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極
寒
の
ド
イ
ツ
の
冬
。
貧
し
い
も
の
も
苦
し
い
算
段
の
す
え
、
外
套
一
着
を
あ
が
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
十
三
世
紀
、
庶
民
の
衣
料

は
い
た
っ
て
乏
し
か
っ
た
。
し
か
も
寒
さ
か
ら
身
を
守
る
た
め
必
要
な
品
と
も
な
れ
ば
、
人
の
弱
味
に
つ
け
こ
み
利
を
む
さ
ぼ
る
も

の
も
現
れ
る
。

「
外
套
を
ひ
さ
ぐ
商
人
の
非
道
の
ふ
る
ま
い
よ
。
わ
が
商
い
を
正
し
く
行
う
道
も
知
ら
ぬ
よ
う
じ
ゃ
。
古
い
ぼ
ろ
切
れ
を
売
り
な

が
ら
、
こ
れ
を
お
こ
が
ま
し
く
も
服
だ
と
い
う
。
見
る
に
た
え
ぬ
細
切
れ
の
布
。
も
と
よ
り
壁
穴
で
も
ふ
さ
ぐ
ほ
か
何
の
役
に
も
立

た
ぬ
代
物
で
あ
る
。
こ
の
端
切
れ
を
商
人
は
糸
で
か
が
り
、
糊
で
固
め
て
厚
み
を
出
し
、
貧
し
い
下
郎
に
売
り
つ
け
る
。
外
套
一
着

に
下
郎
は
お
そ
ら
く
半
年
の
か
せ
ぎ
を
吐
き
だ
す
の
だ
。
さ
て
喜
ん
で
着
て
み
る
が
四
週
聞
し
た
ら
役
立
た
ず
。
そ
れ
で
ま
た
も
一
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着
買
わ
さ
れ
る
。
」

人
す
べ
て
信
仰
に
生
き
た
時
代
、
そ
の
内
実
は
百
鬼
夜
行
の
世
の
中
で
あ
っ
た
。
行
く
所
ど
こ
に
も
欲
深
が
待
ち
う
け
て
、
人
の

金
を
ま
き
上
げ
る
。
天
の
恵
み
、
地
の
恵
み
を
得
て
謙
虚
な
暮
ら
し
を
立
て
よ
う
と
レ
う
農
夫
も
、

正
直
一
途
と
は
か
ぎ
ら
ぬ
。

「
百
姓
の
多
く
は
町
の
も
の
に
負
け
ぬ
い
か
さ
ま
師
。
町
に
出
て
薪
を
売
る
。
ひ
ん
曲
っ
た
の
を
中
に
隠
し
、
真
直
な
校
を
表
に

商
業
の
道
義
に
つ
い
て

九
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出
し
て
束
を
く
く
る
。
薪
と
は
名
ば
か
り
、
実
は
中
の
空
気
を
売
っ
て
い
る

薪を売る農夫(1483年の木版画)

の
だ
。
そ
れ
か
ら
干
し
草
を
よ
く
干
し
も
せ
ず
車
に
積
み
、
こ
れ
も
中
の
空

(
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気
ご
と
干
し
草
と
し
て
売
っ
て
い
る
。
」
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麦
の
穂
の
刈
り
入
れ
に
雇
わ
れ
る
女
よ
。
お
ま
え
は
年
季
の
入
っ
た
泥
棒
で
あ
る
が
、

い
つ
も
若
い
こ
そ
泥
を
つ
れ
て
く
る
。

そ
し
て
一
鐘
り
ず
っ
助
手
に
渡
し
て
、
わ
ら
の
聞
に
落
と
さ
せ
る
。
日
が
暮
れ
る
と
幾
人
か
で
畑
に
入
り
、
そ
れ
を
く
す
ね
る
。

薪
も
干
し
草
も
こ
う
し
て
盗
む
。
自
分
の
家
畜
を
他
人
の
畑
に
入
れ
て
穀
物
や
草
を
食
わ
せ
る
。

よ
こ
し
ま
が
世
の
す
み
ず
み
に
行
き
わ
た
る
。
商
人
、
職
人
の
不
届
き
は
人
目
を
は
ば
か
ら
ぬ
。
不
正
は
、
作
っ
た
も
の
を
売
る

と
き
に
起
こ
る
と
は
限
ら
ぬ
。
お
金
を
も
ら
っ
て
働
く
雇
い
人
も
悪
巧
み
を
知
っ
て
い
る
。
人
の
悪
は
よ
ほ
ど
根
深
い
も
の
ら
し
い
。



「
雇
い
主
が
見
て
い
る
と
、
雇
レ
人
は
し
っ
か
り
働
く
。
主
人
が
気
を
許
し
て
背
を
向
け
る
と
、
こ
ち
ら
は
早
速
背
伸
び
し
て
お

し
ゃ

べ
り
や
ら
ゲ

ラ
ゲ
ラ
。
二
、
三
人
い
て
も
仕
事
は
一
人
一
日
分
も
は
か
ど
ら
ぬ
。
下
男
下
女
は
い
つ
も
こ
ん
な
風
。
猫
が
出
て

行
く
と
ね
ず
み
の
天
下
。
頭
を
お
さ
え
る
も
の
が
居
ら
ぬ
と
、
あ
な
た
の
雇
レ
人
も
破
自
を
は
ず
し
、
大
げ
ん
か
や
ら
大
喜
び
。

さ

て
主
人
が
帰
っ
て
み
る
と
、
仕
事
が
で
き
て
な
い
ど
こ
ろ
か
、

(
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い
ま
わ
す
こ
と
に
な
る
。
」

不
仕
末
を
二
つ
も
三
つ
も
や
ら
か
し
、
そ
れ
の
片
付
け
に
連
中
を
追

ど
ち
ら
を
見
て
も
、
人
の
行
為
か
ら
に
じ
み
出
る
毒
液
が
世
の
す
み
ず
み
ま
で
け
が
し
て
い
る
。
説
教
家
ベ
ル
ト
ル
ト
の
毒
舌
が
、

人
の
不
実
を
暴
い
て
い
た
時
代
は
、
ド
イ
ツ
が
諸
侯
に
君
臨
す
る
統
治
者
を
欠
い
た
大
空
位
時
代
(
一
二
五
四
1

七
一
二
)
で
あ
っ
た
。

こ
の
僧
の
言
葉
は
、
展
望
の
な
い
時
代
が
自
己
に
向
け
た
警
告
の
声
で
あ
る
。
ま
る
で
悪
魔
が
支
配
す
る
よ
う
な
世
を
自
の
前
に
し

て
、
僧
は
ひ
た
す
ら
悔
い
改
め
る
こ
と
を
も
と
め
た
。
そ
の
言
葉
は
熱
を
帯
び
、
警
告
は
世
相
を
微
細
に
再
現
せ
ず
に
す
ま
な
か
っ

た
。
い
ま
、
遠
く
へ
だ
た
り
そ
れ
を
聞
く
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
得
が
た
い
中
世
の
風
俗
絵
図
が
残
さ
れ
た
こ
と
を
有
り
が
た
く
思

う

神
が
造
ら
れ
た
こ
の
世
界
は
無
上
の
調
和
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
こ
に
人
聞
の
悪
は
本
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
神
は
万
物
を

賢
明
に
お
造
り
に
な
っ
た
。

乙
の
世
に
住
む
も
の
は
だ
れ
も
身
に
十
分
な
も
の
を
ま
と
い
、
肉
も
パ

ン
も、

ま
た
飲
み
も
の
と
し
て

は
密
酒
、

ワ
イ
ン
、
ピ

l
ル
を
、
そ
の
上
に
魚
や
野
の
け
だ
も
の
、
家
畜
ま
で
も
れ
な
く
授
か
る
よ
う
手
配
な
さ
っ
た
。
世
の
中
の

だ
れ
も
か
も
、
こ
れ
ら
を
十
分
与
え
ら
れ
る
よ
う
造
ら
れ
た
の
だ
。
天
に
も
ち
ょ
う
ど
同
じ
く
ら
い
十
分
な
星
を
お
造
り
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
天
の
星
に
何
か
足
り
な
い
も
の
が
あ
る
と
、
地
上
に
住
む
も
の
の
健
康
そ
の
他
大
切
な
も
の
に
も
支
障
が
起
こ
る
わ
け
じ
ゃ
。

神
さ
ま
は
天
上
に
過
不
足
な
く
星
を
お
造
り
に
な
っ
た
よ
う
に
、
地
上
の
も
の
も
お
造
り
に
な
っ
た
。
金
、
銀
、
食
物
、
衣
服
な
ど

商
業
の
道
義
に
つ
い
て
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五
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で
あ
る
。
『
そ
こ
で
ご
ざ
い
ま
す
、
ベ
ル
ト
ル
ト
さ
ま
。
神
さ
ま
は
ま
る
で
不
公
平
な
分
配
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
は
じ
め
多
く

の
貧
乏
人
は
、
お
レ
し
い
食
べ
も
の
飲
み
も
の
な
ど
ロ
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ぬ
。
金
、
銀
、
衣
服
な
ど
持
つ
て
は
お
り
ま
せ
ぬ
。
』
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そ
れ
は
ど
こ
か
に
横
取
り
す
る
や
つ
が
い
る
か
ら
じ
ゃ
。
高
利
貸
し
、
盗
賊
な
ど
で
あ
る
。
」

暮
ら
し
に
不
自
由
す
る
も
の
が
出
来
る
の
は
、
ど
こ
か
に
他
人
の
分
ま
で
取
る
も
の
が
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
。
神
が
造
ら
れ
た

ま
ま
の
世
界
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
人
の
糧
は
つ
ね
に
目
の
前
に
あ

っ
た
。
野
か
ら
た
だ
拾
い
集
め
れ
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
す

べ
て
の
人
聞
が
食
え
る
の
だ
。
そ
こ
で
は
何
も
か
も
十
分
あ
っ
た
。
多
す
ぎ
ず
少
な
す
ぎ
ず
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
配
合
だ
か
ら
、

人
聞
が
こ
ぞ

っ
て
利
用
し
て
ち
ょ
う
ど
と
い
う
風
に
で
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
原
初
の
神
の
楽
園
に
住
む
た
め
に
は
、
人
聞
の
社

会
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
が
人
を
守
り
、
他
の
利
益
を
奪
う
こ
と
な
ど
な
い
美
し
い
連
帯
互
助
の
共

同
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

人
の
作
る
社
会
は
、
ど
の
身
分
の
も
の
も
、

お
の
ず
か
ら
他
の
身
分
の
生
活
を
支
払
え
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
社
会
と
は
同
胞
扶

助
の
仕
組
み
だ
、
と
当
時
の
ス
コ
ラ
学
は
説
い
て
い
た
。
家
族
や
門
闘
の
結
び
つ
き
、
同
じ
教
区
や
町
に
住
む
人
び
と
、
同
業
組
合

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
交
通
不
便
な
過
疎
の
地
に
隣
り
合
っ
た
二
軒
の
家
は
、

一
方
が
困
っ
た
と
き
、
他
が
救
い
手
と
な
る
。
経
済

的
に
も
倫
理
的
に
も
二
軒
は
兄
弟
以
上
の
親
密
な
関
係
に
置
か
れ
る
。
一
方
の
家
に
何
か
不
足
が
出
来
て
や
り
く
り
の
つ
か
ぬ
と
き
、

他
は
無
償
で
そ
れ
を
与
え
る
。

一
方
が
入
手
を
必
要
と
す
れ
ば
、
他
は
急
い
で
か
け
つ
け
る
。
人
間
社
会
は
こ
の
よ
う
な
二
軒
の
、

欲
得
ぬ
き
の
関
係
が
大
き
く
な
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

つ
ね
に
助
け
合
い
の
精
神
を
基
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う

考
え
た
十
三
世
紀
は
、

の
ち
に
人
の
社
会
が
経
験
す
る
多
く
の
矛
盾
を
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
。
社
会
を
よ
き
隣
人
の
集
ま
り
だ
と
考

