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.大
都
市
€
於
け
.る
知
識
階
級
.の
地
域
的
硏
究.：： 

し

ぐ

(
j
:

四
七」

，

i

郡
の
.一 :

町
村
當
り
平
均
は
：十
九
人
弱
に
過
^
;な
い
が
、
へ
武
庫
郡
I

つ
て
は
.(

し
か
も
之
れ
は
同
郡
に
所
踅
す
る
西
幕
を
含 

め
て
ゐ
な
い)

、
一
町
村
當
り
の
苹
均
九
九
人
弱
：

(

約
一
〇
〇
人)

を
弊
し
て
ゐ
る
。

茲
に
驚
興
す
べ
き
攀
が1

一
つ
あ
る
、

一
つ
は
武
庫
郡
の
一
灵
f

 
一5

總
數
、
f

 
;

3は
精
道
村
の
.f

i
ハ
とm

ふ
撃
で 

あ
る
。

一
：f

し
て1' 

五
〇
〇
人
を
越
ゅ
f

の
は
、
他
に
な
く
、(

鎌
か
那
に
レ
て
五
セ
S

過
I

い
、
他
は
推
し
て
知
る
べ
し
で 

あ
る)

一

町
'^
に
し
て
五
〇
0

を
越
ゅ
る
.も
.の
、
又
他
に
類
例
を
見
な
い
、
關
魔
に
於
け
る
代
表
菜
、知
識
階
級
的
往
宅
地
鎌
倉
町
に 

し
て
I

三
四
に
過
.き
な
い
。「

_

」

の
名
が
響
八
の
耳
に
眼
に
非
常
に
親
し
い
趣
出
が「

こ

>
に
明
瞭
に
.さ
れ
る
で

は

な

い

か

。

成

.
 

i
s

風
4
名
.太
阪
筘
市
;1
景
を
#

語
.る
有
カ
な
|
情
1:
で
な
け
れ
ぱ
，な
.ら
ぬ
理
取
も
之
れ
で
刹
明
ず̂

^

^

^

し
か
し
I

述
ベ
た
樣
に
|

の
事
情
に
就
い
て
旱
鬆
に
椒
語
る
餘
猶
と
用
意
|

缺
く
|

に
、
醫
に
つ
い
て
は
僅
か
こ 

大
阪
I

心
I

た

攀

I

し
て
、
.そ
の
輪
廓
を
し
の
ば
し
む
：る
に
過
ぎ
な
い
o
,そ

れ

至 

た
ぅ
。

:

.

.

(

昭
和
八
牢
初
秋

：}

べ
リ
ク
レ
ス
時
代
以
後
に
於
け
ろ

希

臘

の

社

會

不

安

'

,
高.

橋誠一鄧

+I0

希
臘
に
於
い
て
は
_

の
所
領
I

り
て
發
生
ぜ
る
村
落
典
同
體
、
即
ち
.

i

は
素
と
抓
立
獨
立
の
小
邦
を
形
成
せ
る
も
の
な 

り
。
.然
れ
ど
も
、
或
ひ
はI

地
方
E

住
民
が
同
一
の
管
に
同1.

の
聖
所
に
集
會
す
る
.宗
敎
上
办
现
由
に
基
き
或
ひ
は
本
來
自
足 

的
な
り
し
村
落
が
餘
剩
I

し
て
其
の
缺
け
る
所
の
も
音
交
換
ず
る
に
至
れ
I

I
ず
る
經
濟
的
理
由
に
據
り
、
或
.ひ
は
翳
落 

が
共
同
の
敵
を
擊
退
す
る
が
爲
め
に
一
時
結
合
.す
る
際
に
起
.る
軍
事
的
现
-
HCD
言

^
、
隣
接
諸
利
落
は
最
积Q

 
—
会
を
刃
成
すK

す 

り
，
之
れ
を
ア
ツ
チ
カ
.に
觀
I

、興
の
諸
村
落
中
、或
る
も
，定
必
鹭
越
せ
る
地
位
1

.

1

1
得
t

l

 

I

め
、
盤
を
碧
て
圍
繞
せ
ら
れ
营
ポ
リ
ス
は
其
S

事
.上
の
要
#

に
f

で
住
民
を
吸
收
f

。
斯
く
て
狗
薄
の
孤
聯
合
ょ 

り
も
i

に
廣
大
な
も
諸
集
園
を
支
配
す
る
こ
と
を
#'
.る
最
初
の
■

市
的
結
合
ば
生
ず
る
f

。
最
後
に
總
ベ
て
の
龍
か
同
一
の
留 

府
を
承
認
す
I

及
ん
セ
銃
I

還

す
o
-諸
村
落
I

然
I

住
民
I

せ
り
i

も
、
而
も
最
齒

<
リ
ク
レ
ス
時
代
以
後
に
於
げ
る
希
職
の
.社
脅
不
安
：

_
, 

八
七
：，
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七
ブ
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.都
市
が
政
治
的
統 

一
4

げ
得
た
る
時
、
其
の
住
民
の
l

_

親
f

 

1

1

1

1
能
I

し
て
、
是
れ
等
の
澤 

分
は
其
Q

I

方
法
並
び
に
I

I

的
肇
の
兩
者
|

り
て
、
猶
ほ
s

.

I

I

形

成

す
c

'

f
都
市
は
司
祭
、
刺

蒸

び 

フ
.

た̂
る
王
の
支
0

下
に
在
り
し
も
而
も
彼
れQ

參
_
會
及
び
法
菅
鞲
成
せ
一
る
立
.ゥ
.パ
-ト
リ
ダ
：

K

は
.因
襲
的
惯
習Q

名U

私
、い 

て
波
れ
の
絕
對
f

制
限
し
、
而
し
て
王
政
は
遂
に
貴
族
政
治
S

の
.地
位
を
譲
ら
ざ
.る
を
得
ざ
り
き
。K

ゥ
パ
ト
リ
ダ„ 

I

に 

土
地
の
大
I

I

有
せ
る
の
み
，I

ず
、
彼
れ
等
の
霞
を
求
め
ざ
|

得
ざ
り
し
I

f

し
て
最
悲
慘
|

狀
I

 

f

. H

ゥ
。ハ
ト
リ
ダ
,
の
政
治
的
及
び
經
濟
的
應
制
の
1

ラ
コ

一
 

六—

七
5

1

比
す
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も
I

 

i

憐
む
可
き
灘
階
級
が
ァ
.ッ
チ
I

於
い
て
權
成
せ
I

I

の
觀
あ
り
きo 

(
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5

蹇

然
f

、
愛

暴

の

人

民

は

i

I

墨
れ
り
。
I

,
海

簾」(

I

l

i

f
人
々
存
し
、
面
し
て 

I

f

f
か
I

l

f
基

要

f

。
彼
れ
等
は
、
恰
I

I

 ニ
ゥ
パ
ト
リ
ダ
,
に
與
へ
た
る
に
等

し
き
政
H

を
、
彼
れ
I

動
產
的
富
が
彼
れ
等
に
與
ふ
可
f

の
と
思
惟
す
。
彼
れ
等
は
都
量
び
地
方
の
賃
_

|

、
 

I

ァ
テ
ス
c

f

 

)

の
寒
を
受
け
た
り
。
斯
く
て
雅
典
の
政
治
的
發
達
はH

業
家
及
び
商
業
f

つ
て
準
f

れ
た
り
。
而

し

て

靈

臺

l

v

、
5

靈

f

 

i

l

l

置

I

f

 

i

i

」

。
民
主
政
治
に
向
つ

て
、H

1

は
ソ
ロ
丨
ン
と
共
に
通
過
せ
ら
れ
た
り
,0
彼
れ
に
ょ
：つ
て
制
定
せ
ら
れ
た
る
新
憲
法
の
精
神
は
富

を

以

つ
て
講

 

に
代
へ
て
參
|

の
I

た
ら
し
め
ん
參
K

I
り
。
'
t

l

f

(

人
は
其
の
富Q

程
度
I

加
す
I

皆

て

、
K

高
き
身

分
に
堂
こ
と
を
得
可
し
。
ア
ン
テ
ミ
ォ
ン
！

人
は
、
彼

S

テ
テ
ス

§

よ
り
ヒ
べ
イ
ス
：

C
I

C
)

階
級

I

れ
る
こ
と
を
神

々
に
感
謝
ず
る
が
爲

め
に
、
7
ク
ロ
ポ
リ
ス
に
馬
の
儉
を
素
せ

り
。

I
. 

p
o

r

7
0
。

ペ
イ
シ
ス
.ト
ラ
ト
ス
の
童
政
治
の
下
に
於
いV

小
財
產
は
發
達
せ
り
。
縈

は

I

f

有
せ
り
と
f

-
而
も
雜
的
形
態
を 

尊
重
し
、暴
君
た
る
よ
り
も
寧
ろ
多
く
畏
と
し
て
支
配
せ
り
。(

P

ド

.3;
1
6
.
.

 

2
0
0

然
れ
f

霊

政

治

は

露

の

霞

政

治 

と
朱
だ
成
熟
せ
ざ
る
民
轰
治
と
の
間
：の
過
渡
的
狀
態
に
馨
か
0

經
濟
的
|

は
庶
民
階
級
を
飧
加
せ
し
め
、
而
し
て
偕
轰
治
は 

終
に
陳
奮
る
政
體
と
看
做
さ
る
X
に
至
り
、
聽
が
て
.タ
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
改
革
を
霞
せ
り
0

ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
改
革
は
氏
族
の 

成
良
を
分
散
せ
し
め
て
、
舊
家
族
組
織
の
綴
を
完
成
し
、
總
ぺ
て
の
雅
典
人
を
混
合
し
て
新
た
な
る
排
列
を
行
は
し
め
、
而
し
て
抑 

の
民
主
政
治
に
新
生
f

開
始
せ
し
め
た
り
。
波
斯
獲
以
後
に
於
い
て
、
海

為

_

_

に
之
れ
4

ハI

X

が
要
素
は
霞
勢 

I

り
、
政
4

1

力
の
中
心
は
五
百
入
院
よ
り
民
會
I

り
、
而
し
て
民
會
は
_

晒
布
屋
、
靴
屋
、
.大
工
、
讓

冶

、
奮

に

從 

事
M
衾
若
し
く
は
I

I

S

て
交
換
を
皆
、
彼
れ
I

安
く
質
入
れ
て
、
高
く
寶
捌
き
得
可
I

I

い
て
.

