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小
赍
制
度
の
畋
善
と
公
.開市
場

 

_ 

一
- 

ニ
.三
箇
所
の
市
場
を
必
要
と
す
べ
し

}
1し
て
_
設
立
の
費
用
維
持
の
費
用
等
に
つ
き
事
實
に 

つ
き
て

.之
を

.計
上
す
る
に
非
れ
ば
果
し
て
市
民
に
幾
何
の
利
便
を
與
へ
之
に
ょ

6

て
0
用
品 

の
供
給
に
つ
き
從
來
の
小
寶
制
度
に
代
は
る
を
得
べ
き
於
を
決
す
る
こ

•と
難
き
が
救
に
乙
、
 

に
こ
れ
•等
の
點
に
つ
き
て
想
像
を
逞
く
す
る
を
避
け
置
く
ベ
し
若
し
本
問
題
に
し
て
世
人
の 

注
意
に
上
ろ
單
に
想
像
理
論
の
問
題
に
非
支
し
て
現
實
，の
問
題
に
變
す
る
を
微
ば
予
«
は
力 

の
許
ず
限

6
夥
多
の
材
料
を
提
出
し
て
其
解
決
を
實
く
る
を
辭
せ

'次
る
な

6
。
要
す
る

1C
、我 

國
に
於
て
公
開
市
場
に
し
て
設
置
せ
ら
れ
な
ば

^

し
か
ら

」

>
し
て
小
寶
制
度
に
一
變
革
を
來 

す
を
得
べ
し
而
し
て
其
の

.未
だ
於
く
の
如
き
變
革
を
來

.
Ŝ
る
間
名
ょ
く
小
寶
商
人
を
警
醒 

し
て
物
價
を
騰
貴
せ
し
め

3'
'
る
の
結
果
を
見
る
は
疑
を
容
れ
次
る
な

6
*
國
民
の
生
計
問
題 

に
し
て
極
め
て
重
要
な

6
- 

1
C
せ
は
本
問
題
の
如
き

名
'
 
亦
併
せ
<
之
を
講
究
せ
ら
れ
ん
と
を 

希
望
し
て
已
ま
ぎ
る
な

6
。

記
し
摧
て
我
社
會
政
策
學
會
に

<

は
本
年
の
討
議
題
と
し
て
國
民
の
.生
計
問
題
を
選
び
杧 

る
を
期
き
本
邦
の
諸
摩
者

.

於
舉

.

て
こ
の
種
の
問

.®

に
指
を
染
め
ら
れ

^

る
を
感
謝
す
。

17

エ

ル

、

、

へ

ル

フ

工

ル

ド

」

救

貧

制

度

 

.

.

.

堀

江

歸

英
國
の
救
貧
制
度

.は
世
.界
文
明
國
を 

み
.研
究
者
に
知
識
を
與
ふ
る
こ
と
鮮
少 

人
目
に
觸
る
、
所
は
徹
頭
徹
尾
、立
法
並 

貧
法
を
實
施
し
て
、年
^
し
き
を
經
る
に 

る
勞
働
者

.社
會
の
生
活
狀
態
を
改

-
Mす 

を
敎
訓
し
て
、之

.に
獨
立
の
生
計
.を
營
む 

受
救
民
を
遇
す
る
に
犯
罪
人
に
對
す
る 

善
家
の
要
請
に
促
さ
れ
て
受
救
民
に
過 

據
る
を
問
は
す
、救
貧
法
を
以
て
'根
本
的 

法
の
.行
政
に
大
改
車
を
加
ふ
る
と
.同
槠 

施
行
し
、以
，て
舊
來
の

.缺
點
を
補
足
す
る

.