え
て
い
た
。
神
が
与
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
も
の
と
同
じ
く
、
人
の
社
会
も
自
然
に
生
ま
れ
た
汚
れ
を
知
ら
ぬ
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。



し
か
し
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
中
世
の
社
会
は
、
人
を
へ
だ
て
る
身
分
の
壁
に
区
切
ら
れ
て
い
た
。
す
べ
て
の
人
聞
が
平
等
と

は
考
え
な
い
。
人
が
自
分
の
職
業
に
よ
っ
て
他
人
に
役
立
つ
こ
と
も
、
主
人
と
従
者
、
支
配
者
と
奉
仕
者
の
解
き
が
た
い
対
立
を
前

提
と
し
た
。
階
級
と
職
務
の
区
分
を
通
し
て
人
の
社
会
を
機
能
さ
せ
る
の
が
神
の
御
意
で
あ
る
と
す
る
。
思
し
召
し
に
反
し
万
人
を

同
列
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
富
め
る
も
の
の
兄
弟
愛
は
貧
者
に
対
す
る
哀
れ
み
ゃ
介
助
と
な
っ
て
表
れ
、
貧
者
は
お
の
れ
の
身

分
に
満
足
し
、
上
の
も
の
に
奉
仕
し
て
こ
れ
に
報
い
る
。
貴
族
と
農
夫
が
立
場
を
替
え
る
こ
と
は
永
久
に
な
い
。
服
を
二
着
持
つ
も

の
は
裸
の
も
の
に
一
着
め
ぐ
む
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
君
主
は
わ
が
畑
を
耕
作
す
る
も
の
す
べ
て
に
、
衣
食
と

住
ま
レ
を
保
証
す
る
で
あ
ろ
う
。
耕
作
す
る
も
の
も
誠
実
に
働
き
、
収
穫
は
正
直
に
君
主
に
引
き
わ
た
す
。
中
世
社
会
の
主
従
の
へ

だ
て
は
、
こ
う
し
て
愛
の
家
父
長
制
と
も
い
え
る
も
の
を
作
り
あ
げ
た
。
固
定
し
た
階
級
差
別
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、

か
え
っ
て
愛
の

共
同
体
が
具
体
的
な
意
味
を
も
っ
た
と
い
え
る
。

ベ
ル
ト
ル
ト
の
説
教
は
こ
の
中
世
的
な
愛
の
共
同
体
の
崩
壊
を
い
く
ど
も
予
告
し
て
レ
る
。
ど
の
よ
う
な
職
に
あ
る
も
の
も
、
も

は
や
万
人
の
た
め
に
自
分
の
勤
め
を
果
た
そ
う
と
し
な
く
な
っ
た
。
主
人
は
従
者
を
愛
す
る
こ
と
を
止
め
、
従
者
も
主
人
を
愛
し
て

仕
え
る
こ
と
が
な
い
。
い
ま
や
二
人
は
、
見
境
い
な
く
自
分
の
利
益
の
た
め
に
行
動
し
始
め
る
。
二
人
の
聞
に
も
う
心
が
通
い
合
う

こ
と
も
な
い
。
わ
れ
ひ
と
り
の
成
功
と
利
益
が
隣
人
へ
の
思
い
や
り
に
優
先
す
る
。
人
を
働
か
せ
た
の
ち
、
賃
金
も
払
わ
ぬ
主
人
。

商
品
の
品
質
を
ご
ま
か
し
、

目
方
ま
で
も
ご
ま
か
す
商
人
。
人
は
万
人
を
利
す
る
た
め
に
も
は
や
働
く
の
で
は
な
い
。
労
働
は
個
人

の
エ
ゴ
イ

ス
ム
を
促
す
た
め
に
あ
る
。
職
業
の
全
体
秩
序
は
こ
こ
に
く
ず
れ
、
各
自
気
ま
ま
に
利
益
を
も
と
め
る
風
習
だ
け
が
残

つ

h

F

。
ナ
μ

ベ
ル
ト
ル
ト
が
説
教
し
た
一
二
六

O
年
前
後
、
農
耕
経
済
は
貨
幣
経
済
に
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
。
貨
幣
が
人
の
生
活
と
道
義
に

商
業
の
道
義
に
つ
い
て

九
七
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あ
る
聖
者
の
お
言
葉
に
い
う
「
な
に
ゆ
え
野
の
鳥
は
い
ず
れ
も
十
分
に
食
し
て
、

か
く
も
美
し
き
姿
を
得
た
る
や
。
鳥
に
は
割

当
農
地
も
他
の
財
産
も
な
き
ゆ
え
な
り
。
こ
れ
を
詮
ず
る
に
、

一
羽
つ
い
ば
み
て
よ
く
足
り
れ
ば
、
他
の
鳥
も
わ
れ
と
と
も
に

つ
い
ば
む
こ
と
を
許
す
ゆ
え
な
り
。
」
さ
て
神
の
子
ら
と
も
レ
え
る
人
聞
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
あ
る
も
の
は
隠
し
所
を
お
お
う

布
切
れ
も
持
ち
合
わ
せ
ず
、
夜
も
昼
も
汗
水
た
ら
し
、
休
む
暇
と
で
な
く
、
裸
で
う
ろ
つ
い
て
は
、
寝
て
も
そ
わ
そ
わ
落
ち
つ

か
ず
、
自
分
の
家
畜
よ
り
大
し
て
上
等
の
も
の
も
食
つ
て
は
お
ら
ぬ
。
そ
れ
ゆ
え
だ
れ
も
か
れ
も
や
せ
て
青
白
い
。
よ
く
知
れ

ょ
、
こ
う
な
る
に
は
わ
け
が
あ
る
。
例
の
欲
深
ど
も
が
、

不
実
不
正
に
よ
り
人
の
も
の
を
か
す
め
と
る
か
ら
で
あ
る
。
人
が
せ

っ
か
く
働
レ
て
得
た
も
の
が
、
欲
深
の
懐
に
納
ま
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
レ
つ
も
暮
ら
し
に
困
っ
て
レ
る
貧
乏
が
欲
深
の
と
こ

ろ
へ
行
っ
て
頼
み
こ
む
「
だ
ん
な
、
麦
を
一
石
貸
し
て
下
さ
れ
ば
、
来
年
一
石
五
斗
に
し
て
返
し
ま
す
。
」
そ
う
約
束
し
て
今

年
は
四
十
石
、
い
や
百
石
も
五
百
石
も
借
り
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
貧
乏
人
は
だ
ん
な
の
た
め
に
た
だ
働
き
す
る
仕
組
み
。

豊
年
が
来
よ
う
が
、

不
作
が
来
よ
う
が
、
受
け
と
っ
た
一
石
に
一
石
半
は
返
さ
に
ゃ
な
ら
ぬ
。
作
物
が
震
に
や
ら
れ
よ
う
が
、

商
業
の
道
義
に
つ
い
て

九
九



商
業
の
道
義
に
つ
い
て

一O
O

凶
作
、
戦
乱
、
ど
ん
な
災
害
が
降
っ
て
も
、
き
ち
ん
と
一
石
半
に
し
て
返
す
。
な
い
袖
が
振
れ
ぬ
な
ら
、

い
ま
撃
を
引
く
牛
も

は
ず
し
て
渡
さ
に
ゃ
な
ら
ぬ
。
こ
う
し
て
貧
乏
人
は
せ
っ
せ
と
働
き
な
が
ら
財
産
を
な
く
し
、
だ
ん
な
は
遊
び
な
が
ら
殖
や
す
。

物
を
貸
し
利
息
を
と
る
こ
と
は
、

カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝
以
来
教
会
の
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

一
O
五
九
年
、
法
王
ニ
コ
ラ
ウ
ス

二
世
に
よ
る
高
利
貸
の
破
門
。

二
三
九
年
、
第
二
次
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
の
利
子
徴
収
禁
止
令
。
ま
た
一

一
七
九
年
の
第
三
次
ラ
テ

ラ
ノ
公
会
議
は
利
子
か
せ
ぎ
を
さ
ら
に
き
び
し
く
追
及
し
た
。
そ
れ
以
後
の
教
会
会
議
も
利
子
か
せ
ぎ
の
叡
絶
を
繰
り
か
え
し
試
み

る
の
で
あ
る
。

欲
深
は
将
来
の
た
め
に
投
機
す
る
。
高
利
を
と
っ
て
金
を
貸
す
、
物
資
を
買
い
し
め
、
後
日
高
値
で
売
る
。
十
三
世
紀
に
な
る
と

ド
イ
ツ
で
も
こ
の
よ
う
な
商
行
為
が
目
立
っ
た
。
商
人
に
と
っ
て
時
聞
は
あ
ら
ゆ
る
利
益
の
可
能
性
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
お
よ
そ
商

人
の
行
為
は
仮
定
の
上
に
組
み
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
飢
僅
の
来
る
こ
と
を
見
越
し
て
穀
物
を
死
蔵
す
る
。
仕
入
れ
て
は
機
を
見
て

売
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
神
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
時
間
を
盗
み
、
こ
れ
を
自
分
が
利
潤
を
あ
げ
る
た
め
の
道
具
と
す
る
の
で

あ
る
。
非
道
な
商
人
は
神
の
ゆ
た
か
な
贈
物
を
他
人
と
分
け
合
お
う
と
し
な
い
。
そ
れ
を
ひ
と
り
占
め
し
て
隣
人
か
ら
奪
お
う
と
す

る
。
彼
は
す
べ
て
の
人
に
属
す
る
も
の
を
す
べ
て
の
人
に
売
り
つ
け
る
。
身
勝
手
な
経
済
行
為
は
、
こ
の
よ
う
に
自
然
と
全
生
物
に

対
す
る
罪
科
を
重
ね
て
い
る
。
教
会
の
制
止
も
時
代
の
勢
い
に
抵
抗
で
き
な
か
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
史
の
こ
の
注
目
す
べ
き
転
回
点
は
、
十
字
軍
以
後
海
上
貿
易
の
拠
点
と
な

っ
た
上
部
イ
タ
リ
ア
に
ま
.
す
訪
れ
る
。

や
が
て
そ
れ
は
中
部
ヨ

l
ロ
ヴ
パ
に
も
波
及
し
た
。
金
銭
が
通
商
の
指
標
単
位
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
利
子
を
生
む
素
晴

し
さ
に
人
び
と
は
気
づ
き
は
じ
め
る
。
教
会
が
金
銭
の
不
毛
を
説
い
て
も
、
金
が
生
む
子
の
金
は
町
の
商
人
や
金
貸
し
の
愛
す
る
と



こ
ろ
と
な
る
。
小
作
料
の
支
払
え
ぬ
小
作
人
や
、
地
位
に
ふ
さ
わ
し

両替商の部屋(1478年の木版画)

い
体
面
を
つ
く
ろ
お
う
と
す
る
貴
族
な
ど
に
金
を
貸
し
た
。
金
銭
を

た
く
わ
え
、
金
融
業
を
営
め
ば
、
新
し
い
こ
と
も
い
ろ
い
ろ
可
能
に

な
る
。
金
さ
え
あ
れ
ば
家
柄
や
封
建
的
序
列
な
ど
飛
び
こ
え
て
権
力

を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
投
資
し
た
り
利
息
を
と
っ
て
回
転
す

れ
ば
望
み
の
ま
ま
殖
や
す
こ
と
が
で
き
る
。
金
も
う
け
の
た
め
の
金

も
う
け
ほ
ど
楽
し
く
も
魅
力
的
な
も
の
は
な
い
。
味
を
し
め
て
、
他

神
が
造
ら
れ
た
自
然
の
中
で
、
生
物
は
寒
け
れ
ば
木
陰
、
岩
か
げ
に
身
を
守
り
、
腹
が
空
け
ば
餌
を
も
と
め
る
。
個
体
の
欲
求
を

