶏
と
伊
太
利
に
於
て
最
も
顕
著
に
見
ら

れ
る
と
と
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
マ
ル
ギ
シ
ズ
ム
と
反
劃
に
園
民
の
特
殊
性
宇
一
高
調
し
、
他
国
民
に
針
し
自
園
民
の
優
越
性

を
高
調
し
武
断
的
態
度
を
以
て
臨
む
。
従
っ
て
戦
争
が
何
時
勃
愛
す
る
や
も
知
れ
ざ
る
非
時
常
的
扶
態
に
園
民
を
置
く
と
と
に
よ
っ

て
図
民
に
謝
し
て
園
家
意
志
に
絶
射
に
服
従
す
べ
き
と
と
を
要
求
す
る
。
而
し
て
国
防
の
充
質
を
第
一
と
注
し
そ
の

E
大
た
る
財
政

的
支
出
は
園
民
生
活
に
謝
す
る
塵
迫
を
加
速
度
的
に
増
大
し
行
く
と
と
L
た
る
の
で
あ
る
。
即
ち
園
民
生
活
の
矯
め
の
経
済
に
は
、

一
定
の
限
度
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
戦
争
の
矯
め
の
経
済
は
、
国
際
聞
の
無
限
な
る
闘
防
寛
賞
競
争
に
よ
り
無
限
に
増
大
し
行
雪
、

と
の
立
揚
に
於
け
る
経
済
閣
宇
が
今
日
の
国
家
主
義
的
経
済
撃
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
の

そ
の
止
ま
る
と
と
を
知
ら
左
い
の
で
あ
る
。

秦彦三郎著T隣邦首ジア』重量照
己目己とについては別に詳論する。z) 



立
揚
に
於
て
は
富
国
強
兵
の
潟
め
に
園
民
を
園
家
の
手
段
親
し
経
済
も
戦
争
も
と
の
矯
め
に
考
へ
る
こ
と
L
左
る
。
か
〈
の
如
き
園

家
主
義
的
危
仕
方
は
、
封
建
枇
舎
の
無
自
覚
左
る
民
衆
に
と
っ
て
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
市
民
一
服
舎
を
通
過
す
る
と
と
に
よ
っ
て
今

や
白
莞
的
と
な
れ
る
今
日
の
園
民
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
短
期
間
の
非
常
時
を
除
き
で
は
、
賞
行
不
可
能
に
陥
る
の
で
る
る
。

由通
〈

て
と
の
立
揚
も
結
局
園
民
生
活
の
充
寅
を
第
一
と
す
る
立
場
に
、
賓
践
を
通
じ
て
修
五
さ
れ
ぎ
る
を
得
な
い
と
と
I
A

な
る
の
で
る
る
。

か
ぐ
で
来
る
べ
き
時
代
の
原
四
は
、
内
に
向
っ
て
図
民
的
生
命
を
重
己
成
員
の
綿
て
を
し
て
人
間
た
ら
し
む
る
と
共
に
ま
た
外
忙

向
っ
て
他
の
園
民
的
生
命
を
重
ん
じ
、
そ
の
各
ミ
の
同
氏
的
個
性
を
遺
憾
な
く
設
さ
し
め
る
人
類
共
同
髄
を
将
来
ず
る
と
と
で
友
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
で
新
友
時
代
の
原
理
は
、
市
民
吐
舎
の
時
代
的
阿
同
盟
が
人
身
に
外
的
紅
白
由
を
奥
へ
る
と
と
で
あ

っ
た
と
具
り
、
人
間
を
人
間
た
ら
し
む
る
本
質
的
自
由
を
奥
へ
、
鳩
て
の
人
々
を
し
て
人
間
と
し
て
務
展
完
成
せ
し
む
る
と
と
で
あ

る
。
而
し
て
こ
の
最
も
具
般
的
な
る
人
類
の
現
想
は
今
や
市
民
枇
合
時
代
宇
一
泊
し
て
節
ら
さ
れ
た
る
物
的
生
底
力
の
管
し
き
噌
L

へ
と

人
類
の
白
魔
の
著
し
き
進
歩
と
に
よ
っ
て
今
日
は
ビ
め
て
人
類
の
賓
践
的
努
力
の
目
的
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
と
の
人
類
的
目
的
を
貫
現
ず
る
が
矯
め
忙
、
指
導
的
地
位
に
立
っ
と
と