す
る
背」 

よ
り
權
成
t

 
る
、
に
至
れ
り
。(

f

 

l

 

F

 

2
0
- 

X 

O

S 

民
、
f

 
f

?
 

I

f

何
た
る
か
を
知
ら
ん
と
す
る
寫
民」

¥

§

何
た
る
f

知
I

る
可
ら
ず
。
而
し
5

^

階
級
た
る
な
り
。(ibid., I

V
.

 ii. 

3
7
0
0 .紀
元
前
四
百
四
十
四
年
よ
り
同
四
百
三
十1

年
に
亙
り
て
服
狀
を
支
t

せ
る
へ
リ
ク
レ
ス
は

富
f

し
て
國
家Q

變

を

<

_
し
め
、
又
t

霉

K

暑

I

s
讓
及
び
大

_

2
行H

依
り
V

S
の
S

に
.仕

事
と
坐
針
と
を
確
保
し
て
國
內
の
平
利
を
紕
持
せ
り
。

《

リ
ク
レ
ス
時
代
以
後
に
於
ゆ
る
希
臘
の
此
會
不
安
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ブ
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ブ
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(
I
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'八ID

くi
〃

む

I

f

 
f

 

|

<

|り
。
驚

I

ベ
て
の
I

人
f

 

I

f

し
際
に
_

,

(

-
ノ
ど
.

リ
ク
レ
ス
は
歐
T

—

費

#

職
都
市
に
向
？

:

|

1

興

し

滅

中

雜

1

1

1

翁

f

 

i

l

l

f

む

ヵ

严

政

の

赢

は

航
■

_

及
び
諸
海
の
S

S

保
す
る
？

段
を
討
議
す
W

I

Q
な
り
。
然
れ
ど
I

れ 

の
I

は
遂
產
諸
市
の
嫉
妬
に
1

1

1

1

 く
し
て
終
t

I

I

 

f

 5

1

, 
0
“

 

i

.

レ

着

導

、
I

等
の
都
市
S

蕭

續

と

全

|

產
物
を
I

」

と
.。
f

 

(

を
I

 

.

は

な

l

i

l

f

。

一,
時
は
如
何
な
る
I

I

典
の
I

く
し
て

i
u

l
r

 

l

蘭

が

I

層

の

f

l

l

i

l

ら
、
i

商
業
I

上

ざ
る
H

i

l

き
。
手
段
は
異
れ
る
"

、
I

は
依
然
と
し
て
變
f

i

l

l

。
g

聽

黑

り

て

I

し
得 

由

り

て

i

ら
れ
f

 

f

 
l

l

!

f

 

f

 

Iし
、
L

f

 

i

り
。
精
練
せ
ら
れ
た
る
,

正
規
的
に
し
て
誠
|

|

の
發
行
、
薄

の

富
、

.

の
i

り
し
l

l

i

f

。

I

 

o

f
 

f

 

f

世
.l

l

l

i

層

I

響

I

と

I

、
I

I

す
#

I

I

I

止
し
、自
治
を
求
む
る
繼
き
欲
情
を
征
服
し
、人
及
び
物
が
裏
に
往
来
す
る
を
妨
ぐ
る
總
べ
て
の
障
害
物
を
倒
f

衾
 

i

み
ら
れ
た
る
手
段
は
一
段
の
I

I

た
り
。
非
市
民
の
狀
態
を
引
き
上
げ
た
I

權
は
霄
に
其
の
數
を
咐
加
せ
る
の
み
な
ら 

ず
、
叉
、
一
膝
確
{翁
の
も
.の
た
ら
.し
め
ら
れ
た
り
.o'
國
を
異
.に
せ
る
人
々
の
間
.に
於
け
る
商̂

贬

誚

シ

、
A
ボ
ラ(
§
^
J:) 

に
依
り
て
容
1

爲
れ
り
o
.シ
ュ
A
放

ラ

は

营

；相
五
の
m
民
の
間
I
:じ
た
る
訴
訟
奪
に
就
|

手
續
を
決
定
ず
る
兩
國
間
の
條 

約
な
り
。
斯
く
の

如
f

約
：の
：普

通

の

籠

は

外

國

^
法
激
に
ょ
：り

翁

を

受

け

て

敗

訴

|

當
事
者
套
國
|

れ
に
按
訴
す
る
こ 

と
を
得
、又
同
様
に
自
國
に
於
い
て
：敗
れ
た
る
當
|

は
彼
れ
の
：相
手
方
の
國
家
I

け
る
法
律
に
訴
ふ
る
こ
と
を
許
さ
る
"
に
在
り
。 

集

家

.袅

約

の

臞
行
を
馨
1
、
*

4
養
爲
め
に
領
事
裁
判
麗
を
確
保
し
、
X
一
 

國
に
於
い
て
货
へ
ら
れ
た
る
-
^
決
を
兩
段
に
方 

い
て
裏
な
ら
：し
め'

H

共

同

篇
.則
は
確
立
せ
：ら
れ
た
り
？
.一
定
の
外
國
人
に
對
t

遍

人

の
條
镇# :
|

る
場
合
に
於
い
て
ず
ら
、
總
べ
：て
.0
霍

ょ

つ

：て

享

有

せ

食

た

り

。
囊
的
性
質
を
有
す
る
規
定
は
同
盟
諸
國
の
決 

議
書
中
に
、
叉
聯
盟
：

(

§
l
s

芩

の
ft
約
書
冲
に
：現
れ
た
り
、
斯
く
の
如

1

■

平

和

及

窩

齧

約̂

る
地
位

I

む
る
I

り
，
：終
に
は
特
殊
：の
#
^

即
ち
純
然
た
龜
商
條
約
の
主
題
と
爲
れ
り
。
市
場
を
支
配
せ
る

I

の
谅
惯
習 

は
也
S

I

I

い
f

效
力
を
取
得
し
、I

て
國
際
法
の
一
體
を
稱
成
せ
I

す
る
の
倾

I

s

現
れ
つ
V

i

t

o,然

&

も
、
•贏
ち
得
ぎ
る
進
歩
は
斯
く
の
如
く
太
な
り
し
1

も
、
.通
f

猶

霍

豪

一

な

る

經

濟

的

議

皮
れ
等
に
提
萊
す
る
こ
と
な
か
り
し
な
り

o 

c
s
o
t
z
,
o
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f

自
由
h
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政

_

l

l

l
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f

る
i

て
I

I

家
f

せ

u
 

ん

多

I

養

I

l

l

f

I

彼
l

l

l

f

が
I

I

る
財
l

l

l

l

出
f

 

I
:

て
；?

正
規
的
の
警
立
て
は
裏
に
對
し
て
行
は
れ
、
彼
れ
S

I

人
に
よ
り
て
i

よ
り
成
れ
る
.陪

眷

I

に
妾
し
め
ら
れ
た
り
。
 

唯
だ
徒
ら
に
激
し
f

の
み
に
し
て
法
律
若
し
く
は
裁
判
に
關
す
る
何
等
の
能
力
を
も
有
す
る
こ
と
な
き
I

集
團
た
る
陪
春
等
は 

常
に
、
政
敵
と
し
て
彼
れ
等
に
說
か
れ
た
る
者
に
罪
を
春
せ
ん
と
し
つ
"
あ
り
し
な
り
0(

1

，

o
v 

O
F 

P

•
答

.

)

。

海
上
帝
國
Q

I

は
民
、1

府
よ
り
其
の
I

I

へ
り
。
混
亂
は
ア
ル
キ
ビ
て
テ
ス
2

1

身

)

I

f

惠
め
り
。
0
 

前
四
百
十
一
年
に
於
け
る
民
主
政
の
顚
覆
に
際
し
て1

著
な
る
役
割
を
演
じ
た
f

の
は
寡
頭
政
治
俱
樂
部
f

。
S

等
の
俱
樂
部 

は
。へ
ロ
ポ
y
ネ
ソ
ス
戰
役
の
末
期
に
至
つ
.て
、
民
主
政
S

成
せ
る
議
的
吿
發
人.(

i

l

l

)

、
即
ち
所
謂「

刺
針
あ
る
雄
蜂」 

の
攻
擊
に
對
し
て
自
己
を
議
せ
ん
と
す
る
富
裕
階
級
の
秘
密
結
社
と
爲
れ
り
。
非
常
集
會
は
襲
に
從
.へ
I

の
外
、
何
人
と
f

 

公
務
に
對
し
.て
支
拂
を
受
く
る
こ
と
を
廢
し
、
政
治
に
貧
し
得
る
者
を
五
千
人
に
限
免
，し
、
.當
者
に
よ
り
て
寒
せ
ら
れ
、
中
暦
階 

級
に
よ
つ
.て
謹
せ
ら
？

貴
族
政
府
を
組
織
せ
り
。(

旨

u

f
 

_

 65.; 

I

,
 A

?

 

§

、，2
S

2
0

O

然
れ
ど
も
I

 

の

蒙

れ

る

掼
奮
修
復
し
、
其
の
海
上
の
產
權
を
囘
復
せ
ん
と
す
る
雅
典
の
光
輝
あ
る
努
力
と
共
に
、
f

感
S

復
歸
し
舊
き

攻
莳
は
復
活
せ
し
め
ら
れ
た
り
。

雅
咨
致
命
的
敗
北
は
貴
族
截
を
し
’て
再
び
.權
力
を
有
す
る
に
至
ら
し
め
た
り
。
最
後
の
抵
抗
を
試
み
た
る
璧
々
義
は
征
霧
に 

よ
？

越
せ
ら
れ
I

.

所
謂「

三
S

ま」

I

二
十
人
の
貴
族
麗
は
ス
パ
ル
タ
I

I

下
に
雅
典
I

治
I

。
彼
れ
等
の 

中
、
過
激
管
ク
”
チ
ア
ス(

管

ぎ

〕

.の
銃
率
の
下
に
、鬼
留
外
人
が
民
主
政
に
依
附
せ
る
I

め
に
之
れ
を
囊
す
る
と
同
時
に
、 

其
.の
富
を
略
取
す
る
の
因
的
を
以
づ
て
之
れ
;:
§
:
迫
|

り
。
テ
•ラ
メ
ネ
ス
：：.

e

f

t琴
に
於
い
て
再
び
其
の
首
領
を
雷
せ
I

<
立
ク
1/
ス
時
代
以
後
-に
於
け
る
.希

臘

の

：
社

^

不
安
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層
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i

 層

ら
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'
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/

都
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都
市
と
I

、
f

階
級
|

し
、
希
職
i

:

l

葛
i

l

l

り

。
I

n

結
^

^

f

l

f

 

I

I

 

晝

 

I

f

 

I

、

f

i

l

l

i

p

義

り

1

1

、
他
の
I

總
ベ
て
の
I

い
i

f

れ
^

M

y

ぽ

 Z

 

M

■

■

典
 

i

.
て
 

i

l

l

f

 

i

f
! ?