工ルベ

 

>

フ
ヱ
ル

ド
救
贫

制
度

通

b

て、最
古
の
歷
史
を
有
し
、隨
て
幾
多
の
事
蹟
に
富 

な
ら
ず
と
雖

ぞ
、
*

歷
史
若
し
く
は
事

it
を
一
貫
し
て
、
 

に
行
政
の
無
能
を
立
®
す
る
の
一
事
あ

る

の
み
。

救 

拘
は
ら
ず
、爲
め

r .
救
貧
制
度
と
密
接
の
關
係
を
有
す 

る
に
就
て
、餌
等
資
す
る
所
あ
る
能
は
ず
、次
代
の
國
民 

に
堪
ゆ
る
啟
民
杧
ら
し
む
る
能
は
ず
、救
：貧
法
は
肪
に 

と
同
一
の
處
置
に
出
で
允
る

こ
.

と
"あ

6
、或
は
僧
侶
慈

. 

分
の
優
遇
を
與
へ

t
eる
こ
と
あ

6
。
然

S
其
孰
れ
に 

に
貧
困
問
題
を
解
決
す
る
に
至
ら
す
結
局
近
年
救
貧 

に、社
會
政
策
上
の
見
地
ょ

6
幾
多
の
防
貧
的
政
策
を 

の
議
論
を
，生

步

る

^
と

〜

爲
れ
ら
。
要
す
る

Ir
l

英
國

.一
七
、
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救
貧

.法
の
失
敗
は
救
貧
行
政
を
し
て
慈
惠
的
齋
則

(principle of 

W
G 

evoler.ce)