δ
の
世
界
史
的
図
民
は
何
れ
の
園
民
で
あ
る
か
。

凡
そ
一
つ
の
時
代
を
指
導
す
る
図
民
は
、
そ
の
時
代
の
原
理
を
そ
の
固
民
的
性
格
と
し
て
最
も
撃
に
有
す
る
と
と
ろ
の
園
民
で
る

る
。
即
ち
中
世
に
於
て
は
、
園
内
に
於
て
園
家
意
志
が
支
配
的
で
あ
る
と
共
に
図
際
聞
に
於
て
も
一
闘
が
他
の
諸
園
に
針
し
て
意
志

的
支
配
的
関
係
に
於
で
臨
む
と
こ
ろ
の
人
類
圃
家
が
賓
現
さ
れ
る
。

か
く
の
如
き
時
代
に
於
て
支
配
的
地
位
に
立
つ
も
の
は
意
志
的

岡
家
主
義
的
闘
民
で
た
け
れ
ば
友
ら
占
泣
い
。

と
れ
を
歴
史
上
の
事
責
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
神
聖
ロ

1
7
帝
国
に
於
け
る
凋
逸
民
族
が

そ
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
枇
合
本
位
の
市
民
枇
合
時
代
に
於
て
は
、
園
内
に
於
て
人
間
相
互
の
祉
舎
的
闘
係
が
高
ま
る
と
共
に
、
閥
際

闘
に
於
て
は
図
民
相
互
の
社
舎
的
関
係
が
支
配
的
と
友
る
。
邸
ち
卒
等
的
な
る
図
民
相
互
の
聞
に
於
て
は
針
等
怠
る
交
換
闘
係
が
成

現
代
嬰
草
期
に
於
け
る
日
本
園
民
経
済
事
白
意
義

第
四
十
五
巻

互王

傍

観

主王



現
代
郷
軍
期
に
於
げ
る
日
本
園
民
経
梼
賄
事
由
意
義

~ 
.¥ :~@>> 

5⑨ 
::。

第
四
十
五
巻

豆
四

第

腕

豆
四

立
っ
と
共
K
.
不
平
等
た
る
図
は
ん
聞
に
於
て
は
強
者
の
弱
者
に
針
す
る
搾
取
闘

係
が
種
々
在
る
形
に
於
て
成
立
つ
の
で
あ
る
。
今
こ
の
人
類
的
存
在
を
人
類
枇

舎
と
呼
ぶ
在
ら
ば
、
と
の
ん
加
叩
払
い
か
の
賓
現
に
指
導
的
地
位
に
立
ち
こ
の
枇
合

の
最
高
の
支
配
に
立
つ
も
の
は
云
ふ
ま
で
も
た
く
、

そ
れ
自
身
に
於
て
最
も
枇

命
日
的
性
絡
忙
富
む
と
と
ろ
の
湖
一
足
下
な
け
れ
ば
な
ら
危
い
。
か
〈
て
中
世
上
り

現
代
の
市
民
社
舎
へ
の
坤
皮
革
の
指
導
的
地
位
に
立
ち
今
日
の
人
類
枇
舎
を
支
配

し
て
居
る
も
の
は
英
岡
氏
で
あ
る
。

然
ら
ば
、
内
に
闘
民
共
同
酬
躍
を
具
髄
的
に
賓
現
し
外
に
園
民
相
互
の
共
同
健

的
関
係
と
し
て
の
人
類
共
同
憶
を
賞
現
ず
る
矯
め
の
現
代
の
賢
革
期
に
於
け
る

指
導
的
図
民
は
そ
れ
自
身
共
同
躍
的
原
理
を
最
も
監
に
有
す
る
と
こ
ろ
の
園
民

で
な
け
れ
ば
な
ら
左
い
の
而
し
て
今
日
有
力
な
る
閤
民
に
し
て
共
同
鎧
的
原
理

を
園
民
と
し
て
最
も
豊
に
有
す
る
も
の
は
、
践
に
述
ぺ
た
る
と
と
ろ
よ
り
明
た

る
が
如
く
、

日
本
閲
兵
で
あ
る
。

と
L
に
日
本
国
民
の
現
代
勝
一
革
期
に
於
け
る

世
界
史
的
使
命
が
あ
る
の
で
あ
る
。

印
ち
↑
然
る
べ
き
時
代
の
原
理
は
わ
一
ド
一
ん

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
・
・
・
l

b

l

も
庭
を
得
ざ
る
も
の
友
か
ら
し
む
こ
と
を
期
す
与
骨
骨
骨
骨
応
酬
配
郎
静
一
件
か
山
小

界
史
的
損
充
で
あ
る
。

而
し
て
と
れ
を
経
済
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
骨
骨
卦
冊
一
世