て

め
！
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!

 

#
 

a

r 

!>• 

I

紀
元
前
第
l

i

!

て
f

の
爾
は
輪
為
娀
し
て
、.
f

I

濟
的
に
も
亦
囘
|

見
た
り
0.

こ
_

耕
S

び
ア
ッ
i

f

 

f

た
り
。
富
裕
I

f

は
i

f

對
し
て
多
く
直
接
の
I

I

 

ァ
き
f

s

ざ
る
に
書
り
し
も
、
而
も
一
部
の
者
は
其
の
資
本
を
授
じ
て
I

た
る
土
缠
の
l

i

f

P

キ 

シ

農

I

い
て
は
、.
l

i

は
I

f

半
I

I

び
開
始

i

!

I

ス(

ふ

l

u

f

賞

)

Q

S

は
け
ツ
チ
力
の
大
现
石
に
数
す
る
需
要
の
增
加
に
由
り
て
|

に
經
營
せ
ら
れ
た
り
。
即
典
の 

陶
器
工
業
は
漸
次
エ
ト
ル
リ
ア
及
び
舊
太
利
取
に
：於
け
る
其
の
市
場
を
失
へ
り
と
雖
も
、
，而
も
南
部
露
西
f

 

©交
易
增
加
に
f

 

て
代
償
を
雷
せ
.り
。
I

運
輸
業
の
.復
興
墨
り
て
は
i

に 

一
I

全
な
る
も
の
ぁ
り
。
西
方
の
售
於
い
て
は
、
资

の

商
業
は
，シ
ユ
ラ
ク
1
ザh

國
の
發
達
に
ょ
り
て
妨
げ
ら
れ
た
る
こ
と
疑
ひ
I

所
な
る
が
、g

方
の
#

洋
に
於
い
て
は
、
ア
ツ
チ
カ
の 

I

は
其
の
昔
日
の
地
位
を
囘
復
f

o
雅
典
と
フ
ピ
ー
キ
ア
と
のi

i

の
交
通
は
増
加
し
、
北
エ
1
ゲ
海
I

於
け
る
|

な
る
通
商 

は
S

I

せ
ら
れ
た
り
。
然
れ
ど
も
、も
れ
等
の
も
の
に
比
し
遍
か
に
大
な
る
利
益
を
與
へ
た
る
も
の
は
黑
海
の
^

I

通
商Q

膨
f

り
o
キ
ン
メ
リ
オ
ス

•
ボ
ス
ボ

- 
メ 

1

1

0
、の
.ス
バ
ル
タ
ツ
コ
ス
王
統
は
、紀
元
前
f

セ
紀

卞4

及
ん
で
、
。ハ
ン
チ
カ
パ
^
オ
ン(//

■

昏

■

VS
.
.海
峽
の
兩
侧
に
於
け
る
.愚

.諸
-别
嫌
名

'

S

な
る
領
域
を
形
成
し
：
そ
は
直
ち
に
希
臘
弛
界
■

け
る
小
麥
生
■

主
た
る
中
心
地
■の
一
と
爲
れ
り
。
ス
ハ
ル
タ
ソ
コ
X 

一：
 

I

?
 

ー
に
し
て
、
雅
典
と
謹
な
晶
係
を
結
べ
る
サ
チ
ュ
口
ス(

|

。0

一'
世
の
治
世
に
於
い
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V
、

f

ハ
人
は
タ
ウ
リ
カ
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の
I

に 

I

船
精
の
優
先
權
及
び
常
例
の
：•輸
出
税
免
除
を
得
、
で

て
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コ
マ
v(

l

t

)

の
|

に
於
い
て
彼
れ
等
の
特
權
は
S

 

せ
ら
れ
、骓
典
人
は
之
れ
に
.酬
ゆ
る
が
爲
め
に
彼
れ
及
び
其
の
子
に
戮
の
市
民
權
1

へ
衣
.り
ぶ
^

な
る
I

s

は
主
た
る
輸
出
の
中
心
た
る
テ
オ
ド
シ
ア
と
ビ
ラ
テ
I
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s生
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が
本
誌
還
に
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て
述 

ベ
た
る
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ア
ツ
チ
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の
法
律
が
ピ
ラ
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ウ

ス
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に
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せ
る
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麥
の
中
、其
の
：：S
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摊
ず
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I

せ
る
に
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て 

:
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典
の
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B
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i
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i

B

8

l

i

i

i

i

i

B

i

i

l

B

i

i

i

B

i

の
反
對
者
を
死
刑
S

し
、
驚
せ
る
寡
頭
政
府
を
同
國
.に
.建
設
せ
及
。(

I

"

ヨ

7
4
0
0

尙
ほ
' 

ツ
キ
ユ
テ
テ
ス
は
コ
フ
キ

ラ
人
の
間
に
於
け
る
紛
擾
其
の
他
に
就
い
て
物
語
り
つ
、
|

な
り
。(

p

 

S

. 

-
0
.

 ̂

.
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会

.

〕
，
 

f

 

i

,秋
に
當
り
て
、
諸
市
邦
の
I

I

I

れ
等
市
邦
內
に
於
け
る
諸
市
民
の
融
和
を
I

す
る
諸
計
畫
行 

も
>
.而
も
是
れ
等
の
も
の
は
悉
く
皆
所
謂「

荒
野
に
叫
i

l

l

り
き
。
紀
元
望
百
六
十
一
一
年
の
マ
ン
チ
ネ
ィ
ァ
の
戰
以
後

一
i

勞
i

諸
市
f

驅

っ

豪

襲

逢

善

し

f

。
最
早
、I

市
邦
I

I

の
統
一
を
實
現
し

得
I

力
m

i

l

。
创
8

m

l

は
、
.
.其
I

I

由
り
て
同
國
に
暂
れ
た
る
繁
I

議
す
る 

を
队
っ
て
'滿
足
し
、r

し
て
其
の
通
商
の
爲
め
に
は
同
國
は
最
早
平
和
以
外
の
何
物
を
も
欲
求
す
る
こ
と
な
力
り
き
舊
邦
は
其
の
ブ 

を
消
耗
し
去
れ
り
、.
獨
り
將
來
を
荷
す
る
も
A
は
、
S

ま
で
希
職
.の
局
外
に
立
て
る
若
き
國
々
の
み
な
I

O

,殊
に
前
I

光
明
に

輝
げ
る
も
の
は
f

の
甜
建
國
家
マ
ケ
ド
ー
ー
ア
な
り
き
。

.

’ 

- 

-

.

.

■ 

- - 

- 

: 

■
,

五
-

マ
ケ
r

t
ア
S

土
は
.著

し

く

識
S

れ
と
相
違
せ
.り
i

l

l

s

w
を
I

る
大
卒
原
よ
^

を
得
可
し
o
:然
れ
：ど
墓
數
の
小
山
脈
は
此
の
苹
f

通
じ
i

へ

i

間
に
は
海
岸
よ
り
？

內
I

延 

る
巴
沃
の
溪
I

せ
り
。
其
の
■住
民
は
農
耕
牧
畜
の
民
よ
り
成
り
、
固
と
械
壁
を
繞
ら
す
こ
と
な
き
村
落
に
居
住
し
、
都
市
i

を
知 

I

t

の
.な
I

O

ブ
'
,ガ
ュ
及
2

ラ

の

：
如

き
1

1

も
、I

.
的
組
f

有
す
|

臌
的
.

|

|

マ
t

.一
一
：
アI

市
邦
の
聯
合
i

ずし
奪寒
は

_

■

専

響

.春

非

ず

，
廣

者

る
S

を

有

し

.
て

ぜ

:(

I

:
レ
.■ス：時
代
餐
薇
の
春
不
令
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マ
ケ
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ア
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貴
族
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土
地
S

作

せ

：る

小

農

興

：
の

義

裏

け

て

、

殆

ん

ど

國

王

ょ

り

獨

立

o
殊
に
高
部
マ
ケ
ド 

“

の

山

地

は

事

實

處

分

-

に

歸

依

f

_

l

l

f

レ
て
f

種
族
的
首
f

戴
け
る
封
建
請

紀
冗
前
S

志

年

肩

〕
X

令

l

l

t

l

i

f

f

i

、
铖

I

f

管

、
8

备

零

し

め

、
s

l

.

f

。
l

i

z

'

l

。

s

!

 u

世
は
貴
族

の
f

隊
の
傍
ら
に
强
大
な
る
步
兵
隊
を
設
け
、
小
農
民
を
し
て
密
集
1

1

)

1

制
せ
し
め
、

人
民
の
總
ベ
て
の
階
級
を
し 

て
永
久
的
I

I

し

て

中

心

を

置

く

麗

f

形
成
.せ
し
め
f

彼
れ
I

I

家
門
の
I

I

れ
I

f

し 

て
言
t
及
び
陣
營
に
於
い
て
自
己
の
周
閱
に
.集
め
、
貴
族
を
其
の
集Q

下
に
.歸
服
せ
し
め
、
；舊
封
遮
的
諸
候
國
を
し
H

i

 

親
I

持
せ
し
め
な
が
ら
、
之
れ
を
行
政
及
I

兵
I

め
の
讓
的
若
U

I

種
族
的
組
織
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
た
ら
し
め
.
半

翌 

の
諸
州
i

從
せ
し
め
て
王
國
銃I,

の
業
を
完
成
す
O
X
J
I
'
O
デ

奔

^
^
^
 ̂

: 

'

J
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y
ボ

孟

其

f

益

改

革

5

り

芝

ケ

f
 

s

:

Q眞

建

設

南

る

集

汽

又

其

S

外
政
策
に
ょ
り
て
マ

ケ
ド
ニ
ア
國
を
し
i

l

l

た
ら
し
め
f

o

i

l
の
都
市
的
國
家
ば)

マ
I

ラ
I

國
の
S

ら
れ
た
り
。
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,
リ
ッ
ボ
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は

蠢
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現
し
、
其
の
？

レ

ま

王

f

仰
望
：f

。

：

.