に
據
ら
し
め
^
る 

の
ー
事
に
座
す
。

_

民
舻
慈
恵
的
性
情
を
以
て
、他
の
國
民
を
救
助
し
、其
生
計
を
全
ぅ
せ
し
む 

る
は
、固
ょ

6

文
明
國
に
於
け
る
善
美
の
制
度
杧
る
を

'失
は
ず
。
國
民
が
其
生

.計
を
：雜
持
す
る 

に
0 
く
、飢
餓
の
悲
境
に
陷
る
に
就
て
は

®

々
の
原
因
を
：存
し
、而
し
て
其
原
因
の
中
に
は
、飲
酒
、
 

懶
惰
勞
働
力
缺
陷
等

一

般
の
社
會
的
事
情
ょ

6

は
、寧
ろ
本
人
の

一
身
的
事
情
に
關
聯
す
る
名 

の
あ
る
可
し
。
兹
に
於

<6
、

短
.見
な
る
論
者
は
貧
困
は
受
救
民
自
身
の
招
く
所
に
し
<
社
會 

は
之

.に
對
し
て
何
等
の
責
任
を
有
せ
す
。
若
し
％
自
己
，の
不
注
意
不
謹
愼
の
結
果
、貧
困
に
陷 

れ
る
者
に
向
つ
'
國
家
^
之
に
救
助
を
加

へん
か
、社
會
を
擧
げ

て

共
產
的
組
織
に

一轉
す

る
 

に
至
ら
し
む
可
し
と
し

て、
救
貧
制
度
に
非
難
を

.試
み
ん
，

i
す
。
獨
立
自
助
の
精
神
は
偸
理
上 

に

^

て
、
經
濟
上

に
於
て

最
名
尊
重
す
可
し
。
然
名

.現
脖
の
社
會
に
は
其
組
織
の
根
底
に
於

て、
 

幾
多
の
不
平
等
幾
多
の
不
均
衡
の
存
在
す
る
を
兔
か
れ
卞
。
近
代
の
•經
濟
組
織
が
自
由
競
爭 

の
發
動
、財
產
私
有
の
制
度
、是
等
に
隨
伴
し
、叉
是
等
に
刺
衝
せ
ら
る
、
箇
人
遂
利
の
念
慮
，に
依 

て、今
日
の
繁
榮
を
致
し
杧
る
は
、疑
を
容
れ
ず
と
雖

％
、
1i
t

間
の
廣
く
し

て

社
會
の
大
な
る
如
何 

な
る
勁
に

於
て

？
、終
生
財
產
に
接
近
し
て
、之
を
利
用
す
る
能
は

^

る
多
數
の
人
民
あ

i
否

生

の
社
會
に
生
存
す
る
人
民
を
し
て
ス
類
杧
る
こ
と
を
値
す
る
の
生
活
を
營
ま
し
む
る
、

S

爲

19

め
に
は
國
家
自
ら
貧
民
を
救
助
し
貧
民
を
訓
練
し
貧
民
を
敎
化
し
ニ
方
に
國
民
的
生
活
の
最 

低
限
度
を
維
持
す
る
と
同
脾
に
、社
會

r -
生
存
す
る
人
民
を
し
て
總
て
此
最
低
限
度
以
上
に
於 

<
生
活
を
營
受
し
ひ
る
の
方
策
を
講
せ
次
る
可
か
ら
す
。

然
ら
ば
國
家
は
如
何
な
る
方
法
を
以
て

'以
上
の

•方
k

を
實
現
す
可
、き
か
。
包
括
的
救
貧
制 

度
を
設
け
自
ら
生
存
を
全
ぅ
す
る
能
は
次
る
者
を
救
助
す
る
は
其
一
に
し
て
、此
制
度
成

6

て、
 

始
め

.

V

多
數
の
人
民
は
自
由
競
爭
、私
有
財
產
を
某
礎

と

す
.る
現
肪
の
經
濟
組
織

Q

■.下

1C
於
て
、

.工
ル

べルフェ

ルドノ救：贫

.制
度
： 

. 】

%
■

れ
な
舣
ら
に
し
て
、生
存
競
爭

0
劇
烈
な
る
社
會
に
於
て
對
等
の
池
歩
を
改
ひ
る
能
は
ぎ
る
多 

數
の
ス
民
あ

6
。
塒
勢
の
推
移
.は
是
等
の
人
民
を
驅
つ
て
社
會
の
最
下
層
に
於
け
る
階
級
に 

宂
淪
せ
し
め
子
々
孫
々
相
傳
へ
て
、此
の
階
撒
に
凝
蒙
す
る
の
已
む
を
得
次
る
に
至
ら
し
^
、生 

存
競
爭

〖

の
急
な
る
、時
に
是
等
人
民
の
生
存
其
物
を
？
危
ぅ
す
る
こ
と
あ

6
。
國
家
.に
し
て
無 

力
な
る
か
、國
民
に
し
て
斯
る
不
具
的
社
會
狀
態
の
可
な
る

4i.

認
む
れ
ば
、吾
輩
亦
何
を
か
言
は 

ん
。
今
日
の
國
家
は
斯
く
無
カ
な
る
？
の
に
非
ず
。
現
代
の
國
民
は
他
の
國
民
に
對
し
て
、斯 

か
る
放
瞻
な
る
態
度
を
持
し
て
、

自
ら

利
あ

6

と
す
ゐ
名
の

‘に
非
岁
。
社
會
的
生
活
を
究
成
し
、



■
H
.

ル
ベ
ル
フ
エ
ル
ド
救
貧
'制度

 

.