経
済
と
共
に
そ
の
相
互
の
共
同
躍
的
関
係
と
し
て
の
人
類
共
同
鰻
経
済
を
貫
現
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
而
し
で
こ
の
賞
現
に
役
立
つ
経

済
皐
が
、
現
代
愛
革
期
に
於
け
る
指
導
的
経
済
撃
で
あ
っ
て
、

の
現
代
鑓
革
期
に
於
け
る
園
民
経
済
皐
友
の
で
あ
る
。

と
れ
が
現
代
日
本
に
於
て
成
立
せ
し
め
た
け
れ
ば
左
ら
な
い
と
と
る

印
ち
中
世
よ
り
現
代
の
市
民
枇
舎
に
至
る
べ
き
資
革
期
を
指
導
せ
る
ア
ダ
ム
ゆ
ス
ミ
ス
の
一
経
済
拳
は
‘
と
の
出
皮
革
期
に
於
け
る
指
導

的
国
民
と
し
て
の
英
国
に
於
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
芙
園
民
は
彼
が
支
配
的
地
位
に
立
っ
て
居
る
現
代
の
市
民
社
合
時

代
を
保
持
す
る
こ
と
に
闘
心
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
英
闘
は
市
民
吐
A

向
日
経
岨
何
事
の
母
国
で
は
あ
っ
た
が
、
来
る
ぺ
き
時
代
を
指

導
ず
べ
き
経
怖
感
?
の
母
国
た
る
こ
と
は
出
来
泣
い
。
-
ま
た
今
日
の
濁
逸
に
成
立
し
得
ぺ
き
経
済
壌
は
、

シ
ユ
パ
ン
等
の
経
済
啓
に
見

間
家
主
義
の
戯
作
製
と
し
て
そ
れ
は
む
し
ろ
中
出
的
混
古
的
窓
義
主
有
ず
る
も
の
で
あ
っ
と
共
同
惜
時
代
~
の
俊
一
革
期

に
於
け
る
指
導
的
経
済
事
た
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

5
2
1

、

之
泊
'
如
く

か
く
て
現
代
の
凌
革
期
に
封
ず
る
指
導
的
友
経
品
門
事
は
、

現
代
の
掛
皮
革
期
に
於

け
る
指
導
的
国
民
と
し
て
の
日
本
園
民
に
於
て
成
立
し
友
け
れ
ば
な
ら
友
い
の
で
あ
る
。

而
も
と
れ
が
矯
め
に
は
、
今
日
我
園
に
於
て
往
々
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
日
本
的
な
特
殊
的
濁
善
的
態
度
が
戒
め
た
け
れ
ば
友
ら
注

ぃ
。
既
に
述
べ
し
が
如
く
大
改
化
新
民
於
け
る
愛
革
思
想
は
尉
の
図
家
主
義
思
想
を
共
同
開
思
想
に
揖
取
し
以
て
闘
民
共
同
般
を
成

立
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
明
治
維
新
の
費
革
醐
閥
系
は
、
欧
米
の
個
人
主
義
的
民
主
々
義
思
想
を
我
悶
民
共
同
捜
的
思
想
に
播
取

し
以
て
我
園
民
共
同
醐
帽
を
保
全
し
た
の
で
る
る
。
我
園
民
共
同
鰻
的
原
理
を
世
界
史
的
に
繍
充
せ
し
め
ん
ム
」
す
る
と
と
る
の
今
日
の

時
処
革
樟
系
は
、
明
治
維
新
に
於
け
る
が
如
き
頂
く
「
智
識
を
世
界
に
求
め
」
る
態
度
を
以
て
、

と
れ
に
役
立
つ
べ
き
一
切
の
思
想
を
賀

〈
諸
外
園
よ
り
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
十
分
に
確
立
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

現
代
費
草
期
に
於
け
る
日
本
図
民
趨
済
皐
の
意
義

第
四
十
豆
巻

五
五

告存

続

五
五

今日の淘逸は恰も FUhrer指導者を持JTCとし図民祉曾主議案を封建武士固と
して園民生活の全面に封建的制度を質問しつ Lある。