人
に
損
さ
せ
て
も
利
益
を
取
ろ
う
と
す
る
。

個
体
が
み
た
す
か
ぎ
り
、
自
然
の
機
構
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
金
の
力
に
よ
っ
て
、
絶
え
間
な
く
金
を
殖

や
す
こ
と
が
発
明
さ
れ
た
。
揚
理
に
も
と
る
罪
業
の
最
悪
な
る
も
の
、
神
に
歯
向
か
う
犯
罪
と
さ
れ
る
。
説
教
僧
は
機
会
あ
る
ご
と

に
こ
の
問
題
に
立
ち
か
え
り
、
世
に
は
び
こ
る
利
殖
者
を
罵
倒
す
る
。
金
銭
が
労
働
の
対
価
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
自
立
し
た
価
値

を
持
つ
こ
と
を
、
時
の
道
義
を
危
く
す
る
問
題
と
し
て
受
け
と
め
た
。

び
か
け
る
に
止
ま
っ
た
。

ド
イ
ツ
の
説
教
文
学
は
十
二
世
紀
ま
で
紋
切
り
型
の
辞
句
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
禁
欲
と
博
愛
の
実
行
を
一
般
的
な
形
で
聴
衆
に
呼

い
ま
や
国
に
統
治
者
な
く
、
経
済
も
人
の
暮
ら
し
も
異
例
の
事
態
に
見
舞
わ
れ
た
変
革
期
の
説
教
は
、
そ

れ
ま
で
の
悠
長
な
文
体
で
人
を
説
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
十
三
世
紀
の
説
教
は
下
層
者
や
庶
民
を
相
手
に
人
間
と
生
活
へ
の
真

商
業
の
道
義
に
つ
い
て

剣
な
問
い
か
け
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
こ
の
時
代
に
教
訓
文
学
は
広
範
な
人
間
論
の
視
点
を
獲
得
し
て
冴
え
か
え
る
。

。



商
業
の
道
義
に
つ
い
て

。

説
教
者
は
自
ら
も
貧
し
く
、
貧
し
い
民
衆
の
も
と
に
行
き
、
と
も
に
暮
ら
し
て
は
、
説
教
し
た
。
教
会
と
は
限
ら
ず
、
路
上
や
広

場
で
説
教
し
た
の
で
あ
る
。
民
衆
を
前
に
今
彼
ら
が
必
要
と
し
た
の
は
、
聞
く
も
の
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
る
こ
と
の
で
き
る
生
き
た
言
葉

で
あ
っ
た
。
説
教
師
は
日
常
の
見
聞
を
題
材
と
し
て
、
庶
民
が
解
決
を
ね
が
う
根
深
い
問
題
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
自

分
を
聴
衆
の
ひ
と
り
と
し
、
彼
ら
と
直
接
ふ
れ
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
言
葉
も
カ
を
増
し
、
民
衆
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
た
。

彼
の
説
教
は
「
私
」
と
い
う
べ
き
所
を
「
私
た
ち
」
と
い
う
。
い
ろ
い
ろ
な
職
業
の
も
の
、

ひ
と
り
ひ
と
り
の
罪
あ
る
も
の
に
僧
は

向
か
い
合
っ
た
。
彼
は
説
く
も
の
で
あ
り
、

ま
た
聞
く
も
の
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
聞
き
手
を
代
弁
し
て
、
説
教
者
へ
の
反
問
さ
え
紹

介
し
て
い
る
。
説
教
内
容
に
対
し
て
高
揚
す
る
聞
き
手
の
関
心
を
、

い
わ
ば
対
話
形
式
に
よ
っ
て
解
放
す
る
意
味
が
あ
っ
た
。

正
し
く
生
き
る
こ
と
へ
の
民
衆
の
聞
い
は
、
安
堵
し
て
寄
る
べ
き
も
の
を
持
た
ぬ
と
き
、

一
き
わ
強
ま
る
。
人
そ
れ
ぞ
れ
世
に
あ

っ
て
選
ぶ
身
過
ぎ
の
わ
ざ
は
、
今
の
ま
ま
で
正
し
い
と
い
え
よ
う
か
。
上
に
立
つ
も
の
の
指
導
、
下
に
あ
っ
て
仕
え
る
も
の
の
働
き
、

こ
れ
が
総
合
し
て
目
に
映
る
世
の
有
り
さ
ま
は
、
と
う
て
い
満
足
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
こ
と
の
悪
人
は
ど
こ
に
ひ
そ
ん
で
レ

る
の
か
。
世
の
中
に
不
幸
せ
の
人
数
だ
け
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
多
い
の
で
あ
ろ
う
。
人
の
社
会
が
よ
う
や
く
形
を
作
り
は
じ
め

た
こ
ろ
、
幼
い
疑
問
は
ま
ず
人
聞
の
職
分
や
社
会
組
織
の
問
題
に
向
け
ら
れ
た
。
民
衆
の
関
心
に
答
え
て
、
ド
イ
ツ
の
托
鉢
修
道
会

僧
の
説
教
は
し
ば
し
ば
職
業
批
判
を
テ
1
7
と
し
た
。
職
業
別
に
人
の
生
活
を
リ
ア
ル
に
再
現
し
、
悪
の
板
源
を
見
定
め
、
反
省
を

促
す
。
こ
の
と
き
ド
イ
ツ
の
説
教
は
そ
の
時
代
に
最
も
接
近
し
、
民
衆
と
の
一
体
化
を
と
げ
て
説
得
力
を
高
め
た
。

百
姓
、
牛
飼
い
、
靴
屋
、
大
工
な
ど
、
人
の
な
り
わ
い
に
区
分
が
生
ず
る
の
は
、
人
間
の
社
会
生
活
の
歴
史
と
と
も
に
き
わ
め
て

古
い
。
人
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
と
好
み
の
差
異
が
、
違
っ
た
職
業
を
選
ば
せ
る
こ
と
と
な
る
。
だ
が
す
べ
て
は
神
の
配
慮
に
出
る
の
で

あ
っ
て
、
神
が
人
の
心
に
異
な
る
好
み
と
カ
を
設
け
ら
れ
た
の
は
、
生
活
に
必
要
な
も
の
が
す
べ
て
の
人
に
供
給
さ
れ
る
よ
う
、
あ



ら
か
じ
め
人
の
職
分
を
多
方
面
に
分
散
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
有
財
産
を
基
礎
と
す
る
社
会
で
、
個
人
が
必
要
な
も
の
を
手
に
入
れ

る
こ
と
は
、
物
資
の
交
換
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
お
よ
そ
社
会
生
活
の
一
つ
の
目
的
は
、
居
住
者
の
必
要
を
よ
り
よ
い
形
で
み
た

す
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
品
物
の
交
換
、
ま
た
は
売
買
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
職
業
の
分
化
と
物
資
の
突
易
は
一
体

を
成
し
、
同
時
に
発
生
す
る
。
両
方
が
揃
っ
て
、
町
や
集
落
に
住
む
人
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
供
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
あ
る
地
域

の
居
住
者
が
品
物
を
交
換
す
る
と
き
、
物
は
生
産
者
の
手
か
ら
消
費
者
に
直
接
渡
さ
れ
た
。
商
人
と
い
う
も
の
が
介
入
し
な
い
。
中

世
経
済
の
基
本
形
態
は
、
作
っ
た
人
が
必
要
と
す
る
人
に
手
わ
た
す
こ
と
、
作
り
手
と
受
け
手
の
倫
理
的
関
係
が
色
濃
く
物
に
ま
つ

わ
る
。と

こ
ろ
で
せ
ま
い
集
落
の
中
で
十
分
な
自
給
自
足
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
不
足
す
る
も
の
を
他
か
ら
も
と
め
る
こ
と

を
迫
ら
れ
る
。
ま
た
二
、
三
の
物
に
か
ぎ
っ
て
住
民
が
使
い
切
れ
ぬ
ほ
ど
収
穫
さ
れ
、
遠
く
の
人
に
使
わ
れ
ね
ば
た
だ
腐
る
だ
け
と

い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
場
合
に
商
人
と
レ
う
人
種
が
現
わ
れ
て
活
動
す
る
。
し
か
し
自
給
自
足
の
状
態
は
、
商
人
の
売
る

も
の
を
食
う
こ
と
に
ま
さ
る
と
中
世
人
は
考
え
た
。
土
地
で
取
れ
る
食
料
は
戦
乱
、
平
和
を
問
わ
ず
、
確
実
に
供
給
さ
れ
る
結
構
な

も
の
だ
。
商
人
は
と
か
く
軟
弱
、
有
害
の
風
俗
ま
で
他
国
か
ら
輸
入
す
る
。
風
紀
道
徳
の
荒
廃
は
つ
ね
に
商
業
が
引
き
お
こ
し
た
も

の
だ
。
同
じ
こ
ろ
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
が
商
業
に
下
し
た
裁
断
は
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
も
し
市
民
が
商
業
に
熱
中
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
悪
徳
に
道
が
聞
か
れ
る
。
商
人
の
熱
意
が
利
潤
を
も
と
め
る
と
き
、

商
業
に
そ
ま
っ
た
市
民
の
心
に
欲
望
が
移
植
さ
れ
る
。
す
る
と
田
中
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
気
ま
ま
と
な
り
、
信
義
を
は
ず
れ
、

敷
ま
ん
が
は
び
こ
り
、
公
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
が
き
げ
す
ま
れ
る
。
人
び
と
は
自
分
ひ
と
り
の
利
益
に
奉
仕
す
る
。
そ
し
て

徳
へ
の
情
熱
は
消
え
て
ゆ
く
。
他
方
名
誉
と
勇
気
へ
の
賞
賛
が
、
だ
れ
の
心
か
ら
も
奪
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家
で
は
か
な

ら
ず
市
民
の
結
束
も
消
え
て
行
く
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
政
治
学
の
中
で
、
家
を
国
家
構
成
要
素
の
最
も
小
さ
い
も
の
と
し
、
家
政
の
あ
り
方
を
論
じ
て
い
る
。

彼
は
家
政
術
(
。

~RSShS)
と
取
得
術
(
苦
言
。
吋

HqaS)
に
区
別
を
設
け
、
前
者
は
利
用
、
消
費
に
関
す
る
こ
と
、
後
者
は
収
益
、

襲
得
の
こ
と
と
す
る
。
取
得
の
術
に
は
直
接
取
得
法
と
間
接
取
得
法
が
あ
る
。
直
接
法
と
は
遊
牧
民
、
狩
人
、
漁
師
、
百
姓
な
ど
の

よ
う
に
自
然
界
か
ら
直
接
食
料
を
手
に
入
れ
る
方
法
。
こ
の
行
為
は
家
政
術
と
接
し
て
区
分
し
に
く
い
所
が
あ
る
。
自
然
界
か
ら
の

直
接
取
得
に
対
し
、
家
政
に
必
要
な
も
の
を
交
易
に
よ
っ
て
入
手
す
る
間
接
取
得
が
あ
る
。
た
と
え
決
済
の
便
宜
の
た
め
通
貨
が
利

用
さ
れ
て
も
、
初
期
の
交
易
は
自
然
に
も
と
ら
ず
、
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
。
通
貨
が
発
明
さ
れ
た
の
は
、
交
易
に
必
要
だ
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
は
家
に
と
っ
て
間
接
取
得
で
あ
り
、
金
銭
の
形
で
取
得
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
取
得
も
ま
た
自
然
と
さ
れ
る
。
入
手
さ

れ
た
金
銭
は
、
家
計
の
必
要
を
み
た
す
品
々
の
総
和
と
考
え
ら
れ
た
。



こ
の
間
接
的
自
然
取
得
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
に
商
業

(23LP止
命
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
「
こ
れ
は
技
巧
と
修
練
の
わ
ざ
で

(
9
)
 

あ
っ
て
、
自
然
の
わ
ざ
で
は
な
い
」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
い
う
。
こ
れ
は
品
物
を
売
る
と
き
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
利
益
を
収
め