ニ
0

_
由
競
爭
に
堪

へ

梦
、又
私
有
財
產
を
利
用
す
る
の
機
會
に

•接
近
せ
次
る
に
拘

t
tら
.す
'爾
®
其 

生
活
に
：

1

す
る
保
證
を
得
、飢
餓
に
對
す
る
最
後
の
避
難
所
を
求

0

る
を
得
べ
し
0
英
國
は
之 

を
西
歐

'諸
画
に
比
，較し
、其
社
會
組
織
の
各
方
面
に

#
し
て
、國
家
公
共
の
駿
督
を
加
分
る
範
圍 

If
c

i

rな
る

.に
、獨

6

贫
民
の
救
助
に
就
て
は

£
 

L
C
正
反
、對

の

政

策

を

取

6
、チ
ャ
ー
ル
ス
第
一
世 

の
台

W

當
滕
ょ

6

'
ii

家
自
ら
貧
民
救
助
に
對
す
る
責
任
を
認
め

^

る
は
甚
だ
可
な

6

と
雖
名 

i

方
に

®

由
放
任
主
義
の
下
に
、積
極
的
手
段
に
依
て
、防
貧
政
策
の
實
行
を
閑
却
し
杧
る
の
ー 

事
は
、永
く
英
國
の
救
賁
行
政
を
し
て
不
具
的
の
免
の
杧
ら
し
め
、纔

y

最
近
數
年
間
に
於
け
る 

社
會

.政
策
の
風
潮
に
依
て
、此
缺
陷
を
補
は
ん
と
す
る
に
至
れ
ろ

。
- 

,r
ル
べ

■ル
フ
尤
ル
ド

」

救
貧
制
度
な
る
の
は
、英
國
救
貧
制
度
の
缺
陷
に
對
し
て
之
を
補
足 

f

る
の

•地

^

1C
居
る
の
觀
ぁ

6
。
其
眼
目
と
す
る
所
は
單
に
貧
民
に
對
し
て
慈
惠
的
取
极
を 

%
、
分

る
に

|1
:
攻
ら
岁
、貧
民
の
狀
態
を
考
慮
し
、貧
福

.の
原

;0
を
探
究
し
、有
効
な
る
豫
防
的
許
鲞 

を
施
さ
ん
と
す
る
の
一
事
に
存
す

0

始
め

r

エ
ル
ベ
ル
フ
エ
ル
ド

」

市
に
於
て
採
用
せ
ら
れ
允
る 

に
過

ぎ

ざ

6

し
が
、其
効
果
の
顯
著
な
る
に
至
つ
て
、次
第
に
獨
逸
多
數
の
都
市
に
於
け
る
救
貧 

.行
政
を
连
右
す
る
の
勢
を
示
せ

6

0
藎
し

「

工ルベ

V

フ
エ
ル
ド

」
に
へ
於
け
る
救
貧
制
度
は
十
八

低
紀
に

0
,
ゐ
ま
て
、專
ら
敎
會
に
於

<

之
を
掌

6

、敎
會
は
尊
ら
公
衆
の

'

喜
捨
金
を
醵
集
し
て
、救
 

助
の
資
に
充
て

*

6

。
然
名
慈
善
本
來
の
性
質
と
し
て
、贫
民
を
惠
與
す
る
こ
と
寬
大
な
る
に
、
 

加
ふ
る
に
受
救
民
に
對
し
て

.

、何
等
の
檢
朿
を
施

^

〗

•、
る
を
以
て
、慈
善
の
盛
な
る
に
隨
て
、受
救 

民
の
增
加
を
來
し
、是
等
貧
民
舣
世
上
を
橫
行
す

る

爲
め

th

會
の
治
安
を
害
し
、八ム
共
の
徳
義
を 

壞
る
の
事
實
を
現
出
し

^

6

。
盖
し
人
於
他
の
仁
恵
に
依
賴
し
て
生
活
す
る
の
易
き
に
慣
る 

、
や
、勞
働
を
嫌
厭
す
る
の
性
情
を
生
ず
る
は
、當
然
に
し
て
高
率
の
賃
銀
を
以
て
す

る
s

、±
を 

勞
働
に
就
か
し
ひ
る
こ

.

と
難
き
に
至
る
可
く

「

.上ル

' 

ベ
ル
フ

J1

ル
ド」

に
於
て
最
名
明
に
此
種

.

の
 

弊
害
を
暴
露
し

^

6

。
玆
に
於
て
か
千
八
西
年
救
贫
制
度
の
极
底
に
改
を
施

し

^

の
四
原
則 

を
遵
守
す
る
こ

.
t

J

、
し

^

-

C
N

。 

„

一、眞
實
窮

>
M
：

の
*

に
限

6
、之
を
救
肋
す
る

.こ
と
。

.11、

受
救
者
の
生
活
狀
態

¥

知
悉
す
る
爲
め
、吏
.員
を
し
て
頻
繁
に
其
住
家
を
訪
問
せ
し
む
る

sJ 

o 

i
'