ア
レ
ク
サ
シ
ド
ロ
ネ
が
其

S

I

征

服

中

：に

發

達

せ

.し

め

I

I

は
、
彼
れ
I

の
征
服
|
'
手
せ
る
當
時
に
於
い
て
抱
？

る
所
の
も
の
.と
は
本
質
f

蓮

せ

り

。
紀
I

I

百
三
十
六
年
I

い
：て
は
、
彼
れ
.は

、
.
希

賢

の

先

天

的

仇

瞰

に

し

.て

又

先

天

的

&

た
る
：プ
夷
狄」

» -
伐

戰

に

於

け

.

.
る

希

應

人
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:總
掠
響
欢
り
爸
0
:然

隹

看

11 
一4
-年
，
:;
|

”1 .
忆
、
，俄
^

廉
度
は
變
じ
彼 

れ
は
波
斯
王
國
を
屬
重
士
靡
の
遽
社
會
に
心
引
か
る
、
に
■

羅

; «
し

-1
:
彼
れ
は
泰
が
遭
人
及
び
波
斯
人
の
君
主
と
し 

て
.

1
し
、
而

し

，
.
て
5

が
講
と
共
同
の
s

-i
に
由

り
て
同
輩
と
し
.て
相
共
に
結
合
せ
.念

|

可
き
一
大
'裏

' の
建
設
家
圖 

し

つ

、
あ

り

し
な
り
o
.都
市
的
自
治
I

念
ょ
L

的
統
一
.の
其4

H

進
め
る
も
少
は
、
挺
ら
次
冷
職
的
銃
一
の
.響
ょ
り
人
類
的
. 

筑

一
の
其
れ
に
進
ま
ふ
と
し
？

あ
る
念
り
0
:

(
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;|
'
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ArB
H
i
s
t
,
_
o
p
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4择

'5
£
2'>
;

に
根
絕
せ
し
め
ら
る
み
に
は
#

り
に
深
:'
<
希
職
社
會
祀
振
差
せ
.り
と
雖
も
、
而
も
，此
の
.若
' ^
炎; #
が
；希
臘
を
咦
景
の
.
.世
.界
ょ
り
分
離
せ 

し
め
.た
る
諸
障
壁
;^
破
却
せ
る
時
ぃ
傭
盘
況
浠
5

の
：憲
內
袅
上
衣
石
總
べ
^

の
4
 

. 

全
然
相
對
立
せ
る
自
治
的
な
る
希
臘
貿
渴
都
布
^
馆
俯
政
治
别
方
^

^
洋
喔
ゆ
耍
素
^
ル
吒
:1
1

:^
に

汰

歎

る

逢
.|
|
|中
に
- ^
い
て
相
共 

に
作
用
亡
し
め
ん
と
す
る
に
往
り
0
:埃
及
並
が
に
*

; #
%
激
ヤ
て
..は
、
：遣

财

*

妨
個
^
に
康
-1
1
::;
^

し
め
ふ
：れ
た
'1
)
。
坐
產
は
睦
有
化 

せ
ら
れ
、：

社

.#
化
せ
ら
れ
灰
り
0

1
力
は
: #
權
的
畫
素
を
'^
呤

凄

S

部
袁
衍
政
部
に
■

沖
せ
':
^
れ
た
；

1

般
住
民
は
馭
し 

易
く
セ
昏
睡
狀
態
に
在
り
、
其
の
；社
會
階
潜
、麗

濃

來

ら

，ぶ

索

.
#り
，
.農
業
は
：經
濟
生
攝
を
壤
^

地
方
貴
族

 ̂

を
叻
け
て
政
治
を
行
は
し
め
、而
し
そ
.猶

墓

“多
.
9
^: #
は
：
勤

務

及

ー

餐

.#
]
隹

つ

、:.
^
^

格
的
な
■崖

。'
霞
及
び
僧
伯
は
全
堂
穿
に
對
し
オ
超
泪
然
的
是
.認

- 1
ハ：.へ
先

典
型
的
な
る
.希

職

布

邦

に
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_

_
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-̂.
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_:̂
漂

^

^

は

ぶ

生

 

f の
基 

本
原
理
た
り
o

f
經
濟
は
i
ズ
確
立
'せ
ち

れ

，
；
て

.日
常
事
七
.爲
ゆ
、ijl

獮
_

■
.

に
歸
せ
し
め
4
私
た
り
。
奴
隸
す
ら
も 

* 

す
ク
レ
ユ
時
代
以
後
に
於
け
る
希
腺
勗
會
罢 

ハ
1
?ブ
ー〕
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ザ
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；
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實

に

斯

く

の

霉

鴒

遞
S

•

と
■

弛■界
I

f

1

圓
せ
り
。
彼
れ
及
び
其
8

繼
I

:
吏 

靡

下

蓥

い'
.て
、#

规
の
理
權
は
凍
洋
恶
接
獨
光
油
老
或
.る

奮

ま

で

瞭

摩

 

レ
ク
サ
ン
ドJ

,
' 

ズ
,

：

著

鑑
#

の
軍
_

难
顧
を
創
敖
.せ
：ん

德

萃

逢

當

.つ
，て
、4
2
力
：の：泉
：源
と̂
て
商
業
の
食
耍
性
を
知
覺
せ
る
が
如 

波
.
斯
帝«

め

窗

屬

の

，蓄

蘋

は

養

_

.

致

裏
'

て
.漸

菜

る

锏
 

へ
た
り
。
.

l

i

市
f

 

f

Jt
l
l

ハf

せ
る 

多
傲
.の
身
市
は
埃
及
ょ
り
印
度
に

著

藝

識

せ

飞
ク
ヤ
ノ
‘フ
.ォ
シ
篇

へ
^

と
女
似
つて

，：

最
も
.尊
敬
す
可
く
且
?

_

#
る
業
務
0
中
卷
す
る
.德
と
信
じ
、
而
し
て
是
れ
等Q

兩
者
に
.最
大
な
る
注
意
を
拂 

へ.
.

(
c
o
n
o
m
i
c
u
s
,

 

iv. 

4
.
V
.顧
收
ィ
ソ
ク
ラ
ー
ア
^
は
^
挪
观
に
都
张
ど
建
設
す
可
き
こ
と
を
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
に
勸
吿
せ
る
が
、

チ
.ユ
ロ
ス
ロ
.ド
ス
.及
び
其
:0
他
の
襲
都
市
の
實
カ
を
知
_

參

»

擎

霉

，ド
，ロ
ス
は
同
檨
な
る
貿
易
の
中
心
を
權
成
す
る
(0

 ̂

0
^

^

^

^

 

V
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^
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 ̂

F 
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K

は
史
上
.に
於
け
る
影
大
の
都
市
建
設
者
に
し
て
、.
七
十
の
都
市
を
製 

せ
り
と
稱
も
.れ
、
典
の
.中
、
凡
そ
ニ
十
五
は
確
實
に
知
ら
れ
た
り
。
建
截
の
;M
的
拉
固
ょ
如
词
，.

1,

鎌
に
非
ず
し
て
、
.多
數
は
軍
隊
の
屯 

營

及

者

fl.

を
蟹
れ
六
る
陣
地
な
り
し
も
、
而
も
彼
机
亦
ア
レ
ク
サ
ン
ド
”
ア
養
の
爲
妁
に
選
ベ
る
位
■

驚
く
可
く
商
業
に
適 

せ
る
こ
と
は
考
ふ
可
ら
ざ
る
所
な
々o

而
し
て
エ
ウ
フ
？

ス
河
ロ
に
裏
市
場
を
霞
せ
ん
と
す
る
の
墓
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
口 

ス
力
辟
？

の
便
宜
t
利
用
し
得
た
る
こ
と
集

す

も

の

參

。
都
市
養
の
■

於
い
.て
は
、
彼
れ
の
後
響
は
全
力
を
擧
げ
て
彼 

，和
の
遺
策
を
遂
釕
せ
於
。
湖
期
に
於
妙
る
梟
村
の
沈
滞
不
掘
は
其
の
土
業
及
び
商
業
都
市
と
め
結
合
に
ょ
カ
/^
又
貨
幣
の
增
加
を
通
じ

て
除
去
t

れ
た
り
o

市
邦
其
I

は
又
、
著
に
大
な
る
帝
國
的
軍
位
i

基

關
S

よ
：り
て
微
妙
な
る
變
化
を
受
け
た
り
。
旣 

に
證
し
く
商
工
業
化
せ
ら
れ
.た
る
西
藍
細
取
の
沿
海
は
、
埃
及
の
如
き
業
國
に
比
し
變
化
を
受
く
る
こ
と
少
な
力
り
き
。
ア
レ
ク 

サ
ン
ド
ロ
ス
が
聽
I

の
周
航
及
び
力
ス
ビ
ォ
ン
海
棵
檢
|

圖
の
爲
め
に
組
織
せ
る
遠
征
隊
は
、
少
く
と
も
半
ば
貿
易
開
始
の
目 

的
を
有
し
た
る
も
の
と
見
る
を
得
可
し
。
新
設
若
し
く
は
改
造
せ
ら
れ
た
る
諸
都
市
に
於
い
て
は
、
.營
業
區
域
と
伴
宅
區
域
と
を
分
つ 

を
嘉
と
せ
り
。
初
め
て
衛
生
に
：對
す
る
注
意
は
拂
は
れ
た
り
。
資
本
及
び
勞
働
は
|

、
：|

及
び
籠
の
，
き
實
際
的
な
る
公
エ 

罡
投
入
せ
ら
れ
た
り
o
:運
河
に
よ
り
て
黑
海
と
カ
ス
ピ
ォ
ン
海
と
を
結
ぶ
の
計
書
は
立
てら

：：

れ
：た
り
。
ア
レ
ク
サ
シ
ド
ロ
ス
は
軍 

翦
的
帝
國
の
資
源
が
輩
.に
周
到
な
る
農
業
の
み
な
ら
ず
、
又
商
工
業
を
鼓
舞
す
る
に
由
り
一
し
取
得
し
2

こ
と
を
失
悉
せ
り(
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サ
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斯
の
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的
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度
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ボ
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を

呀

垆

せ
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め

ん

.と
#

り
o

'
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斯
め
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■
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變

存

せ

ざ
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奪
採
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減
I

I

し
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代
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タ
レ 
>
時
代
以
後
に
於
げ
る
務
職
ケ
肋
會
不
安
，
 