ょ
う
と
す
る
わ
ざ
で
あ
る
。
交
易
の
目
的
は
、

レ
ま
や
自
然
な
需
要
を
満
た
す
こ
と
で
は
な
い
。
で
き
る
だ
け
高
い
貨
幣
の
山
を
積

み
上
げ
よ
う
と
し
て
、
止
ま
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
富
へ
の
願
望
と
化
す
る
。
自
然
な
取
得
術
は
や
が
て
商
業
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
誤

解
さ
れ
る
。
こ
こ
に
相
容
れ
な
い
こ
つ
の
取
得
の
わ
ざ
が
あ
る
。
自
然
な
富
と
自
然
な
取
得
は
家
政
の
わ
ざ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
他
方

不
自
然
な
技
巧
的
取
得
は
、

い
わ
ゆ
る
商
業
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
物
を
得
ょ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
物
を
売
ろ
う
と
す
る
だ
け
で

あ
る
。
売
っ
て
も
う
け
た
金
銭
だ
け
に
関
心
が
あ
る
。
金
も
う
け
を
目
的
と
す
る
こ
の
行
為
こ
そ
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
拒
否
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
間
の
力
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
勇
気
は
金
を
集
め
る
こ
と
な
ど
に
使
わ
ず
、
英
雄
的

行
為
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
発
揮
せ
よ
。
金
は
人
聞
が
感
覚
的
享
楽
を
も
と
め
る
と
き
集
め
る
も
の
だ
か
ら
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
金
銭

と
商
業
に
つ
レ
て
の
評
価
は
こ
こ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
中
世
ス
コ
ラ
学
の
完
成
者
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
商
業
に
関
す
る
言
葉
を
引
い
て
み
よ
う
。
お
よ
そ
中
世
人
が
商
業
に

つ
い
て
考
え
た
事
柄
の
公
約
数
が
こ
こ
に
あ
る
。
彼
は
物
品
の
交
換
に
二
種
類
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
「
レ
わ
ば
自
然
な
必
要
か
ら
お

」る」

z
z
g
S
E
E
-
-朗

自

門

口

柑

n
何
回
帥
釦
江
釦
}
交
換
だ
と
い
う
。
生
活
の
必
要
を
み
た
す
た
め
物
と
物
、
物
と
金
が
交
換
さ
れ
る
。
商

人
は
こ
れ
に
係
ら
な
い
。
投
機
的
要
素
は
こ
こ
に
な
い
。
現
実
に
不
足
す
る
も
の
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
本
人
同
志
交
換
す
る
。

注目白

5
5
8
B
B
c
g
z
o
E
Z宮
丘
町
回
目
的
丹
〈
刊
一
号
ロ
釦
ユ

O
E
B
包
母
ロ

m
E
2・
s
Z
5
2
5
2日
告
2
m
E
B
E
a
mロ
RWM明ロ
Oロ匂円
0

・

-
U
H
R
B帥
ロ

2
2
8ユ
白
師
三
S
F
白
色
官
。
宮
内
『

-
z
n
E
S
S
5
0門
司
ロ
色
戸
園
田
一
色
町
曲

ae--島
町
民
国
ロ
柑
問
。

zhE。
官
。
胃
尽
三
a
o
Z『白色

商
業
の
道
義
に
つ
い
て

。
五



商
業
の
道
義
に
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い
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一O
六

官
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唱
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C
自
問

v
Z
E
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Z
E
E
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も
う
一
つ
別
の
交
換
は
通
貨
を
通
貨
に
変
え
る
か
、
何
か
の
物
を
通
貨
に
変
え
る
の
で
あ
る
が
、
生
活
に
必
要
な
も
の
を
手
に

す
る
た
め
で
は
な
い
。
金
も
う
け
の
た
め
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
本
来
商
売
人
の
す
る
商
売
な
の
で

あ
る
。

商
売
の
本
質
は
交
易
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
こ
と
。
商
う
と
は
、
「
よ
り
高
く
売
る
た
め
に
、
あ
る
が
上
に
買
っ
て
お
く
」

(
白
色

『

M
o
n
g
H
F
Z
Z
2
5
4-S
E
C
-」
と
で
あ
る
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
が
物
の
交
換
、
交
易
に
強
く
も
と
め
る
こ
と
は
取
引
の
正
当

性
で
あ
る
。

お
よ
そ
二
人
の
人
が
向
か
レ
あ
う
と
き
、

一
方
の
与
え
る
も
の
が
、
他
方
の
も
と
め
に
か
な
い
、
同
一
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
正
当
、
正
義
と
い
う
語
は
合
致
(
包
忠
告
主
O
)

と
も
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
目
安
と
し
て
、
甲
が
乙
に
渡
す
品
と
乙

が
甲
に
渡
す
品
が
等
価
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
大
工
と
靴
屋
の
聞
に
正
当
な
取
引
が
さ
れ
る
と
す
る
。
大
工
が
靴
屋
の
小
屋
を
建

て
る
た
め
調
達
す
る
木
材
、
粘
土
、
麦
わ
ら
の
費
用
と
大
工
の
三
十
日
間
の
労
働
が
、
大
工
と
そ
の
女
房
、
子
供
が
五
年
間
で
は
き

つ
ぶ
す
皮
靴
数
十
足
と
等
し
い
価
値
を
持
つ
と
両
者
が
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
相
手
が
自
分
に
与
え
た
材
料
と
労
力
を
、

自
分
か
ら
相
手
へ
の
供
与
に
よ
っ
て
慰
め
、

か
つ
償
う
と
い
う
心
情
が
当
事
者
に
あ
っ
た
。
取
引
き
す
る
も
の
は
相
互
に
感
謝
し
慰

め
合
う
の
で
あ
る
。

物
の
交
換
が
一
般
化
し
、
広
い
地
域
で
行
わ
れ
る
と
、
売
買
を
仲
立
ち
す
る
も
の
が
必
要
と
な
る
。
金
、
銀
、
鉄
は
熔
い
て
、
装

身
具
、
容
器
、
武
器
と
な
り
、
値
打
ち
が
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
刻
印
し
て
重
量
を
保
証
し
、
交
易
の
仲
介
と
な
っ
た
。
貨
幣
が
で



き
る
と
、
こ
れ
が
品
物
の
価
値
を
計
り
、
値
段
が
数
で
示
さ
れ
る
。
品
物
が
生
ま
れ
る
ま
で
の
原
料
や
労
力
が
数
字
で
示
さ
れ
、
正

当
な
取
引
の
指
標
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
麦
と
ワ
イ
ン
の
交
換
率
は
、
こ
の
二
つ
が
自
然
界
に
占
め
る
固
定
的
な
序
列
に
よ
っ
て
決

ま
っ
て
い
た
。
だ
が
通
貨
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
を
評
価
す
れ
ば
、
各
年
度
の
収
量
と
品
質
か
ら
決
ま
っ
て
く
る
市
場
の
人
気
や
需
要
を

鋭
敏
に
反
映
す
る
。
通
貨
の
発
明
は
交
換
の
成
立
に
も
大
き
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
ワ
イ
ン
を
持
つ
人
と
穀
物
を
持
つ
人
が
出
会
う
。

前
者
は
有
り
あ
ま
る
ワ
イ
ン
を
持
ち
、
ま
た
穀
物
を
当
面
必
要
と
し
な
い
。
後
者
は
ワ
イ
ン
を
欲
し
が
っ
て
い
る
。
物
々
交
換
の
時

代
に
、
こ
の
二
人
の
取
引
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
貨
幣
経
済
と
な
れ
ば
様
子
は
変
わ
る
。
金
銭
が
後
日
必
要
と
な
る
物
資
の

担
保
と
な
る

s
a
a
c
a
o
H
E
E
g
m
ロ
ong岳
色
。
。

ワ
イ
ン
を
持
つ
人
は
数
ヶ
月
後
に
穀
物
を
欲
し
が
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
今
の

う
ち
ワ
イ
ン
を
渡
し
て
支
払
レ
を
受
け
て
お
く
。

金
銭
は
複
数
の
働
き
を
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
レ
ろ
い
ろ
な
物
品
の
値
打
ち
を
計
り
、
そ
れ
を
数
値
で
表
わ
す
物
差
と
な
る
。
次
に

物
の
交
換
を
代
行
す
る
決
済
手
段
で
あ
る
。
さ
ら
に
物
の
価
値
の
消
失
を
防
ぐ
換
算
手
段
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
金
銭
に
本
来
的
に
備

わ
る
機
能
で
は
な
い
。
人
が
決
め
た
約
束
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
。
金
銭
で
表
わ
さ
れ
る
物
の
値
段
は
、
購
買
者
の
欲
求
と
レ
う
主
観
的
要

素
に
よ
っ
て
大
き
く
変
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
売
買
当
事
者
の
自
由
に
な
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
売
買
が
人
の
分

業
を
基
盤
と
す
る
共
同
社
会
で
行
わ
れ
る
以
上
、
分
業
の
状
態
が
破
壊
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
住
む
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
物

を
作
っ
て
い
る
以
上
、
職
人
は
だ
れ
も
原
料
と
労
力
を
償
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
靴
屋
は
損
す
る
た
め
に
靴
を
作
る
の
で
は
な
い
。

工
賃
の
補
償
こ
そ
は
分
業
社
会
が
存
続
す
る
必
要
条
件
だ
と
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
は
い
う
。
主
観
的
な
物
の
価
値
は
、
中

世
社
会
の
中
で
限
り
な
く
客
観
的
な
価
値
に
近
づ
く
。
当
時
の
町
や
集
落
に
住
む
人
の
す
べ
て
に
求
め
ら
れ
た
了
解
事
項
が
、
そ
れ

を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
《
自
己
主
E
E
釦ユ
5
2
8
E
v
-
z
i
8
5
2
σ

刷。ョ
5
E
g
g
s
g
R
m
p
n伊丹
n
E
g丹
冊
目
・
》
「
多
く
の
職
人
衆

商
業
の
道
義
に
つ
い
て

一O
七



商
業
の
道
義
に
つ
い
て

0 
A 

が
、
お
た
が
レ
の
た
め
の
奉
仕
と
心
得
て
仕
事
を
つ
守つ
け
る
こ
と
が
町
を
存
続
さ
せ
て
い
る
。
」
市
民
は
別
々
の
仕
事
を
持
ち
、

人
で
は
わ
ず
か
な
こ
と
し
か
出
来
な
い
が
、
半
分
は
他
人
の
た
め
に
働
く
の
だ
と
い
う
気
持
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
こ
そ

人
の
社
会
は
保
た
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
者
は
中
世
の
社
会
奉
仕
的
な
提
供
を
理
想
と
し
な
が
ら
、
現
実
に
存
在
し

た
反
社
会
的
な
事
例
も
見
落
と
し
て
い
な
い
。
意
図
的
な
欺
楠
商
品
の
第
一
は
品
物
の
形
状
的
欠
陥
主
丘
町

n
E回

師
。
ロ
ロ
ロ
仏
ロ
ヨ

者四
n
F
O
B
B
F
)
で
あ
る
。
偽
物
の
金
や
水
で
割
っ
た
ワ
イ
ン
を
、
本
物
で
ま
ぜ
物
な
し
と
言
い
張
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
量

自
の
欠
陥
色
丘
町

n
E
Z柑ロロロ
E
S
S
C自
己
冨
お
B
)
で
あ
る
。

に
せ
の
分
銅
、
物
差
を
用
い
て
売
る
。
第
三
に
は
品
質
の
部
分
的
欠
陥

(
a
a
2
E師
伺
何
回
同
釦
吋
門
司
告
白

-FEU)。
病
気
も
ち
の
馬
を
達
者
な
馬
と
い
つ
わ
り
売
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
売
手
は
買
手
に
品
物
を

よ
く
吟
味
さ
せ
、
何
も
い
わ
れ
ぬ
先
に
値
を
引
く
べ
き
で
あ
る
。

商
人
は
仕
入
れ
て
売
る
こ
と
に
よ
り
値
ざ
や
を
か
せ
ぐ
。
こ
の
利
潤
は
正
当
と
さ
れ
ょ
う
か
。
こ
の
地
に
不
足
し
、