三
、救
助
は

.生
活
必
要
の

•限
度
を
超
過
せ
次
る
乙
と
。
、

，

 

，

四
、受
救
民
は
各
自
の
ハ
能
力
に
應
じ
救
助
に
對
す
る
代
償
と
し
て
相
當
の
.勞
役
を
爲
す
こ
と

H

ル
べ
ル
フ
ゲ
ル

F
救
費
制
度

 

ニー



22

尤
ル
ぺ
ル
フ
千
ル
ド
救
貧
制
度

 

， 

一一二

此
制
度
の
娘
目
と
す
る
所
は
單
に
受
救
民
に
.衣
食
の
必
喪
を
供

へ
て
ニ

脖
の
窮
乏
を
脱
せ 

し
む
る
に

.止
ま
ら
少
、受
救
.民

を

獎

勵

し
て
、
獨
立
自
劭
の
習
慣
に
就
か

.し
む
る
の
一
事
に
存
す
。
 

第

I

よ

6
、第
四
に
至
る
原
則
は
其
形
態
に
異
な
る
质

%

6
と
雖

ぢ
、此
目
的
を
達
す
る
の
手
段 

t

る
點
に
於
て
は
卽
ち
一
な

6

と
す
。
殊
に
後
年
：商
工
業
不
景
氣
の
餘
波
を
蒙

6

て
受
救
民

• 

の
數
著
し
く
增
加

す
る

や
、页
に
救
貧
行
政
の
手

續

k
'改

IH

し
、
«

數
の
受
救
者
に

對
し
て
、一

^

.ノ

. 

. 

•

の
救
貧
吏
員
を
任
命
し

.此
官
吏
は
中
央
機
關

U

對
.し
て
自
己
の
管
轄
下
に
届
る
受
救
民
の
狀 

況
を
報
告
す
る
と
同
游
に
、脖
々
受
救
民
の

.生
活
に
適
切
な
る
忠
告
を
與
へ
、

.之
を
善

a

な
る
方 

嚮
に
指
導
す
る
こ
と
、
し
、此
方
法
は
伯
林
、キ
ョ
ル

.ン
、グ
レ

フ
工
ル
ド
、ド
レ
ス
デ

.ン
、ス
ツ

ヽ
ト 

ガ
ル
ト
諸
市
の
救
貧
制
度
の
模
傚
す
る
所
と
爲
れ
，り。

「
H

ル
ベ
ル
プ
ヱ
ル
ド

*
貧
刺
度
に
於 

て、受

救

者
长

る
は

無
能
力
の
贫

民
と

健
全
な
る
貧
民
と
の
ニ 

前
者
は
之
を
扶
助
す
る
貴
任
あ
る
者

'が
此
责
任
を
盡

3 

^

る
.

絕
對
の
權
利
を
認
め
.ら

れ
't
e

る
に
反
し
、後
者
は
必
岁

©

1

己

次
る
可
か
ら
す
。
不

n

彼
等
は
救
助
を
受
く
る
以
前
に
誠
實
に
職

#

を
捜
索
し
、然

S

之
を
得
る 

能
は

^
6

し
こ
と
を
證
明
せ

f
o

る
可
於

■

ら
尹
。
此
證
明
を
爲
し
て
始
め

<
受
救
民
と
乙

て、
他

者
是
れ
な

A
.。

る
限

6
、公
共
の
救
助
を
請
求
す 

の
能
力
に
適
す
る
勞
役
に
就
か

I
23

日
^

^
の
所
得
を
得
る
に
至
る
、まで

 

'公
共
團
體
，よ
-o

一
 

脖
が
救

®

を
受
け
此
救

®

に
P

し
て 

H
當
の
勞
殳
を
課
せ
ら
る
、
名
の
な

6
。
.