ー
0 ;
ゴ 

し

金

は
I

と
し
-て
使
用
.せ
ら
る
、
に
至
り
、
.一
久
じ
m

l

鑄
貨
資
料
た
る
に.至
れ
り
。此
の
新
鑄
貨
I

I

國
を

銃1
す
る
養
献
f

の
I

美

又

、
維
典
及
び
鋳
^
^
^

I

兩

國

暴

し

て

其

の

義

馨

を

强

1

し
む
る
i

f

 

oフ
ィ
i

 

K 

I

I

I

I

i

と
し
て
金
一
百11子

！
ー.一
乃
至
三
十
五
穴
ょ
り
成
る
一
ス
.
タ
テ
ル
C

I
音

)

及
び
.銀
五
十
六
只
ょ
り
成
.る
一
ド
ー
フ
ッ
グ
メ 

I

ベ
々
。
ア
：|

力
の
金
i

l

l

十
銀
ド
ラ
ッ
ク
マK

に
相
當
せ
る
所
な
る
が
、
彼
れ
は
ア
ッ
チ
カ
の
本
位
た
る
ー
金
ス
タ 

テ

ル

を

フ

の

：本

位

I

I
十
四
1

5

.
ク
マ
.
.；

相
霉
し
め
f

.
怒

が

金

§

1

に
對
し

て

採

用

せ

る

軍

位

ま

、

 

i

l

第
四
I

前
半
に
於
い
て
カ
ル
キ
デ
ィ
|

の
諸
市
|

て

馨
 

彼
れ
は
未
I

民
を

響

す

る

S

I

,
自

培

.温

璧

I

職
世
界
、
別
し
5

典
の
I

I

人

嘗

^
^

い
て
彼
れ
の
f

大
な
る
馨
た
る
可
き
こ
と
I

知
し
、
カ
ル
キ
_

ィ
I

盟
が
特
|

速
に
增
加
し
つ
\
含

，一一
ア
の
奮
取
り
て
雅
典
.の
苦
き
競
|

た
り
し
が
故
に
、
彼
れ
は
：故
ら
寒
キ
デ
ィ
ケ
の
單
位
|

用
し
て
■

好
意

せ
り
と
の
解
釋
を
爲
$

す
ら
存
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o

然
れ
f

、
斯
く
の
如
I

制

肇

I

後
袅
し
た
る
動
機
は
f

 
く
I

I

も
の
I

ず
し
て
、
鑫
の
馨
的
惯
値
の
變 

ィ

3

ジ
グ 

一
り
し
な
る
可
し
即
ち
波
邦
の
辦
制
に
於
い
て
は
、
震
小
に
於
け
る
金
は
銀
に
比
し
十
三
、
三
分
の 

一
.

J
質 

!

も

f

ハ
に
於
い
て
は
、
畫

|

五
世
紀
：Q

f

.に
：̂

て
、
脅
は
顧
に
比
し
癌
か
セ
士
蛋
匮
■

有
し
た
る

e

f

t

市
し
て
i

前
三
百
五
十
六
年
I

掘
を
開
始
せ
.ら
れ
た
る
前
記
フ
ィ
リ
ッ
ビ
ィ
に
於
け
る
新
鑛
坑
の
所
産
は
、
單
に
其 

の
|

を

一

霞
I

し
め
た
る
S

I

 

一
 

S

す
る
t

u
、一

二
分Q

1

c

l

i

f
置
け
る
I

篇

制

度
1

早
作
續 

す
る
を
得
ず
し
て
、
銀
は
波
斯
帝
國
の
諸
部
分
に
於
い
て
流
通
場
裡
よ
I

域
せ
り
。
他
方
に
於
い
て
金
一
に
對
す
る
？

一
 

の
比
憤 

に
忘
け
る
■雅
典
の
篇
が
復
木
位
的
の
.も
の
に
f

る
こ
と
は
殆
ん
ど
需
の
餘
地
I

所
に
し
て
、
金
銀
兩
貴
金
嵐
の
禱
货
は
同
一 

靈
単
位
を
以
つ
I

造
せ
ら
<

而
し
て
.市
場
の
狀
況
は
同 

一
S

の
金
銀
貨
の
.間
に
十
二
分
1

檀
値
を
設
置
せ
る
|

名
し 

フ
ィ
リ
ッ
ボ
ス
が
雅
典
の
制
度
に
倣
ひ
、
一
有
三
士
1

1

單
位
を
以
つ
七
金
銀
南
貨
を
瘡
造
せ
り
と
せ
ば
、
金
が
常
時
に
於
い
て
は 

銀
に
比
し
僅
か
に

.
十
偶
の
惯
f

有
す
る
に
f

 
t

推
定
す
る
時
は
、

S

 
一I

は
銀
の
十
軍
f

 

斯

<の
. 

如
き
金
銀
鏡
貨
間
の
十
分
I

關
係
は
又
、
^
細
亜
的
慣
行
中
に
I

し
た
る
な
る
可
し
o 

f

、
斯
く
の
如
き
事
實
存
し
、
泡
つ
フ 

ィ
I

.
ポ
ス
が
進
ん
I

典
に
學
ば
ん
.と
せ
る
こ
と
頗
る
犬
な
り
し
に
拘
ら
ず
、
彼
れ
が
斯
制
度
を
採
用
I

り
し
は
、
恐
ら
く
雅
典 

に
於
け
る
|

存

在

の

繁

含

と
I

制
度
の
®

を
不
利
な
ら
し
め
た
る
か
、
若
し
く
は
、
斯
く
の
f

 

I

s

論
す
る
金 

の
置
下
落
を
餘
り
に
明
瞭
な
ら
し
む
る
か
に
由
る
も
の
な
る
可
し
。
彼
れ
の
創
め
た
る
制
度
は
、
金
が
銀
に
比
し
十
恪
の
憤
値
あ
る 

も
の
と
推
淀
し
、
銀
貨
二
十
四
に
相
當
す
る
金
貨
一
を
I

と
ず
る
も
の
な
り
。
金
|

貨
間
の
價
1

係
は
共
の
骓
典
に
存
し
た
る 

と
同
機
な
る
が
故
に
、
金
の
I

I

け
I

化
は
幾
分
隱
蔽
せ
ら
れ
I

f

可
し
。
然
れ
ど
も
銀
の
單
位
■は
六
十
袞
よ
り
五
十 

六
、
四
分
の 

一

Aに
減
少
せ
し
め
ら
れ
、
而
し
て
雅
典
の
梟
の
麗
を
有
す
る
貨
幣
の
重
量
よ
り
の
分
離
は
ぽ
る
明
瞭
な
る
可
き
こ
と
を 

黴

せ

I

、
を
得
可
し
ゥ
果
し
で
然
^

^
や
否
や
は
，
人
々
が
鑄
貨
量
目
I

化
i

く
注
目
す
る
か
、
若
し
く
は
他
湯
し
て
慣

<

リ
ク
レ
ス
時
代
以
後
に
於
け
る
希
臘
め
紙
會
不
安
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v
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ス

|

後
|

|
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舊

2

I

C

F

於
い
I

し
き
S

4

I

這

變

化

息

I

意
t

s

の
孰
れ
か
I

得
す
f

 
g

り
。
‘
f

京

名

.

F

-
3
2
s
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)
o

 

..

.

.

. 

.

.

.
-
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•
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•
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. 一 

.

.

.

. 

.

フ
イ
リ
ツ
フ
の
贫
れ
る
貨
幣
制
度
が
眞
摄
本
位
的
な
り
し
.や
、換
言
す
れ
ば
、
ス
タ
テ
.ル
鑫
は
法
律
上
I

ツ
ク
マ
-
餐

ー
T
.

.
オ
ン
|

|

る
持
續
的
金
の
蓄
當

面
し
て
、
屢

雙

の

I

定
t

し

囊

は
f

 
く
比
價
I

春

ら

れ

た
t

i

l

す
f

Q

l

f
。
斯
く
て
此
の
站

に
於
い
て
フ
イ
リ
ツ
•ホ
ス
の
貨
龄
制
度
は
恐
ら
く
黯M

的
傅
銃
に
從
ひ
、
雅
典
の
其
れ
を
排
斥
せ
る

も

の

と

宏

ふ

可

し

。

I

,
ゃ 

3
3
0
0
0

然
る
に
共
、の
子
ア
レ
ク
サ
シ
ド
ロ
ス
は
銀
單
本
位
に
簾
し
、
ア
ツ
.チ
力
の
本
位
を
採
用
し
、
ド
ラ
ツ
ク
メ
を
八
十
六
ズ
ょ
り
ふ
、

I

泛

減

客

し

め

、之
れ
I

V

ロ
イ
ょ
t

輕
量
I

し
め
.た
る
も
、
而

も

羅
f

於

い

て
久
し
く
行
は
れ
奢
比
價
た
る
一
一

十
！

フ
ッ
ク
マH

を
一
ス
タ
テ
ル
に
等
し
f

し
め
た
り
。
斯
く
て
彼
れ
は
■
典
の
鑄
貨
制
度
と
對
抗
す
る
を
廢

し
、
實
際
上
同
國 

を
し
て
商
業
上
£

|

た
ら
^
め
f

。
斯
く
の
如
き
改
革
は
又
金
銀
の
市
場
比
傻
が
約 

一
S

す
る
十
f

し
に
^

ん
。
斯
く
て
フ
イ

リ
ツ
ボ
ス
に
ょ
り
て
確
套
ら
れ
た
る
兩
金
屬
鑄
貨
間
の
士
.一
 
分
算
的
價
値
關

係
は
廢
止
せ

ら

れ

て

•ア
レ

ク

サ
ン 

ド
ロ
ス
は
之
れ
を
十
I

的
關
係
に
復
歸
せ
：し
め
た
る
I

:

他
方
に
於
い
て
依
然
と
し
て
フ
イ
リ
ツ
ビ
イ

の
鑛
坑
は
多
量
の
金
を
兆 

乾
し
つ
、
ぁ
る
の
み
な
ら
ず
、
前
述
の
如
く
波
斯
主
ダ
リ
オ
.ス
i

積
せ
る
財
寶
が
流
通
す
.る
に
至
つ
て
、
金
は
フ
イ
リ
ツ
ボ
ス

の
基 

礎
的
比
率
以
下
に
下
降
せ
る
が
故
5

レ
ク
サ
'ン
.ド
ロ
ス
は
波
斯
の
金
貨
を
し
て
通
貨
の
I

奚
は
し
め
、
而
し

て

ダ

ル

レ

イ

コ
ス 

を
し
て
地
金
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
た
ら
し
め
た
り
。
或
ひ
は
I

彼
れ
の
.採
用
せ
る
も
の
は
恐

ら

く

二
種
の
憲
鋳

貨

の

間

S

1

U

設
け
ず
し
て
.、f

,
S

Q

市
f

從
ひ
S

5

る
比
率
を
以
つ
て
流
通
せ
し
む
る
平
行
本
f

な
り
し
な
る
T 

, 

¥ 

3
3
1
0
。

彼
れ
が
復
本
位
の
採
用
に
よ
つ
て
其
の
金
貨
を
し
て
人
爲
的
高
價
を
翼
せ
し
め
ん
と
す
る
こ
と
な
く
全
f

一
 

な

置
 

差

立

i

つ
て
金
鶴
貨
を
發
行
し
た
る
_

な
る
|

は
、
鑫
が
彼
れ
の
財
政
顧
問
に
よ
り
て
軍
に
地
金
と
し
て
雪
さ
れ 

•，
し
”

，
リ
ッ
ポ
ス
が
行
へ
る
が
如
く
、

一
 

ス
タ
テ
.ル
と
交
換
せ
ら
る
可
き
銀
ド
ラ
ッ
ク
マ
エ
I

確
然
i

ん
と
す
る
何
等

の
企
圖
も
行
は
れ
f

し
こ
と
を
議
す
る
も
の

I

。

1

5

.