か
の
地
に
有

り
あ
ま
る
物
資
を
運
び
こ
め
ば
、
こ
の
地
の
民
は
感
謝
す
る
。
商
人
の
活
動
が
、
全
体
の
よ
き
共
存
の
た
め
に
、
成
員
の
そ
れ
ぞ
れ

が
奉
仕
す
る
と
い
う
中
世
社
会
の
理
想
に
か
な
う
限
り
許
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
の
利
は
い
わ
ば
仕
入
れ
、
転
送
、
販
売
の
労
賃

(ロ)

程
度

Z
g
a
E宮
E
Z自
E
σ
oユ
帥
)
で
あ
る
べ
き
だ
と
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
は
説
く
。
と
く
に
商
人
は
隣
人
を
欺
い
て
は
な
ら

ぬ
。
仕
入
れ
値
、
売
り
値
は
適
正
で
あ
る
べ
く
、
商
人
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
レ
う
「
慎
み
深
い
利
潤
」

(
E
E
。q忘
弓
S
る
だ
け
が
許

さ
れ
る
。
商
業
に
は
留
め
ど
な
く
利
を
追
求
す
る
荒
均
し
い
欲
望
が
宿
っ
て
い
る
が
、
利
益
を
最
終
目
標
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

ぃ
。
あ
え
て
商
業
の
本
性
を
押
さ
え
、
「
高
貴
か
つ
必
須
の
目
標
」

S
E
こ
5
5
a
E
J邑
ロ
叩
n
g
g
z
E
)
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

商
人
が
わ
が
家
族
を
養
い
、
困
窮
者
に
ほ
ど
こ
す
。
ま
た
は
祖
国
に
と
.ほ
し
い
物
産
を
他
国
で
買
い
つ
け
、
同
胞
を
喜
ば
せ
る
な
ど

で
あ
る
。
中
世
の
民
衆
が
権
力
者
の
施
し
に
格
別
の
倫
理
的
な
意
味
を
見
出
し
た
よ
う
に
、
持
て
る
商
人
の
利
の
追
求
は
、
広
く
社



会
を
利
す
る
意
図
が
な
け
れ
ば
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
商
業
と
い
え
ど
物
々
交
換
の
道
義
の
影
を
濃
く
引
い
て
レ
る
時
代
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
商
売
根
性
は
、
個
人
が
共
同
社
会
の
維
持
の
た
め
職
業
に
よ
っ
て
貢
献
す
る
立
場
と
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
。
商
い
す

る
個
人
は
他
を
置
き
去
り
に
、
わ
れ
一
人
の
利
益
を
追
求
し
た
が
る
。
十
三
世
紀
は
商
業
の
芽
生
え
が
、
前
時
代
の
道
徳
の
支
配
下

に
ま
だ
た
め
ら
い
の
色
濃
く
、

し
か
も
自
立
し
よ
う
と
す
る
面
白
い
時
代
で
あ
る
。
族
長
時
代
の
道
徳
が
、
人
間
の
利
己
的
な
本
能

と
対
決
す
る
と
き
、
大
き
な
実
験
を
前
に
批
判
力
の
弱
い
人
聞
が
途
方
に
く
れ
て
い
た
。
節
度
あ
る
共
同
生
活
が
崩
れ
る
と
、
人
間

の
歎
ま
ん
が
吹
き
だ
す
。
欲
望
の
衝
突
が
、
人
間
に
あ
る
か
ぎ
り
の
矛
盾
を
形
に
し
て
見
せ
た
時
代
で
あ
る
。

托
鉢
修
道
会
僧
ベ
ル
ト
ル
ト
は
民
衆
と
と
も
に
時
代
の
混
乱
を
考
え
、
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
彼
の
説
教
は
、

当
時
の
社
会
を
構
成
し
た
す
べ
て
の
職
業
の
役
割
を
再
吟
味
し
て
い
る
。
キ
リ

ス
ト
教
世
界
の
指
導
者
と
し
て
、
神
か
ら
こ
の
世
を

ゆ
だ
ね
ら
れ
た
聖
職
者
が
最
も
高
い
地
位
に
あ
る
。
教
皇
、
総
大
司
教
、
枢
機
卿
、
大
司
教
、
首
席
司
祭
、
助
祭
、
副
助
祭
、
司
教

補
佐
、
主
任
司
祭
、
司
祭
補
、
教
皇
使
節
、
修
道
院
長
、
尼
僧
院
長
、

シ
ト
l
派
修
道
僧
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
僧
、
既
足
修
道

士
、
免
罪
説
教
僧
な
ど
で
あ
る
。
次
に
は
地
上
の
行
政
を
つ
か
さ
ど
る
騎
士
階
級
。
皇
帝
、
王
、
公
爵
、
宮
中
伯
、
方
伯
、
辺
境
伯
、

騎
士
、
顧
問
官
、
裁
判
官
、
代
弁
人
、
代
官
、
家
人
で
あ
る
。
そ
の
下
に
市
民
、
商
人
、
職
人
の
階
層
。
小
商
人
、
旅
館
業
、

ノ、

ン

焼
き
、
肉
屋
、
粉
屋
、
羊
毛
を
つ
む
ぐ
女
、
羊
毛
織
工
、
仕
立
屋
、
外
套
作
り
、
古
着
仕
立
直
し
、
皮
な
め
し
職
、
靴
屋
、
鍛
冶
屋
、

金
細
工
師
、
貨
幣
鋳
造
師
、

ろ
く
ろ
師
、
大
工
、
石
工
。
そ
の
外
に
農
夫
、
女
刈
り
入
れ
人
、

日
傭
い
、
女
中
、
下
男
、
医
師
、
娼

婦
、
取
り
持
ち
女
。

今
の
世
を
傾
け
た
責
任
は
彼
ら
の
職
務
不
履
行
と
怠
慢
に
あ
る
。
彼
の
説
教
の
レ
く
つ
か
は
こ
の
判
断
か
ら
、

い
わ
ば
全
職
業
総

ざ
ん
げ
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
俗
世
を
指
導
す
る
位
置
に
あ
る
僧
侶
階
級
に
批
判
が
集
ま
る
は
ず
で
あ
る
が
、
ベ
ル

商
業
の
道
義
に
つ
い
て

一O
九



商
業
の
道
義
に
つ
い
て

。

ト
ル
ト
の
毒
舌
も
相
手
が
教
皇
、
高
級
聖
職
者
で
は
な
ぜ
か
冴
え
な
い
。
聖
な
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
社
会
が
よ
き
指
導
者
を
持
た
ぬ

こ
と
に
、
す
べ
て
の
地
上
の
悪
は
由
来
す
る
と
説
い
た
あ
と
、
聖
職
者
批
判
が
か
な
り
具
体
的
な
形
を
と
る
部
分
も
あ
る
。
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ロ

σ刊
ロ
ロ
内
回
世
間
同
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O円
而
ロ
ロ
色
白
ロ
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町
巳
・

A
-
一
回
)

ロロ門田町ロ・

司
教
は
じ
め
高
位
聖
職
者
の
方
々
、
神
が
あ
な
た
方
に
美
し
い
生
活
や
高
き
地
位
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
全
能
な
る
神
の
民
と

そ
の
信
仰
を
、
正
し
く
み
ち
び
い
て
守
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
俗
世
の
統
治
者
は
将
棋
盤
も
娯
楽
も
鷹
狩
も
す
べ
て
投
げ
出
し
、

よ
き
主
人
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
守
り
レ
つ
く
し
む
こ
と
に
専
念
さ
れ
よ
。
他
人
の
命
と
財
産
と
身
内
に
害
を
及
ぼ
そ
う
と

レ
う
も
の
が
仮
に
も
現
れ
ぬ
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
。

風
俗
の
乱
れ
、

不
正
の
横
行
を
防
ぐ
こ
と
こ
そ
聖
職
者
と
王
侯
の
務
め
で
あ
る
と
し
、
彼
ら
の
十
分
な
監
視
を
促
す
。
し
か
し
こ

の
僧
が
庶
民
の
行
動
を
批
判
し
は
じ
め
る
と
、
言
葉
は
急
に
生
彩
を
待
び
る
。
困
窮
の
果
て
に
人
び
と
は
浅
ま
し
い
行
動
に
及
ぶ
。
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商
業
の
道
義
に
つ
い
て

靴
墨
よ
、

お
ま
え
は
底
皮
も
表
皮
も
火
で
あ
ぶ
り
、
硬
く
し
て
か
ら
い
う
「
だ
ん
な
、
こ
の
通
り
厚
い
皮
を
使
っ
て
い
ま
す
。
」

客
が
そ
れ
を
履
い
て
も
、

一
週
間
歩
け
る
も
の
で
は
な
い
。
詐
欺
師
め
、

お
ま
え
は
下
積
み
の
人
聞
を
大
ぜ
い
こ
の
手
で
だ
ま

し
て
お
る
が
、

さ
す
が
に
お
偉
方
を
だ
ま
す
勇
気
は
な
い
。
ま
た
ワ
イ
ン
を
売
り
歩
く
も
の
よ
、

お
ま
え
も
正
し
い
商
い
を
す

る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
時
に
は
ワ
イ
ン
に
水
を
ま
ぜ
る
。
傷
ん
だ
ワ
イ
ン
を
よ
い
の
に
ま
ぜ
る
。
そ
れ
を
飲
ん
で
重
い
病
に

か
か
る
の
が
い
る
。
ま
た
お
ま
え
は
泥
棒
で
あ
る
。

ワ
イ
ン
を
正
し
い
升
で
計
っ
て
売
っ
て
お
ら
ぬ
で
は
な
い
か
。
客
に
渡
さ

ぬ
分
は
、
す
な
わ
ち
盗
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
客
に
返
さ
ぬ
限
り
、

お
ま
え
の
魂
は
救
わ
れ
ぬ
ぞ
。
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ロ
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色
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骨
印
ロ
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円
師
同
・

こ
の
不
実
な
る
詐
欺
師
め
。
毛
皮
の
下
の
肉
、
が
白
く
色
を
変
え
る
ま
で
、
表
に
毛
皮
を
残
し
て
お
く
。
皮
が
上
に
付
い
て
る
か

ぎ
り
、
新
鮮
な
よ
い
肉
だ
と
正
直
者
は
思
い
こ
む
。
だ
が
中
で
は
腐
っ
て
い
る
の
だ
。
正
直
な
男
は
こ
れ
を
食
べ
て
死
に
も
す



る
、
ま
た
患
う
て
苦
し
み
も
す
る
。
詐
欺
師
の
上
に
お
ま
え
は
人
殺
し
で
あ
る
ぞ
。
ゆ
え
に
市
当
局
は
厳
命
し
、
夏
場
小
牛
、

学
な
ど
解
体
す
る
と
き
は
、

た
だ
ち
に
皮
を
む
き
丸
裸
と
な
し
、
尊
敬
で
き
る
人
、
二
人
ま
た
は
四
人
を
立
会
人
と
し
て
、
屠

殺
時
期
の
適
正
、
病
気
持
ち
の
肉
で
な
い
こ
と
を
保
証
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

日
常
的
に
見
ら
れ
た
職
人
の
詐
欺
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、

一
つ
一
つ
が
悪
の
企
み
と
し
て
小
説
の
素
材
と
な
り
得
る
。
昔
の
人
の

行
動
は
、
そ
の
単
純
さ
も
、
愚
か
し
き
も
力
強
く
表
れ
た
。
だ
ま
さ
れ
易
い
人
間
も
多
か
っ
た
と
見
え
る
。
単
純
な
悪
が
成
功
す
る

た
め
に
は
、
中
世
の
愚
直
者
が
そ
こ
に
居
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
純
な
人
間
同
志
が
売
買
す
る
、
両
者
の
意
図
、
善
悪
は
お
お
う
ベ

く
も
な
く
鮮
明
で
あ
る
。
何
を
手
渡
し
、
受
け
と
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
商
業
の
原
点
に
お
い
て
こ
そ
、
人
間
行