「

工
ル

.へ
ル
フ
工
ル

/
救
貧
制
度
に
於
て
は
、救
助
の 

楗
類
を
分
つ
て
，戸
外
救
助
と
戸
內
救
肋
と
の
ニ

〜

す
る
こ
と
他
國
の
制
度
と
異
な
ら
岁
。
而 

し
て

.戸
內
救
肋
の
方
法
亦
救
貧
院
、孤
站
院
、棄
兒
收
容
所
、無
宿
者
保
議
所
等
に
於
け
る
收
容
に 

區
別
せ
ら
れ
、別
に
異
色
の
認
む
可
き
％
の
な
し
？

4:
戸
外

.救
助

^
通
例
各
國
に
行
は
る
、
金 

錢
の
紿
與
の
み
に
止
ま
ら
支
、食
餌

•、衣
服
、家
具
、醫
藥
は
勿
論
就
業
に
必
要
な
る
器
具
機
械
の
贷 

出
に
及
ぶ
は
最
名
注
目
を
値
す
る
所
に
し
て
、斯
の
如
き
ば
畢
竟
受
救
民
の
一
身
的
狀
況
を
知 

悉
す
る
救
貧
班
員
あ

6

て
、始
め
て
行
は
る

>
を
得
る
也
。
獨
逸
救
貧
制
度
に
關
丄
て
特
殊
の 

涝
龙
を
爲
し
^
る

ミ

.

ユ
ン
ス
テ
ル
ベ
ル
ヒ
氏
は

「

モ
:/ル
ベ
ル
フ
で
；
ル
ド

」

制
度
の
特
色
を
擧
て
救 

貧
法
を
固
人
化
す
る
を
以
て
、其一
と
し
、而し
ズ
其
意

.義
を
說
明
し
て
、人
於
其
僚
友
を
救 

叻
す
る

$

の
な

6

と
し
杧

6
。
思
ふ
に
斯
く
救

.貧
法
を
値
人
化
す
る
に
就
て
は
、其
行
政
の
組 

織
與
て
大
な
る
力
あ

o
と
す
。

ル
ベ
ル
フ
エ
ル
$
に
於
て
は
全
體
の
都
會
を
三
十
丸
の
區 

劃
に
分
畫
し
、觅
に

!

區
劃
に
十
四
の
小
區
劃
を

»

け
、行
政
は
之
を
公
民
權
を
有
す
る
市
民
よ 

.
6選
.擧
せ
ら
れ
た
る
委
員
會
に
託
し
、行
政

.の
實
務
に
當
ら
し
む
る
爲
に
、救

.貧
吏

.員
を
任
命
し
、

尤
ル
ベ
ル
フ

'

a

ル
>

.

救
資

'

制
，度
 

：

ニ
--
.ゴ



2d

委
，員

#

t
t隔
週
會
議
を
開
ひ
て
、次
の

1

一
週
間

.に
適
用
す
可
き
救
助
の
方
法
：程
度
に
就
て
、大
體 

の
方
針
を
決
定
す
る

1こ
同
赌
に

#

®
吏
員
は
少
な
く
と

S
P

隔
週
一
囘
自
己
の
擔
當
す
る
受
救 

民
の

住
..

家
を
訪
問
し
、今
後
給
與
す
可
き
救
肋
の
方
法
，程
度
に
就
て
、意
見
を
決
定
す
。
蓋
し
救 

貧
吏
員
が
頻
繁
に
受
救
民
の
住
家
を
訪
問
す

る
.