霞

，J
i

l

o
f l

u
t
e

 

o
f 

B
I
S
,

 

r 

g

o

o 

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス

.の
货
幣
制
度
が
少
く
と
も
厳
格
な
る
複
本
位
i

ざ
り
し
こ
と
を
信
ず
可
1

ら
に
有
力
な
る
®
枝
は 

'彼
れ
の 

i

一
世
紀
以
h

i

り
て
、—

其

の

變

於s

て
金
銀
の
相
霞

値

は

讓

に

し

て

且
つ
大
な
る
震
を
見
た
る
に
拘
ら
す
ー
 

何
れ
の
.金

墨

S

I

に
も
何
等
の
變
化
な
く
し
て
、
彼
れ
の
8

者
言
よ
り
て
.其
I

行

备

S

ら
れ
た
る
s

t

t

 

0
看
出
さ
る
可
き
も
の
.な
り
？(

？
|
0
?
.
&
.
,
?
.
3
-
。
1
0
0

b

ア
レ
ク
サ
ン
ド
I

後
の
.希i

l

る

主

た

る

政

治

的

勢

力

は

所

謂

.ヘ
レ
一
一
ズ
ム

(

I

言
へ
ば
■へ
レ
テ
ス
チ
シ
ズ
ム)

 

的
諸
_

l

f

。|

等
の
諸
王
國
は
、
マ：I

ア
を
除
き
て
は
、
何
れ
も
會
つ
て
波
斯
皇
國
の
1

1

1

も
の
な 

b

o
 

.
是
れ
等
の
も
の
.
ば
總
ベ
て
、
マ
.ヶ
.ド
ー
一
ア
に
生
れ
て
、
希

獵

的

敎

養

を

受

け

'
.
而
し
て'
マ
ヶ
ト
ー
一
ア
人

T

才

し
I

f

ヵ
ー，

.

I

f

れ

_

入」

l

l

s

i

s

f

霊

I

Iら
f

。

写

f

.及

び

淡

及Iけ

I
國

i

g領
養

i

l、
l

昼

i
舊
及
び

|
役
人

|

|最
|

ー
0
五
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四
九
七
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八
リ
、ク
レ
ス
時
代
以
後
に
於
け
る
希
朧
の
社
會
不
安



ペ
リ
グ
レ
ス
時
代
以

.後
に
於
け
る
希
職
の

'.
助
會
不
安

.. 

1
0

六

C
1

四
丸
\
ノ

級
の
人
愛
形
成
す
る
に
至
.れ
.る
希
職
移
住
民
の
.多
，數
に
：よ
り
て
支
持
せ
：.ら
れ
た
1)
:
,
?
:
.
是
れ
等
取
方
_の
新
諸
：王
朝
は
其
の
國
土の

：.

自
然 

的
富
と
土
着
民
及
び
移
住
民
の
勞
働
を
更
ら
に
廣
く
更
ら
'に
紙
織
的
に
使
.用
し
.て
、
其
：の
，地
位
の
安
固
を
確
保
し
得
た
りo

遺
個
自
然 

的
資
源
の
盤
然
た
る
搾
取
は
收
入
を
増
加
，し
、
斯
<;
て
叉
、
，之
れ
を
し
で
國
王
.の
爲
め
に
大
.な
る
陸
海
軍
を
維
持
す
る
を
得
せ
し
め
、 

國
王
は
是
れ
.に

曲

り

'
て

國

內

に

於

け

る

其

の

屋

.を

統

御

す

.
る

こ

と

を

得

た

り

0

愛
.に
於
い
て
乎
、是
れ
等
の
諸
王
S

に
其
の
注
意
を 

國
家
の
：资
源
開
發
と
其
の
踣
民
の
課
税
し
得
可
き
能
カ
の
發
達
と
に
：挪
；へ_り
0 '

C
M
.

 

R
o
s
l
z
e
f
G
A

 

H
i
s
t
o
r
y

 

of 

t
h
e
>
n
c
i
e
n
t

 

W
o
r
l
d
,

 

vol. 

I, 

T
h
e

 

O
r
i
e
n
t

 
a
n
d

 

G
r
eece, 

trans. 

"by 

J. 

o
. 

Duff, 

1
9
2
6
,
d
. 

3
6
4
.
'
o

.希
職
諸
市
邦
に
よ
り
て
創
造
せ
ら
れ
た
る
經
濟
狀
態
は
へ
レ
：一
一
ズ
ム
的
諸
王
國
に
よ
り
て
繼
承
せ
ら
れ
た
り
。

へ
レ
ー

ー
ズ
ム

的

义

报 

は
希
戰
及
び
希
職
化
せ
ら
れ
た
る
商
人
及
び
希
_
製
造
業
考
に
よ
り
て
支
配
せ
ら
る
-
<
|大
市
場
と
'爲
れ
り
？
希
臘
製
造
業
者
は
東
方 

に
特
有
な
る
總
べ
て
の
技
術
的
生
産
方
法
を
採
用
し
て
、
.之
れ
を
改
良
し
、
.其
の
商
品
を
し
て
彼
れ
，等
の
顧
客
の
趣
味
に
適
合
せ
し
め 

た

り

。
.
商

人

は

取

方

.
に

於
け
る
企
業
坐
沽Q.

發
.
達

を知
悉
.す
る
に
^
り
、
之
れ
に
參
加
し
、
而
し
て
之
れ
を
更
ら
に
一
.層
精
巧
な
ら
し 

め
た
り
。
齋
|

文
明
語
た
る
#g

語
は
漸
次
東
方
に
於
い
て
i
亦
、
業
務
遂
行
上
の
正
規
語
と
爲
れ
り
o
總
ベ
て
の
坐
活
上
の
部
門
、 

殊
に
事
業
上
に
於
い
て
は
、
地
方
的
特
異
胜
は
次
第
に
消

滅

し

，
つ
V
あ

る

な

り

。

(ibid., 

p
‘ 37

0
.
)

o

'
舊
希
職
都
市
の
發
達
、
新
希
臘
都
市
の
，建
設
、
是
れ
等
諸
都
市
に
於
け
る
商
工
業
の
進
歩
、傭
兵
隊
、戰
艦
及

び

商

船

の

乘

組

員

、
並 

び
に
政
府
の
有
司
の
增
加
は
生
活
資
料
の
生
産
.に
直
接
參
加
せ
ず
し
て
、單
；に
.之
れ
を

消
费
し
つ〜

あ
る

者
の
數
を
增
加
ぜ
し
め
た
り
。 

斯
く
て
食
料
輪
に
^
t.
0

3

乾

. ^
葡

- #
酒
、
猶
物
袖
を
諸
都
市
此
供
給
す
るQ

問
題
は
愈
，々

益
々
緊
切
と
爲
れ
り
。
紀
元
前

第
五
"
四
世
紀
に
於
い
て
は
雅
典
は
南
部
露
西
亞
及
び
ト
ラ
キ
ア
ょ
り
食
糧
を
輸
入
し
て
其
の
‘帝
國
の
臣
民
を
養
ひ
、
.而
し
て
大
多
數 

の
他
の
希
職
人
は
伊
太
利
盥
及
び
シ

キ

リ

ア

ょ

り

輸
入
せ
ら

る

、

食
料
品
を
以
づ

.
て

生

活

す

る

こ
と
を

得
.た
る
も
、
而
も
斯

く

D
如
き 

は
最
早
可
能
た
ら
ざ

る

に

至
れ
り
0
紀
元
前
第
三
货
紀
、殊
に
其
.の
後
半
に
於
い
て
、.は
、南
露
の
草
原
に
於
け
る
ス
キ
ュ
チ
ァ
^
k
3 

王
國
は
、近
隣
の
人
民
、
殊
に
サ
ル
マ
チ
ア(

ly
j
--
§
^
a
r
/
ft〕

人
の
爲
め
.に
力
®

せ
ら
れ
て
、
其
の
，生
產
力
を
減
じ
、
而
し
て
、
ヶ
ル
ト
の
惊 

奪
民
の
侵
入
を
受
け
た
る
バ
ル
カ
ン
半
島
北
部
の
狀
態
も
亦
.、
'多
く
之
れ
‘と
異
な
る
こ
と
な
か
り
きc

而
し
.て
又
、
戰
役
と
陶
部
と
を 

以
つ
て
滿
た
さ
れ
た
る
多
難
の
時
代
を
經
て
、
終
に
羅
馬
叢
上
權
の
下
に
統
Tr
せ
ら
れ
た
る
伊
太
利
逝
及
び
シ

キ

リ

ア

は

、

»
が
て 

羅
馬
カ
ル
タ
ゴ
オ
間
の
長
き
戰
爭
に
祟
せ
ら
れ
て
V

西
方
の
經
濟
生
：活
は
#

時
損
傷
せ
ら
れ
、
食

料

及

び

原

料

の

輸

出

は

殆
ん
ど
金
く 

斷
絕
せ
り
。
.斯
く
て
希
職
的
世
琚
は
其
の
食
» '
の
供
給
を
愈
々
益
々
埃
及
及
び
小
！

0!

細
亜
；m
俟
つ；

に
至
れ
り
o

1

,pp. 