為
の
倫
理
性
が
隠
れ
よ
う
も
な
く
関
わ
れ
て
い
る
。
商
業
は
後
年
仕
入
れ
と
販
売
に
複
雑
な
迷
路
を
発
明
し
た
。
そ
こ
に
悪
い
意
図

が
あ
ろ
う
と
も
、
売
買
過
程
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
見
え
な
く
す
る
技
術
も
開
発
し
た
の
で
あ
る
。
遠
い
昔
、
悪
人
も
善
人
も
ひ
と
し
く

正
直
者
で
あ
っ
た
時
代
が
あ
る
。
彼
ら
の
群
を
今
し
ば
ら
く
歩
か
せ
て
観
賞
し
て
み
よ
う
。

U
R
包
ロ
仲
間

o
-
z
g
E
P
-
-
g包
ロ
ロ
ヨ
豆
町
ロ
ロ
色
白
ロ
色
町
円
回
目

E
O
Zロ
色
町
立

B
Z『
-
E
B
o
n同
R
U
mロ
朗
自
広
伺
ロ
ロ
島
町

2
2
5
R
-
a
m
丘町

朗
自
豆
町
ロ

WCロ
ロ
刊
ロ
・
ロ
ロ
色
町
丘
町
』
ロ

5
2
N
mロ
ロ
ロ
色
野
町

Z
m
z
p
o
n
r
w
H
2
5
5
2
-
0
5
包
伺
仏

m
w
E
z
g
mロ
・
白
色
口
金
田
町

oam円」
g
p
丘
町
ヨ
=

同
回
一
ロ
ヨ
『

-aEen出
m
F
8
5
E
曲
-
-
o
g
B円
NZO
伺
5
8回目円。
5
・
C
ロ
色
町
会

w『
B
C
Fお
自
由
ロ

o
c
n
y
n
r
t
aロ
司
君
吋
柏
町
内
ロ

σ
0
5・
C
ロ
m
H
司朗日刊

師
三
ロ
円
釦

-
z
g国
民
個
刊

E
z
dそ司
Zロ
向
田
町
間
何
者
向
伺
円
四
回
同
ロ
呂
町
町

g
a
g
-
印
一
冊
呈
『

roロ
宮
田
町
者
向

r
o
n
H
2
E
G江
戸
堤
富
円
回
目

g
o毘
宮
内
同
四
日

曲
邑
広
三
一
位
ヨ

σ0『
}E丹市ロロ門田町一朗再開
Fロ
g
g
N
g・
C
白色

A
w
g
F
H
-
n
g
Z
5
g岡
町
垣
内
『
}
ア
丘
町

E
-
E
E
Z
S
2
8
R
8胸
骨

2
2・
島
町
商
品
向
者
刊
『
}
円
相

商
業
の
道
義
に
つ
い
て

一
一一



便事眠
Q
網
調
書
記
子
ム
ν

1
 1
 gj 

m
a
n
i
g
e
z
 werde. 

1st ez furgrif，
 so solt d

u
 niht deste balder d

a
 v
o
n
 ilen

，
 

daz d
u
 sin schiere abe k

u
m
e
s
t
 u
n
d
e
 d
a
z
 

ez uber ein jar oder uber zwei dernider vaUe; d
u
 solt ez mit triuwen wirken

，
 reht in der wise als o

b
 ez din selbes 

w
a
r
e
:
 s
δ
s
a
h
e
s
t
 d
u
 gerne

，
 wie getriuweliche m

a
n
 dir wurhte

.
 AIs gerne d

u
 sahest

，
 daz m

a
n
 dir getriuweliche 

wurhte
，
 als getriuweliche soltu d

i
n
e
m
 n
a
h
s
t
e
n
 tuon. 

E
z
 sIn goltsmide oder ander smide

，
 sw
a
z
 sie w

u
r
k
e
n
，
 d位

sulnt sie 
getriuwelichen wirken

.
 D
u
 slehst etewenne ein isin 

a
n
 ein ros

，
 d田

ist
itel 

kis
，
 un
d
e
 get 

lihte dar uffe 

k
u
m
e
 eine mile

，
 

u
n
z
 daz ez zerbrichet

，
 

u
n
d
e
 m
a
c
 der v

o
n
 erlamen oder er m

a
c
 d
a
 v
o
n
 gevangen w

e
r
d
e
n
 oder d

e
n
 

(16) 

IIp verliesen; oder einem erbeitenden m
a
n
n
e
，
 

der ez tegelichen m
e
n
t
 u
n
d
e
 trIben m

u
o
z
 in w

a
g
e
n
 u
n
d
 in pfluoge. 

ムJ
兵
必
士
~4倒

壊
同
撞
'
~
語

t~量
姻
榊
'

時
J
Q
ミヨ

Q
4同
盟
主
要
H

瞳，
+<H' 

~極
H
'

時
J
Q

主l:lQ
~
援
匁
饗
'
同
H
'
 >(1，-， 

>
(
1
撞
'
写

会
l母
~
(
'
ν
切
れ
担
怖
会
)
.
.
.
.
)
ム
~
"
"
~
'

)J
兵
心
番
〈
笠
通
m
l&:B

千
J-lQ ('ν'

必
v
ν
J
ミ
必
Jミ.Q-<-i.2必千

J-
l
Q
l
Q
。
錨
心
!!m

埋!!!:，.

..1J....Jν
寧

)J
""剖，

1く
H
'
同
H

>~
吋
'
-
'
~
子
。
抑
E合
唱
E
ム
や
重
量
け
れ
.
.
1
J
'

:;J~千).，9士:11硲
t会
出
岨
千

J相
成
田
皿
t
J
;
'
:
き
き
と
~
百
ム

4ミ

-.2
0

 
1
 m
ム
v
必
Q
富
士
~
'

tJ冷1JlQ
:
;
J
会
記
怖

Fる
~
'
-
'
や
.
(
'
v
'
吋
"
"
~
'

4ご
れ

J.
.
1
J
体
制
老

:~-i.2.s;;-......)ν!!;':さも工、.Q
O

制-i.2掘さご

~ム記怖..1J;':当時..1J'噸主1\作
品

)t頃'-'
....J'初

F
れ

J..1J主:[，瞭会l議
:
ば
ν
1
.
叶

4ミ
11社

J
ν
軍
事
~
l
Q
吋
"
"
必

.，9Q
会

l是
と
や
ν
竺
必

必
.
Q

O
F
'
(
ド
ば
佃
(
R
Q

.，9
Q
会

I是士約ム-/，，，，，;':さ眠草ヒ千)~語句K
~
と
l
Q
Q

;_j
~
O

~号制，~..1Jト)
.，9' 

毒
自
-
<
毛
，
~
ぶ

)J
~
ν
持
制
，
~

Q
-i.2~~

竃
ム
ν
'
-
'
~
~

'!!""~....):"
0
 
~
-
<
京
橋
傾
会
)
~
キ

JトJi量
三
ν

'-'~
lQ
Q
~
~
~

-i.2ム
必
心
'
∞
4ミ4

蓄基
-
<
Q

-i.2~

~
幅
制
会
)
~
キ
)
l
Q
.
，
9
Q
;
_
j
命
。
司
同
事
同
患
千
)
-
l
Q
:
;
ヰ
'
時
J
Q

ミl:lQ
~
雲
H
畠
千
J
-lQ:;ごとlQ..1JA!1J制l'

-i.2.，9Q
!
!
1峠
阻
皿
~
と
の
4

Q
吋
。
れ

Jト
)
~
耳
制
ANt￡

醤
桜
H

..1J....)ν
，

-lQlQ久
JA!1J-<

Q
峻
Q
ó
:
ト
起
は
ま
話
会

lに
や
.
.
1
J
←
点
。
時

J:;二
五
綴
，
~
ν
必

JL
披
毒
~
Q

Hjg



ム
ま
経
口
付

F
出!r

:R
1
ト
ャ
弐
.
，
G
l
*
，
~
ミ
.
Q
，
.
、
点
以
縦
士
三
罰
~
'

æ
{
~
r1t>身(J:いの。'*'..+ヰ'会匝長困千J\朕

F
ν

I'(l-<~会姐
2蓄
は
や
兵
制

的
'
佳
央

j模
火

J~帆
弐

jム
心
，

J-吋1d.
..，GJ~ぎの。軍榊..lJぷz総

会
l罵~"""剖~+l<.，Gl~楢E

峻
会

J明
F
ν
寧
ニ
ν

_.jの
も
'
持
制

AI
-
(
~
ミ
必
剰

1長
州
，

J'れ
お
の
，

J
心
11

0

撞
瓢

1
:挺
o
a
g
制
後
-
<
0
倍
以
.
，
G
l
~
ミ
ム
JミI'(lO

~
~
必
~
~
毒
言
及
.
-
)
'
~
S:!;! -< 0

 ~制
告
会
14ミ

合
的
。
~
盤
以
-
I
Q
~
~
~
宮
ピ
主

L
:t!' 

毒~
o
~限

HI
I
I
(
ト
必
制
~
{
:
:
!
擢
眼
会

j昔
、
冷
，

J..lJ':R -IQ 
(' 
~
O
 
，J

 0
運!!!:t!

~..lJヘミ入j←
Y
ν
e
醤
事
*Jど
然
却
さ

1-<
以
制
+
<
将
棋
縦
長

l戸f~"""

.，GlO
..lJ....)ν~担

Jν_:;'
I'(l。

九
奇
~
心
巨
?
里
E
毒~
O

ヨヨ-414ム
付
限

HIII(O~m~蛍
笠
，

J
_足!ぜ:.-\)轄心ドー'きといやrAI

-
(
I
'
(
l
~
旧
民
五
時
(
'
~
。
選
手
会

lと:

F
ν
眠
時
，

J
心
O
~
聞
記
会

J~::'
や
~
の
き
単
後
，

~霊
H

\N
O
を
千

J
.，GlれJ

二
，

J
心
者
士
心
o
醤
〈
お

j融
構
か
の
O
:
t
!
矧
緩
や
尚
子
。
。

W
a
n
 ez ist etelich a

m
t
，
 

d
e
m
 d
u
 niemer rehte getuon maht; des solt d

u
 dich abe tuon: als wurfeler u

n
d
 schappeler 

u
n
d
e
 die diu langen mezzer slahent

，
 da
 m
a
n
i
c
 m
e
n
s
c
h
e
 mit ermordet wirt. 

W
a
n
d
e
 die wurfeler die m

u
g
e
n
t
 ir 

a
m
t
e
 niemer rehte getuon

，
 

sie geben wenic oder vil u
m
b
 einen pfenninc. 

D
u
 kanst i

m
 niemer rehte getuon，

 
d
a
 

v
o
n
 tuo dich sIn abe

，
 

oder dIner sele wirt niemer rat: w
a
n
 ez geschiht m

a
n
i
c
 tusent sunde v

o
n
 wurfelspil

，
 

die sus 

niemer geschahen: m
a
n
i
c
 tusent lIp 

u
n
d
e
 sele werdent verlorn

，
 

die sus niemer w
u
r
d
e
n
 verlorn

，
 

der niht wurfel 
(17) 

machte. 
D
a
 k
u
m
t
 v
o
n
 m
o
r
t
 u
n
d
e
 diepstal

，
 nit
，
 zorn u

n
d
e
 h

田
u
n
d
e
trakheit a

n
 gotes dienste. 