は
、救
助
の
方
法
程
度

，.を

適
切
な
ら
し
む
る
所 

以
に
し
て
、一
方
に
救
貧
吏
員
自
ら
救
助
物
件
を
分

1
.す
る
の
衢
に
當
る
.と
同
滕
に
救
肋
期
間 

を
二
週
間

‘に
限

6
、期
限
の
到
來
す
る

1C
隨
て
、救
助
の
程
度
方
法
を
改

IE
す
る
は

「

エ
ル
ベ
ル
フ 

丄ルド

」

«

度
の
最

^

p

重
要
視
す
る
所
な

6
。
而
し
て
救
貧
行
政
の
根
本
方
針
を
決
定
す
る
委 

員
會
は
市
行
政
に
關
係
ぁ
る
人
士
於
名
譽
職
と
し
て
委
員
と
爲

6
、實
際
に
救
助
の
事
業
に
當 

る
名
の
は
有
絡
の
吏
員
と
す
れ
ど
戈
一
方
に
恩
給
受
領
者
其

..他
の
篤
志
者
を
し
て
、無
給
を
以 

て
之
に

‘
當
ら
し
め
、

^

«
其
職
務
執
行
上
に
就
て

*

任
を
閑
却
せ
し
め
ぎ
る
爲
め
#
員
會
に
於 

て
適
當
の
監
督
を
加
ふ
。
ミ
ユ
ン
ス
テ
ル
ベ
ル
ヒ
双
舻

「

ヱ
ル
べ
ル
フ
エ
ル
ド
訕
度
は
救
貧
法 

吏
員
を
し
て
、受
救
民
の
狀
況
を
探
查
せ
し
ひ
る
の
み
な
ら
す
、#
助
の
方
法
程
度
を
決
定
せ
し 

む
る
の
方
法
を
取
る
於
故
に
、救
貧
法
吏
員
は
直
接
に
救
貧
資
金
を
管
理
し
、救
助
の
方
法
を
講 

卞
る
を
得
。
探
査
決
定
並

L
4

救
肋
許
與
の
三
職
務
を
吏
員
に
行
は
し
む
る

a「

丄ルベルフエ

ルド

1|
]
度
の
眼
目
に
し
て
、隨て
此
特
徵
を
缺
け
る
制
度
は

「

工
ル
ベ
ル
プ
尤
ル
ド
制
度
の
模
型 

に
I
す
る
名
の
と
云
ふ
能
は
ず
と
評
し
把
る
は
、最
名
適
切
の
言
と
す
可
し
。

(〕.〕as m
e
r
s
d
e
r

 

svstem. S.2
3
.) 

•

救
貧
去
に
於
け
る
戸
外
救
助
の
方
法
に
は
其
施
行
上
幾
多
の
固
難
の
陨
隨
す
る
を
免
か
れ 

梦
。
救
助

.の
方
法
を
し
て
受
救
者
の
必
要
と
一
致
せ
し
む
る
能
は

5*
'

る
は
其
ー
，
に
し
て
救
肋 

の
程
度
實
膽
の
必
度
.を超
過
し
、受
救
民
を
し
<
勞
働
市
場
に
於
て
獨
立
の
勞
働
者
に
對
し
不 

t

の
競
爭
を
敢

•て
せ
し
む

.る
は
其
ニ
な

6
。
是
等
の
画
難
を
除
去
せ
ん
と
す
る
に
は
英
國
救 

貧
法
の

1

原
則
杧
る
救
貧
院
收
容
規
定

(
w
o
r
k
h
o
u
v
e

 T
e
s
t
)

に
據

6

#
助
の
脩
件
と
し
て
受
救 

民
を
救
貧
院
に
收
容
す
る
を
救
貧
法
の
大
本
と
す
る
を
以
て
可
な

6

と
す
る
が
如
し
。
英
國 

'が千
八
百
三
十
四
年
の
救
貧
法
改
正
以
來
戸
外
救
助
の
嚴

»

な
る
制
限
を
加
ふ
る
所
以
.玆に 

在

^> 

I
J雖
ぢ
、

E

に
社
會
全
體
の
秩
序
を
保
維
す
る
の
見
地
ょ

6

云
は
ん
か
戸
內
救
助

tt
必
ず 

受
救
民
の
家
庭
を
破
壞
せ
し
め

^

れ
ば
、已
ま
次
る
に
反
し
、戸
外
救
助
に
於
て
は

B

1
4叉
は
公 

共
画
體
扶
助
の
下
に
受
救
民
を
し
て
家
庭
を
存
續
せ
し
む
る
の
利
益
ぁ

6

0
英

B

か
多
年
包 

括
的
救
賁
法
を
制
定

*

し
、貧
民
に
最
後
の
安
息
所
を
供
へ
把
る
は
甚
だ
可
な

6

と
雖
足
今
日
の

エ
ル
べ
ル
フ
エ
ル
ド
敘
貧
制
度

 

ニ五
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エ
ル
ぺ
ル
フ
尤
ル
ド
救
貧
制
度

. 