3
7
0
-
1
0
0

 

，這
般
の
情
勢
は
埃
及
及
.び
小
亜
細
蓝
の
諸
玉
並
び
.に
シ
キ
リ
ア
の
ヒ
エ
口
ン
广CJ

f
e
y

 

二
世
を
し
て
其
の
國
土
の
坐
產
カ
赞
加
に 

大
な
る
注
意
を
别
ふ
に
至
ら
し
め
、希
職
の
.植
物
學
と
：動
物
擧
と
は
農
業
及
.び
牧
畜
に
觀
施
せ
ら
れ
、希
職
の
科
學
は
實
際
的
農
民
及
び 

|
畜
業
者
の
觀
察
を
览
集
し
-
之
れ
を
結
合
し
て
體
系
を
與
：へ
、
土
地
'の
經
營
^
科
舉
的
栽
礎
の
上
に
置
か
ん
と
せ
る
最
初
.の
企
圖
を
行 

へ
り
。
原
始
的
耕
作
法
は
、■奴
_
勞
働
が
主
要
な
る
.役
割
を
演
ず
る
赘
本
主
義
的
制
度
に
代
れ
り

p
.
.

司
，一
の
.經
過
は
工
業
に
於
い
て
も 

亦
認
め
ら
る
、
を
得
可
く
"
此
の
方
而
1
於
い
て
1

、
諸
主
は
模
範
を
示
じ
_
'奴
識
勞
働
.と
大
エ
場
と
は
愈
々
益
々
獨
立
，の
エ
匠
と
家 

內
工
業
と
を
歷
探
f

 

P
: 

■は
廣
大
な
る
地
所
を
其
.の
蔽
倖
の
叫
に
分
配
.f

o
是
れ
等
め
者
ぼ
地
主
：に
非
卞
し
て
、
是
1
普
の
土 

地
の
上
に
_
學
^
彰
竹
法
を
誘
入
へ
す
る
，の
義
務
^
帶
び
つ
.
Kあ
る

借
地
人
な
り

。

國
家
に
屬
U
.つ
V

あ
.る
土
地
：：.の
廣
大
な
る
,&
1
横
.は
共

ク
レ
ス
時
作
以
後
に
於
け
る
希
臘
の
肽
會
不
安 

J
D比

九

〕
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如
ク
レ
ス
時
代
以
後
に
於
け
る
希
臘
の
酞
會
不
安

 

J
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一
五
〇
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土
の
手
忙
移
さ
れ
、
ロK

れ
等
の
盏
は
埃
及
に
於
いK

は
外
來
土
地
保
有
容
の
新
階
級
を
胲
成
し
、
小
商
細
耍
及
び
.シ
-
リ
ア
c

d

て 

は

r

た
な
る

都
市
的
植
民
地
を
劍
設
せ
り
。
兵
士
以

外
の
移
住
民
も
亦
、
土
地
の
靈

を

^
^
す

る
が
爲
め
に
夥
し
く
吸
5|
せ
ら
れ 

た
り
。
小
逝
細
盥
及
び
シ
ュ
リ
ア
に
於
け
る
廣
大
な
る

地
域
ば
希
職
ょ
り
の
移
.從
者
忆
分
配
せ
ら
れ
、
而
し
て
新
た
な
る
希

隞
都
市
は 

是
れ
等Q

地
域H
發
生
せ
り
。.
埃
及H

於i

て
は
移
住
民
；̂
國
王
t
助
け
て
最
も
滿
足
な
S
方
法Q

.上H

其
の
；國-

H
Q

政
治
と
其
の
内 

部
的
交
易
と
を
組
織
せ
し
め
た
り
。
是
れ
等
の
移
住
霞

彼
れ
等
の
贏
ち
得
た
る

貨
幣
を
主
と
し
て
土
地
に
投
下
せ
り
。
斯
く
て

識
 

到
る
處
に
贫
富
の
兩
者
を
包
含
す
る
新
中
層
階
級
は
重
せ
り
。
此
の
階
級
は
多
く
の
場
合
に
於
い
て
外
来
者
ょ
り
成
り
、

春

0
.民 

は
概
し
て
彼
れ
等
に
服
事
し
、
叉
、
經
濟
的
に
彼
れ
等
に
依
賴
せ
り
P
.邈
遠
の
杏
ょ
り

土
地
を
耕
作
し
來

り
た
る
土
着
の
民

は

、

璧

 

と
國
王
が
：̂Q

土
地Q

一
 

部
を
與
.へ
た
る
者Q

爲
め
忙
依
然
と
し
て
其Q

耕
作
を
續
け
た
り
。
_

録

取

q

親

は

埃
及
に
於
い
て 

最
も
驚
的
に
支
持
せ
ら
-れ
た
り
。
此
S

Q

ぁ
ら
ゅ
義
濟
生
淫
政
府
の
統
制
罜
.に
繁
れ
た
り
。
政
府
■

働-
K

衆
と
の
間 

の
仲
介

人
は
實
に
官
吏

及
び
徵
稅

請
負
人
な
り
し
な
り

o 
(
i
b
i
d
.
,

 

p
p
.
,

 

3
7
3
-
5

し
。

. 

.

物
納
.の
制
度
は
實
際
上
金
納
の
制
度
に
變
じ
た
.り
0
--
'
實
物
微
收
を
避
く
る
こ
と
を
得
ざ
る
*

業
地
方
に
於
い
て
す
ら
、
攻
-̂
の
欠
戈 

人
は
產
物
を
貨
幣
.に
代
ら
し
む
る
こ
と
を
得
た
り
0
希
職
の
租
税
請
負
は
私
企
業
な
，り

:1
>
が
、'
へ
レ 

一*-
'
ズ
ム
時
代
、
後
期
ア
レ
ク
サ
ン 

.ト
リ
ア
時
代
に
は
租
税
.が
貨
幣
を
以
つ
て
.支
拂
は
る〜

場
合
に
は
、.
そ
は
國
家
の
官
吏
た
る
收
税
人
忙
由
り
て
徵
收
を
ら
ル
た
り
。p= 

し
て
租
税
請
負
人
は
農
民
を
驅
つ
て
貨
胳
を
以
つ
て
支
拂
を
行
は
し
む
る
こ
と
な
く
し
.て
、
能
く
貨
幣
收
入
の
徵
收
を
容
易
な
ら
し
む 

る
が
.爲
め
に
介
入
す
る
な
り
。
彼
れ
等
は
絕
■え

ず

.
收

益

畫

金

に

換

へ

っ

V

あ
f

、一

ヶ
月
一
囘
收
入
決
管
行
ひ
、
而
し
て
約
宝

期
間
の
終
り
忙
於
い
て
總
決
薄
を
行
ひ
、
其
の
財
產
を
.保
識
と
し
て
提
供
せ
り
。
葡
萄
園
の
收
益
に
對
す
る
六
分
一
の
租
税
は
實
物
を 

以
っ
て
、果
樹
園
及
び
菜
園
の
興
れ
は
货
幣
を
以
つ
て
支
拂
は
れ
た
り
。
ア
ポ
モ
イ
ラ(

H

a

)

是
れ
な
り
。
艰
樹
園
の
所
有
洛
は

I.
.- 

. 

-

自
ら
其
の
收
權
.の
價
値
を
茶
淀
し
、，
祖
税
請
負
人
に
し
て
同
意
せ
，ば
、
這
般
.の
高
は
領
收
せ
ち
る
、
も
、
若
し
、
_彼
，
れ

趣

が

是

れ

ょ

り

. 

.

,
..... 

• 

■ 

• 

. 

. 

-• 

.

.

.

.

.

.

. 

-

も
髙
く
收
穆
を
.評
.價
す
.る
と
せ
.ば
、
彼
れ
等
は
之
れ
を
差
胂
.へ
て
寶
却
す
る
を
得
可
く
、
而
し
て
濃
民
が
自
ら
其6

收
獲
を
評
價
せ
る 

全
額
を
彼
れ
に
支
拂
ひ
た
る
後
、
尙
ほ
餘
剩
，あ
ら
ば
、
彼
れ
等
は
之
れ
を
保
留
す
る
を
得
可
し
。
他
方
に
於
い
て
、
彼
れ
等
に
し
て
收 

穫
の
價
値
を
過
大
忆
見
稹
れ
り
と
せ
ば
、
.彼
れ
等
は
自
己
の
襄
中
ょ
り
租
税
の
全
'部
若
し
く
は
一
部
を
支
拂
は
ざ
る
を
得
ざ
り
し
な
る 

可
し
。

(
B
.

 

p
.

.or
e
n
f
e
u

 

a
n
d

 

J. 

?
• M

a
h
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f
f
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T
h
e

 

R
e
v
e
n
u
e

 

r
w
s

 

o
f

 

P
t
o
l
e
m
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P
hiladelphcs, 

100
9
6
, 

p
p
.

00
4
,oo
s
,

1
0
1
0
。

ア
ポ
モ
イ
ラ
社
固
と
神
殿
に
屬
.b
た
る
.も
、
紀
元
前
ニ
百
六
十
六
丨
五
¥

、
プ
ト
.レ
マ
イ
オ
.ス

<:
ぎ

i

我

3
 

ニ
世
は
之
れ

... 

. 

.
' 

.

を
、
神
格
に
上
さ
れ
た
名
其
の
姉
に
し
て
又
后
た
り
し
ア
ル
シ
ノ
エ
.
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ォ
ス
ぺJ

l
p
a
i
l

§
,
6
M
l
t
^
の
祭
祀
に
轉 

向
せ
し
め
た
り
。
そ
は
恐
.ら
く
此
の
收
入
が
國
庫
に
歸
す
る
に
至
り
た
る
こ
.と
を
物
語
る
も
の
な
.る
可
し
。
此
の
ア
ポ
.モ
イ
ラ
に
加
へ 

て
プ
ト
-^
マ
イ
オ
ス「

同
胞
愛」

王
.

(

^

&

%̂ :
0

0
は
三
苹
間
の
平
均
に
基
き
、
葡
萄
園
、
果
樹
園
及
び
菜
園
の
産
物
に
對
し
て
三
割 

三
分
芤
鹿
の
耝
税
を
微
せ
る
が
故
に
、
葡
萄
酒
年
產
額
の
大
部
分
は
彼
れ
'の
有
に
屬
せ
り
。
卿
し
て
旒
物
を
以
つ
て
交
付
せ
ら
れ
た
る 

葡
萄
酒
は
直
ち
に
財
務
吏
を
經
て
'交
#

に
移
さ
れ
た
り
。
葰
&

な
.る
希
職
產
菊
萄
酒
に
對
す
る
三
割
5
分
五
厘
の
輸
入
稅
は
當
に
此
の 

粗
稅
に
對
應
す
る
も
の
な
り
。(

w
.