時
J
~

..lJ二，，.，，
O

..，GJ制..lJ.，Gl~当面毒事*..lJ首、，，(
~ヨム..，Gl

0
後
滅
。
ふ
-
I
Q
1
'
(
l
iミ
心
辺
。

IJ
'と
4当
記
十
時
主
L
:
t
!
同
吋
必
.
Q
'
ゐ
ム

4
ム
。
れ

J
二，

J

1煙事棋
Q
期制覇主

1
0
ム
ν

1
 1

 ¥吋



商
業
の
道
義
に
つ
い
て

~ /、

ろ
作
り
、
女
の
髪
飾
り
を
作
る
職
人
、
多
勢
の
人
を
殺
す
こ
と
に
な
る
太
刀
を
作
る
鍛
冶
な
ど
。
と
い
う
の
も
さ
い
こ
ろ
作
り

は
一
ペ
ニ
ー
も
ら
っ
て
何
個
ほ
ど
作
る
か
知
ら
ん
が
、
と
に
か
く
ま
と
も
な
職
業
で
は
な
い
。
人
の
歩
む
正
道
で
は
な
い
か
ら
、

今
す
ぐ
止
め
る
よ
う
に
。
で
な
い
と
お
ま
え
の
魂
は
地
獄
に
落
ち
る
の
だ
。
さ
い
こ
ろ
さ
え
無
け
れ
ば
起
こ
り
ょ
う
が
な
い
何

千
と
い
う
罪
悪
が
、
さ
い
こ
ろ
賭
博
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
お
る
。
さ
い
こ
ろ
を
作
る
も
の
が
居
な
け
れ
ば
失
わ
れ
る
こ
と
の
な

レ
何
千
と
い
う
肉
体
と
魂
が
失
わ
れ
て
お
る
。
さ
い
こ
ろ
か
ら
起
こ
る
悪
事
と
は
、
人
殺
し
、
盗
み
、
恨
み
、
怒
り
、
敵
意
、

そ
れ
に
不
信
心
だ
。

個
人
の
職
業
行
為
が
、

日
ご
ろ
ふ
れ
合
う
人
に
深
い
跡
を
残
さ
ず
に
す
ま
ぬ
。
拡
大
し
た
市
民
社
会
で
は
、
個
人
の
行
為
は
集
団

の
中
に
跡
形
も
な
く
失
せ
る
が
、
こ
こ
で
は
深
い
陰
影
を
引
き
な
が
ら
い
つ
ま
で
も
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
人
の
記
憶
か
ら
消
え
て
も
、

神
の
記
憶
を
の
が
れ
る
こ
と
は
な
い
。
簡
単
な
物
一
つ
作
っ
て
人
の
手
に
渡
す
こ
と
の
意
味
深
さ
が
正
面
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
。
人

聞
の
行
為
は
、
ど
れ
ほ
ど
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
跡
形
な
く
消
え
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
粗
雑
な
目
に
も
分
か
る
ほ

ど
大
き
い
結
果
が
残
ら
ぬ
限
り
、
人
の
行
為
は
消
え
た
も
の
と
信
じ
ら
れ
や
す
い
。

職
業
は
人
類
が
長
ら
く
社
会
的
献
身
、

ま
た
は
奉
仕
と
し
て
自
覚
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
職
業
は
、
当
人
が
そ
れ
と
一
体
と
な

る
と
き
、

つ
い
に
神
と
人
へ
の
奉
仕
と
な
る
。
近
代
の
職
業
概
念
は
、
と
く
に
こ
の
点
で
低
下
し
て
い
る
。
労
働
の
物
質
的
側
面
だ

け
が
評
価
さ
れ
て
、
職
業
の
人
間
的
な
意
味
、
本
来
的
な
意
味
が
ま
す
ま
す
排
除
さ
れ
る
。
職
場
の
神
経
症
患
者
や
劣
等
感
に
さ
レ

な
ま
れ
る
職
業
人
が
増
え
る
わ
け
で
あ
る
。
人
間
関
係
の
形
成
を
通
し
て
職
業
の
意
味
や
本
質
を
と
ら
え
る
こ
と
が
、
現
代
の
機
構

に
十
分
そ
な
わ
っ
て
い
な
い
。
現
在
の
職
業
労
働
は
人
聞
を
即
物
的
な
打
算
に
偏
ら
せ
た
。
労
働
の
非
個
性
化
が
人
の
職
業
生
活
の



中
身
を
う
ば
っ
た
の
で
あ
る
。

本
当
の
意
味
で
職
業
を
選
ん
だ
も
の
は
、
自
分
の
人
生
に
務
め
を
課
し
、
犠
牲
を
も
と
め
、
む
し
ろ
そ
こ
に
拠
り
所
を
得
て
い
る
。

生
活
の
資
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
二
の
次
で
あ
る
。
永
久
に
当
人
を
と
ら
え
る
価
値
あ
る
行
為
が
人
間
の
職
業
を
成
り
立
た
せ
た
。
職

人
が
家
で
作
っ
た
も
の
を
往
来
に
出
て
売
っ
て
レ
る
。
買
う
の
も
同
じ
集
落
の
顔
な
じ
み
で
あ
る
。
売
買
の
関
係
が
簡
単
な
だ
け
に
、

共
同
社
会
に
占
め
る
自
分
の
役
割
は
も
と
よ
り
明
白
で
あ
る
。
説
教
僧
は
「
他
人
が
誠
意
を
見
せ
て
働
い
て
く
れ
る
の
が
有
が
た
い

な
ら
、
自
分
も
隣
人
の
た
め
に
誠
意
を
見
せ
る
も
の
じ
ゃ
」
と
い
っ
た
。
こ
こ
に
は
恩
義
に
涙
し
、
損
害
に
復
讐
す
る
確
か
な
生
活

の
基
盤
が
あ
っ
た
。

ひ
と
り
の
行
為
は
つ
ね
に
複
数
の
目
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
職
人
や
商
人
の
悪
事
が
多
く
報

告
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
長
年
の
聞
に
こ
れ
ら
の
手
口
は
知
れ
わ
た
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
僧
は
第
一
発
見
者
な
の
で
は
な
く
、
積

年
の
悪
に
反
省
を
も
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
元
始
の
社
会
で
は
、
職
業
が
欲
得
ず
く
で
変
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
生

ま
れ
る
と
と
も
に
ほ
と
ん
ど
決
ま
っ
て
し
ま
う
生
活
の
枠
で
あ
っ
た
。
年
の
経
つ
う
ち
に
人
が
枠
を
み
た
し
て
、
枠
が
必
然
的
な
も

の
と
な
る
。
僧
は
ま
た
い
う
「
金
細
工
師
で
あ
れ
、
そ
の
他
の
細
工
師
で
あ
れ
、
作
る
と
き
ま
っ
た
も
の
は
真
面
目
に
作
る
も
の
よ
。
」

職
業
で
あ
れ
ば
、
欲
得
を
離
れ
て
だ
れ
し
も
深
い
決
意
を
そ
の
仕
事
ぶ
り
に
見
せ
な
け
れ
ば
い
か
ん
。
自
分
の
た
め
か
、
他
人
の
た

め
か
区
別
な
く
、
物
を
作
る
と
い
う
行
為
の
出
発
点
に
立
ち
か
え
れ
と
い
う
。
金
を
と
る
た
め
の
行
為
な
ら
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。

僧
は
何
気
な
い
言
葉
の
中
に
批
判
を
伏
せ
る
。
批
判
と
批
判
の
聞
に
、
同
時
代
の
お
び
た
だ
し
い
悪
の
群
像
が
居
な
ら
ぶ
。
聖
と

俗
の
至
近
の
対
決
か
ら
、
こ
の
時
代
に
そ
な
わ
る
純
粋
無
垢
な
力
の
大
き
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

ふ
た
た
び
悪
の
群
像
に
も
ど
る
な
ら

ば
、
家
一
軒
と
多
く
の
靴
を
交
換
す
る
と
き
の
よ
う
に
、
初
期
の
交
易
は
等
価
値
の
判
断
に
大
き
い
不
安
を
感
じ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
か
け
離
れ
た
二
つ
の
物
品
は
、
何
を
基
準
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
こ
に
こ
そ
商
業
の
悪
が
つ
け
入
る
す

商
業
の
道
義
に
つ
い
て

七
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商
人
の
言
葉
は
つ
ね
に
作
意
を
ふ
く
み
、
計
略
を
持
っ
て
レ
る
。
中
世
の
商
人
は
目
的
を
と
げ
る
た
め
、

キ
リ
ス
ト
や
聖
者
に
か

け
て
よ
く
誓
っ
て
み
せ
た
。
冒
漕
も
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
る
。
僧
が
商
人
の
言
葉
を
訂
正
す
る
一
節
が
あ
る
。
「
そ
の
値
段
で
は
高

す
ぎ
る
。
で
も
仕
方
が
な
い
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
を
買
う
た
め
に
来
た
ん
だ
か
ら
」
と
レ
う
お
ま
え
の
言
葉
も
こ
ん
な
風
に
改
め
る
べ

き
だ
。
「
先
ほ
ど
こ
ち
ら
が
い
っ
た
値
段
に
し
て
く
れ
た
ら
、
有
が
た
く
思
う
よ
。
そ
れ
が
で
き
な
い
な
ら
、
君
の
い
う
値
で
買
う

し
か
な
い
ね
。
」
お
ま
え
が
売
り
手
と
な
っ
た
と
き
、
罪
作
り
を
し
た
く
な
い
な
ら
、
こ
こ
で
も
取
引
き
に
誓
い
は
無
用
だ
。
「
あ
な

た
が
買
い
た
く
な
い
な
ら
、
別
の
人
が
だ
れ
か
買
う
だ
ろ
う
。
」
こ
う
い
っ
て
嘘
を
つ
か
ず
、
素
直
な
言
葉
使
い
を
す
る
も
の
だ
。

物
の
売
り
買
い
に
は
特
別
の
用
心
が
要
る
。
売
り
買
い
の
言
葉
次
第
で
は
幾
千
と
い
う
人
の
魂
が
地
獄
に
も
落
ち
る
。
商
い
に
詐
り
、

歎
き
、
嘘
の
誓
い
は
っ
き
も
の
で
、
あ
ま
り
多
く
て
数
え
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

売
り
買
い
す
る
と
き
に
ど
れ
ほ
ど
う
そ
詐
り
を

(問
)

レ
う
も
の
か
、
自
分
が
い
ち
ば
ん
覚
え
が
あ
ろ
う
。

僧
の
叱
正
を
か
ら
か
い
で
も
す
る
よ
う
に
、
説
教
の
中
の
悪
は
す
べ
て
の
職
業
分
野
に
跳
り
ょ
う
す
る
。
僧
の
熱
情
は
悪
を
正
す

ト
血
灯
、

ま
ず
悪
を
描
く
こ
と
に
注
が
れ
る
。
そ
の
言
葉
は
聴
衆
の
心
に
ま
ず
罵
倒
す
べ
き
も
の
を
呼
び
さ
ま
す
。
教
皇
周
辺
は
ひ
そ

か
に
聖
職
売
買
に
係
わ
り
、
僧
侶
の
妻
帯
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
ド

ミ
ニ
コ
会
修
道
僧
は
一
ペ
ニ
ー
の
免
罪
符
を
各
地
に
売
り
歩

レ
て
い
た
。
世
を
指
導
す
る
聖
職
者
に
腐
敗
が
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
混
乱
の
中
に
放
置
さ
れ
た
庶
民
も
目
先
の
利
益
に
目
が
く
ら
む
。

帽
子
作
り
が
手
抜
き
を
す
る
。
雨
降
り
に
か
ぶ
っ
て
出
て
首
筋
に
冷
た
い
も
の
が
流
れ
込
ま
ぬ
帽
子
は
今
で
は
珍
し
い
。
羊
毛
、
亜

麻
、
皮
革
を
使
っ
て
衣
類
を
仕
立
て
る
職
人
は
、
素
材
の
半
分
を
ピ
ン
は
ね
す
る
。
ウ
ー
ル
を
織
る
と
き
に
毛
を
混
ぜ
る
。
引
張
つ

て
丈
を
か
せ
ぐ
。
買
い
手
が
よ
い
服
地
と
思
っ
て
も
、
引
張
っ
た
も
の
は
ぼ
ろ
切
れ
に
等
し
い
。
羊
毛
を
紡
ぐ
女
も
泥
棒
す
る
。
少