'ニ六

社
會
政
策
の
要
浓
す
る
所

は
、̂

し
て

此

j

事
の

み
を

以
て
足
れ

6

,
と
す
る

能
.は

す？

此
以
外 

に
貧
民
を
し
て
受
救
狀
態
の
下
に
於
て
尙
ほ
家
庭
を
存
續
し
、獨
立
民
に
近
き
叉
は
獨
立
民
把 

る
を
得
る
生
活
を
營
ま
し
む
る
の
用
意
な
か
る
可
於
ら
少
。
英
國
は
養
老
年
金
法
、國
民
保
險 

法
其
他
の
政
策
に
依
て
、此目
的
を
達
せ
ん
と
す
る
に
對
し
て

「

エ
ル
ベ
ル
フ
尤
ル

ド

#

貧
制
度 

は
戸
外
救
助
に
伴
ふ
弊
害
を
避
け
て
同

一、

の
目
的
を
果
さ
ん
と
す
。
而
し
て
國
民
料
公
共
に 

對
す
る
義
務
と

し

て、無
給
の
救
貢
吏

.員

.允
る
に
至
つ
て
此
制
度
の
効
果
大

な
6

と
す
。

露
國
の
政
體

(C
付
て

田中

27

傅
へ
云
分
、露
帝
一
一
コ
ラ
ィ
第
一
世
の
ぺ

r

ル、モ
ス
グ
ヮ
間
に
六
西
四
露
里
の
鐵
軌
を
‘敷
設 

せ
し
む
る
や

»

|

展
、ぺ
て
一
直
線
を
劃
し
、刺
命
に
ょ
，ジ
て
線
路
を
定
め
欠

6

と
、夫
れ
或
は 

然
ら
ん
。
然

6

と
雖
名
彼
の
西
紀
一
八
三
七
年
を
以

<
落
成
し
；露
國
最
古
の
鐡
遒
な

6

と
云 

は

£

る
ぺ
テ
ル
帝
都
、ッ

.
U

ヶ

i

 

i

宮
間
二
十
ニ
露
里
の
鐵
路
の
.如
字
的
に
一 

直
線
？

V
®

分
時
は
、ニ
 

 ̂

.
ラ
ィ
第
一
世
に
關
す
る

I

Q

S

此
の
線
路
上

6
•彼
に
移
さ 

作
^

る
に
は
あ
ら
す
や
と
の
疑
を
起

3

す
ん
ば
あ
ら
ず
。
俗
間
傳
說
の
輕
ダ
し
く
信
匕
難
き 

こ
と
碜
今
觅
事
新
し
く
云
ふ
ま
で

$

な
'く
、隨
て
己
の
俗
說
に
基
き
<
各
國
の
政
體
を
論
評
せ 

ん
こ
と
は
極
め

V

危
險
な
；

6
。
勿
論
洋
の
東
西
を
問

tt
.す
、法
制
沿
革
の
事
跡
は
自
於
ら
其
揆 

.
を
一
に
す
み

U

に
u

t

i

、そ
の
間
亦
、息

S

影
？

 

t

.國
民
性
の
相
違 

に
ょ

6
、將
杧
又
特
殊
の
事
情
に
ょ

6

て、歴
史
上
幾
多
の
變
態
を
呈
す
る
こ
と
な
く
ん
ば
あ
ら 

す
。
敌
に
余
輩
は
妓
に
聊

/P
露

.國
政
體
の
沿
革
を
究
め
を
の

0
質
を
圾
に
す
る
の
一
肋

V
沿

露

- ®
の

政

體

に

请

て
 

:

.