商
業
の
道
義
に
つ
い
て

九



商
業
の
道
義
に
つ
い
て

一
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O

し
自
分
用
に
盗
ん
で
お
き
、
納
め
る
糸
は
湯
気
を
か
け
る
と
目
方

が
重
く
な
る
。
客
の
目
の
前
で
布
地
を
盗
む
ひ
ど
い
仕
立
屋
も
い

にせの物差を使う商人
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。
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老
町
何
ロ

0
2
a
o
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回
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町
昨
ロ
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同
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町
N
胴
何
者
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ロ

f
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A凶
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同
帥
鬼
門
H
D
回
目
ロ
ロ
仲
町
件
・

仕
立
屋
が
客
の
前
で
生
地
を
裁
っ
と
き
も
、

は
ば
か
ら
ず
に
盗
む
。
上
衣
の
裾
に
三
角
の
ふ
ち
飾
り
を
つ
け
な
が
ら
、
下
に
か

く
れ
た
幅
広
の
生
地
を
切
り
と
る
。
客
は
気
を
つ
け
た
つ
も
り
だ
が
、
盗
ま
れ
て
し
ま
う
。
ど
う
し
て
や
ら
れ
た
か
、
今
も
っ

て
気
が
つ
か
ぬ
。
布
地
た
っ
ぷ
り
の
服
を
着
て
い
る
つ
も
り
が
、
実
際
は
着
て
い
な
い
。

つ
づ
い
て
食
品
を
商
う
も
の
が
槍
玉
に
上
が
る
。
彼
ら
は
正
し
い
天
秤
と
分
銅
を
使
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
庖
に
に
せ
の
分
銅
を

置
く
や
つ
が
い
る
。
天
秤
が
商
品
の
乗
っ
た
皿
の
方
へ
か
し
ぐ
よ
う
手
で
操
作
す
る
。
客
は
商
品
を
買
っ
た
つ
も
り
で
も
、
じ
つ
は



受
け
と
っ
て
レ
な
い
。
そ
の
ほ
か
に
せ
の
物
差
を
使
う
や
つ
が
レ
る
。

ろ
う
そ
く
の
蝋
に
ま
ぜ
物
を
入
れ
る
、
油
に
水
や
ビ

l
ル
を

ま
ぜ
る
。
水
を
ワ
イ
ン
と
い
い
、
酵
母
で
ふ
く
ら
ま
せ
ば
空
気
も
パ
ン
と
レ
う
こ
と
が
で
き
る
。
子
を
産
ん
だ
母
豚
の
肉
を
去
勢
豚

と
い
っ
て
売
っ
て
お
る
。
産
祷
に
あ
る
女
性
や
潟
皿
直
後
の
人
、
そ
の
ほ
か
体
の
弱
っ
た
人
が
こ
れ
を
食
べ
る
と
死
ぬ
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
だ
ま
し
て
は
だ
ま
さ
れ
、
奪
つ
て
は
奪
い
返
さ
れ
る
こ
と
が
果
て
し
な
く
つ
づ
く
。

一
体
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
と
き
僧
ベ
ル
ト
ル
ト
の
一
き
わ
高
い
号
令
が
群
衆
の
上
に
響
き
わ
た
る
の
で
あ
る
。

「
な
ぜ
私
が
泥
棒
の
や
り
方
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
講
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
か
。
仲
間
の
だ
れ
か
が
親
切
に
教
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ

れ
そ
れ
が
彼
そ
れ
か
ら
盗
む
と
、
翌
日
は
ま
た
彼
そ
れ
が
本
職
に
物
い
わ
せ
て
、

だ
れ
そ
れ
か
ら
盗
み
返
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
る
。

そ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
、

お
ま
え
た
ち
少
し
も
偉
く
な
っ
て
お
ら
ん
。
そ
の
身
に
罪
を
重
ね
て
お
る
だ
け
じ
ゃ
。
お
ま
え
た
ち
が
だ

れ
も
か
も
誠
実
に
な
り
、
手
に
し
た
も
の
に
汚
れ
が
な
く
、
そ
れ
で
施
し
物
で
も
す
れ
ば
、
身
も
魂
も
清
め
ら
れ
て
そ
れ
は
結
構
な

こ
と
に
な
ろ
う
。
な
に
ゆ
え
職
業
を
行
う
の
に
、
も
っ
と
も
身
近
な
兄
弟
を
だ
ま
し
た
り
盗
ん
だ
り
し
て
、

(
幻
)

ゃ
。
わ
れ
わ
れ
は
お
互
い
神
さ
ま
に
と
っ
て
は
兄
弟
で
あ
る
ぞ
。
」

わ
が
財
産
を
汚
す
の
じ

職
業
生
活
に
お
レ
て
今
こ
そ
人
び
と
が

「愛
の
共
同
体
」
に
帰
る
こ
と
を
説
き
、

は
て
し
な
い
愚
行
を
終
え
る
よ
う
僧
は
も
と
め

る
の
で
あ
る
。
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1 
u
n
g
e
n
a
m
e
 u
n
d
e
 d
a
 mite m

a
n
 b
ilIIcher eine w

a
n
t
 verstieze

，
 wa
n
 ez zuo anders iht 

nutze sI: 
daz vernadelt er 

u
n
d
 

machet ez dicke mit sterke u
n
d
e
 git 

ez einem a
r
m
e
n
 knehte ze koufe. 

D
e
r
 hat vil 

lihte 
ein halbez jar dar u

m
b
e
 ge

・

dienet
，
 un
d
 als 

erz angeleit，
 so wert ez in 

niht vier w
o
c
h
e
n
，
 e daz er 

aber ein anderz m
u
o
z
 koufen

.
 

("") 
Berthold S. 

16. 
Z
.
 32ff. 

S
O
 sint gebure a1s

 wol trugener sumeliche als die in der stat. 
Fueret er ein holz d

紅
In，er leget daz krumbeste ze mit-

tels in unde daz slehte uzen u
n
d
e
 verkouft den luft fur holz. 

S
O
 leget der daz h

o
u
 ungetruckent in 

den w
a
g
e
n
 u
n
d
e
 

verkouft o
u
c
h
 luft 

fur hou. 

(
円
)

Berthold S. 
87. 

Z. 7
任

(
噌
)

Berthold S. 
85. 

Z
.
 2ff
.
 

Als ez der meister siht 
wirkent sie 

die wurhten g
紅

balde;
u
n
d
e
 so er 

sin 
niht m

e
r
 siht u

n
d
e
 d
e
n
 rucken wendet

，
 so 

rihtet er den rucke Qf u
n
d
e
 marsaget u

n
d
e
 luwert

，
 un
d
 ie 

z
w
e
n
e
 oder drI wirkent etewanne eines tages ein tagewerk 

k
u
m
e
.
 D
a
z
 selbe tuont dierne u

n
d
 knehte

.
 Als

 diu katze uz k
u
m
e
t，

 
su richsent die miuse

:
 

a1s
 ir herschaft u

z
 k
u
m
e
t，

 
so hebet sich groz unzuht v

o
n
 iuwern ehalten u

n
d
e
 groz ringen u

n
d
e
 scherzen. 

Als diu herschaft d
a
n
n
e
 widerkumt

，
 

so ist 
daz werk ungeworht，

 un
d
e
 sint vil 

lihte z
w
e
n
e
 schaden oder drIe geschehen，

 die sie 
wol erwendet solten h

む
1.

(
凶
)

Berthold S. 
59. 

Z. 
15tf. 

W
釘
1
er alliu dinc mit wisheit geschaffen hat

，
 

d
a
 v
o
n
 hat er mit wisheit daz o

u
c
h
 geordent u

n
d
e
 geschatfen

，
 daz aI

liu 

disiu werlt gewant genuogez hat gehabet u
n
d
e
 f1
eisches u

n
d
e
 brotes，

 
ze trinken m

e
t
 u
n
d
e
 w
I
n
 u
n
d
e
 bier u

n
d
e
 visch，

 
wilt u

n
d
e
 z
a
m
，
 

des hat er a11es 
samt glich genuoc geschatfen uber alle die werlt，

 
reht als genuoc er die sternen an d

e
m
 

himel hat geschaffen，
 ob
 einiges sternen gebreste a

n
 d
e
m
 himel

，
 daz alliu 

diu werlt deste wirs m
o
h
t
e
 an gesuntheit 

u
n
d
 a11en guoten dingen. 

Rehte als glich als er die sternen geschaffen hat a
n
 d
e
m
 himel

，
 

daz ir 
weder ze vil 

n
o
c
h
 ze 

lutze! ist
，
 

a1s
 gliche hat erz uf ertrIche geschatfen

，
 

silber
，
 

golt
，
 

spIse u
n
d
e
 g
e
w
a
n
t.‘

O
w
e，

 
bruoder Berhtolt，

 
so hat erz 

gar unglIche geteilt! W
a
n
 ich u

n
d
e
 m
a
n
i
c
 armez m

e
n
s
c
h
e
 enbizen selten iemer daz d

a
 guot ist

，
 

ezzens oder trinkens，
 

u
n
d
e
 h
a
b
e
n
 weder golt n

o
c
h
 silber n

o
c
h
 gewant.' 

Sich，
 

d
a
 hat dirz der abbrecher abe gebrochen; der mit w

u
o
c
h
e
r，

 



der mit r
o
u
b
e
 etc 
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S
O
 sprichest du:

‘ez ist 
gar ze tiure u

m
b
e
 daz selbe gelt

，
 

w
a
n
 d
a
z
 ich eht dar z

u
o
 bin k

o
m
e
n
.'

 D
u
 solt sprechen also

・

'gebet ir 
mirz also

，
 ir sit m

i
r
 deste lieber

，
 als ich d

a
 gesprochen han. 

T
u
o
t
 ir 

des niht
，

 so m
u
o
z
 ich iu d

a
 mite lazen 

t
u
o
n
 d
a
z
 ir 

wellet.' 
U
n
d
e
 wiltu dich behueten a

n
 hingeben

，
 

so soltu aber niht swern.
‘Koufet ir 

sIn niht
，

 so koufet 

ez villihte ein ander man'; u
n
d
 o
u
c
h
 sleht

む
le

lugen u
n
d
 ane trugenhei

t. 
U
n
d
 also solte m

a
n
 sich a

n
 koufe hueten

，
 

w
a
n
 ez wirt m

a
n
i
c
 tusent sele v

e
r
d
a
m
p
t
 u
m
b
e
 kouf; w

a
n
 der selben trugenheit u

n
d
e
 valscheit u

n
d
e
 swerens des ist 

so 

vi!， 
daz ez 

n
i
e
m
a
n
 verreden m

a
c
.
 

Ir 
wizzet 

selbe 
aller 

beste
，

 wie lugenheit 
u
n
d
e
 trugenheit 

a
n
 i

u
w
e
r
m
 koufe 

gescheffic is
t. 

(
お
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W
i
e
 solte 

ich 
etelichen diepheit leren! 

S
O
 geleret dich einer din genoz vil 

w
o
l. 

Also stilt 
der d

e
m
，
 so stilt 

er 
dir 

m
o
r
g
e
n
 her wider mit sines amtes trugenhei

t. 
U
n
d
e
 d
a
 v
o
n
 kunnet ir 

niemer tiurre werden; w
組

diu
sunde nimet a

n
 

iu 
u
f. 

W
a
r
e
t
 ir 

d
a
n
n
e
 alle getriuwe u

n
d
e
 w
a
r
e
n
 iuwer gewinne reine

，
 un
d
 o
b
 ir 

ein almuosen d
a
 v
o
n
 g
a
b
e
t
，
 daz 

k
a
m
e
 iu 

ze staten a
n
 der salikeit libes 

u
n
d
e
 sele. 

W
a
r
 u
m
b
e
 verunreinest d

u
 din guot mit trugenheit oder mit 

diepheit mit d
i
m
e
 a
m
t
e
 a
n
 dinen bruodern

，
 

daz ist
叩

dinen
nahsten? w

a
n
 wir solten alle einander gebrueder sin in 

gote. 