 

w
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^

 

:

.

油
は
主
室
.の
獨
占
に
し
て
、
其
の
生
產
及
び
躯
寶
は
.周
到
な
：る
注
潦
を
以
つ
て
* :
觸
せ
も
：れ
た
り
？
橄
欖
は
埃
及
.に
誘
入
せ
ら
れ
て

ぺ
リ
ク
レ
ス
時
代
以
後
に
於
.け
る
希
臘
.の
社
會
不
.安 

】

Q
*»(

一

五
01

〕

f
f
i
n
s
i 

1
1
^



《

ィ
汐
ド
ス
時
代
现
後
に
於
け
る
命
臘
の
嫌
冷
不
安.

1.1:0 

(

l
a
o
u

)

. 

後
次
し
き
を
裏
た
石
も
、
少̂
に
し
て
、

に̂

«實
と

.ルて
使
用
せ
：ら
れ

>
.

池
せ
湖
機
か

^
^

课
肉
十
ロ
魯
聖
篤
ょ
り
ま
得
贫
ら
^

^

國
王
は
::
«

: »
の
土
地
A
製
，.
_原
料
た
猶
物
の
植
跗
に
^

つ
可
き
か
を
®:
平
決
定
せ
り
。
植 

附
は
强
制
的
に
し
て
、
.
■
王

: #
全
''
'
®物
を
*

定
.の
:*
楮
を
_

て
.

I

貝
取
々
、
：..製
油
は
國
有
エ
場
に
、於
い
て
行
は
れ
、
勞
袅
は
隸
民
な 

る
亦
故
に
、
仕
寒
を
强
制
せ
ら
れ
0
,而
$

^

1

^

ょ̂
り
て
他
上
移
さ
る
\ 

I非
ざ
れ
ば
、
自
已
の
場
所
に
束
縛
を
ら
れ
た
り
。
最
後 

に
.

外
は
^

C此
的
.谓
於
を
■ ^
■0
.て
小
賣
认
.を
姻
:;
^

て
分
配
せ
ら
名
人
な
ゎ
0
.
:同
時
に
、
^
油
エ
揚

:̂
鹄
す

4羽
溯
の
配
分
を
省
及
せ
り
。
競
乘
を
防
止
す
る
が
爲
め
に
外
國
油
に
對
し
て
：贺
重
な
る
輸
入
税
は
賦
課
せ
ら
1,
た
り

o 

E
元 

前
ニ
否
五

+九
年
に
、
ブ
ト
レ
マ
ェ
：ォ
ス
.ニ
世
は
其
の
油
女
埃
及
に
於
い
て
ー
メ
ト
レ

i

ァ
ス(

J

S

.7
T
十

一

一

ド

ラ

ッ

ク

マ

ェ 

に
裏
却
し
、
而
し
て
輸
入
稅
は
五
割
に
し
て
、
輸
入
せ
ら
れ
た
る
油
は
彼
れ
自
身
に
對
し
四
士
ハ
ド
ラ
ッ

ク

マH

を
以
.
つ
て
販
賣
せ
ら

> 

* 

, 

. 

< 

• 

- 

- 

• 

.
*
-
.
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• 

I
.

1.
.• , 

. 

. 

* 

.... 

r
- 

» 

• 

V 

. 

- 

- 

*
. 

' 

: 

. 

• 

, 

.

る
可
き
も
の
と
做
せ
り
。
斯

く

てブ
ト
レ
マ
エ
オ
ス
の
，擧
げ
得
た
る
利
潤
は
胡
麻
油
の
七
割

ょ

り

十：！

魯

聖

篤

の

三

十

割

に

及
べ
り
0.

•
 

.
 

•+
 

'
 

...
 

-
-
-
-
-
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•
 

-
 

, 

' 

...
 

-
 

•
 

-
 

»

*
-
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*
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.

 

1
5
1
-
3
0
0

鹽
^

び
天
然
曹
達
の
場
合
に
於
い
て
も
、油
士
同
樣
の
原
則
適
用
せ
ら
れ
た
る
が
如
し
0

^

|

$

^

6
 

A
n
c
i
e
n
t

.
* 

- 

* 

J 

 ̂

.. 

•
: 

-

ン
 

* 

, 

.

ss
to

ly
,  

v
o

l.V
H

,  

T
h
e  

H
ellen

istic  

M
o
n
arch

ies  and.  the  R
ise  o

f  

R
-ie

,  

1
9
2
8
,  

p
.  

1
3
5
0
0 

織
物
原
料
は
又
、
王
{至
.の
獨
占
に
し
て
、
總
べ
.て
の
蓝
麻
、
而
し
，て
恐
ら
く
は
總
べ
て
の
.羊
毛
も
亦
、
確
定
せ
ち
れ
た
る
價
格
を
以

•
 

N • 

- 

• 

• V 

I. 

. 

* 

• 

-.

つ
て
國
王
に
寶
却
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
ざ
り
し
な
る
.可
く
、
彼
れ
は
每
年
蓝
麻
の
播
種
高
を
決
定
し
、
外
國
の
羊
毛
.に
■
し
て
は
一
一
割
の 

•輸
入
税
を
賦
評
せ
义
織
眩
等
は
其
の
村
に
居
往
せ
る
が
如
き
.も
、
織
機
は
國
有
化
せ
ら
る
主
と
な
く
、
彼
れ
等
は
實
際
上
勞
作
を 

强
：

i{5

せ
ら
れ
ざ
る
も
、
自
已
の
場
所
を
去
る
'&
と
は
自
由
な
ら
ず
*

而
1

て
國
家
は
交
付
せ
ら
れ
た
る
原
料
杧
比
例
し
て
彼
外
^
ょ
り

菔
麻
布
若
し
く
は
羅
紗
の
，.ー
定
*
を
取
立
て
た
る
な
.る
可
し
:°
織
物
原
料
は
紀
元
一
百
年
の
：頃
に
至
り
Y
絕
對
の
獨
A-
た
ら
ざ
る
に
：至 

办
ノ
製
造
の
權
利
は
貸
出
ざ
る
X
に
至
れ
り
0(

g

f
 

P
,
1
5
L
>
?

'
八

'

ブ
ト
レ
マ
エ
す
ス
諸
芏
せ

一
方
に
於
い
て
は
、
フ
ァ
ラ
オ
.の
後
繼
渚
に
し
'て
、
斯
く
て
又
人
身
を
具
せ
る
神
、
神
の
子
"と
し
て
、
他 

方y
.

枕
征
服
の
權
利
に
よ
、つ
て
埃
及
を
領
有
す
る
衆
と
^

て
、
其
の
全
土
と
其
.の
包
含
す
る
總
.ベ
て
'の
物
を
所
宿
せ
り
。
總
べ
て
の
穀 

物
耕
作
地
は
其
の
何
人
の
手
中
に
#

す
る
を
問
は
ず
、
ぃ
悉
乂
直
接
國
王
^
對
し
-て
穀
物
を
以
つ
.て
租
税
を
支
拂
は
ざ
る
を
得
ず
。
而
し 

,て
王
領
她
：(

3,
't
c

.

a

l

i

)

に
於
や
て
は
農
民
が
よ
り
次
な
る
诹
八
刀
た
匁
國
汪
の：

分
前
を
取
除
き
、
：而
し
.て
之
れ
を
其
の
村
に
於
付 

石
國
王
の
穀
倉
.に
蓮
搬
せ
名
後
に
非
ざ
れ
ば
、
收
獲
の
如
何
な
る
部
分
4

農
民
に
屬
す
石
も
.の
忙
非
ず
o
;シ
"ュ
リ
ァ
に
於
い
て
は
、
セ 

レ
ゥ
.コ
.，
ス'

(

N
^

^
o

a
,:主
朝
は
收
權
の
十
分 
一•を
納
む
る
の
慣
行
を
持
續
し
、
斯
く
.て
叉
凶
年
に
於
い
て
は
損
失
を
分
檐
し
て
農
妈 

と
掘
同
省
の
地
位
に
立
ち
た
る
が
*
埃
及
に
於
い
て
は
土
地
：の
ぁ
ら
.ゅ
る
‘部
分
は
其
の
_割
當
.て
ら
'れ

，
た

る

高

を

第

一

の
賦
課
と
し
て
國 

王
に
納
付
し
、
损
失
は
獨
り
耕
作
者
の
負
檐
に
歸
せ
り
。
斯
く
の
如
き
は
實
に
ブ
ト
レ
マ
ェ
オ
ス
の
擁
し
た
る
鈕
窟
の
泉
源
の 

一
f
 

し
も
の
な
り
。
王
領
の
農
段
S
養

n
 

r
$
p
t
<y
は
生
.活
を
支
へ
#

る
に
足
る
以
上
を
淺
さ
る
\
こ
と
&
く
、
國
王
は
塑
平
の
種 

穀
：を
供
給
.せ
り
。
4
麥
は
村
.の
穀
倉
よ
り
.

の̂
：'中
央
穀
倉
に
移
^

、
.楚
れ
よ
り
.ネ
イ
ロ 
：ス
何
を
下
り
■て
、
ァ
.，レ
.ク
，サ
ン
ド
リ
.ァ
に
於
け 

^
國
壬
の
邀
袁
に
貯
藏
せ
ら
る
\

な

.-
1
)0

ブ

ト

.
レマ
エ
オ
ス
，は
古
今
朱
#
有
の
大
穀
物
商
人
な
.り
き
o (

icr
i

f

p

，
1
5
0
0

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

!■
. 

■ - 

.

.

. 

.

,
ブ
ト
レ
マ
エ
オ
ス
諸
王
.の
；
賢

明.な
.る

絲

治

の

卞

に

於

い

て

、
：
：
ァ

レ

“ク

サ

：
ン
；
ド

リ

ァ

は

薅

が

_て

商

業

都

市

と

し

，：
て

箸

大

な

る

發

達

を

遂
 

八
リ
ク
レ
ス
時
代
以
後
に
於
.け
る
希
摧
の
社
會
不
安 
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ぺ
リ
ク
レ
ス
時
代
以
後
に
'於
け
る
希
臘
'の
.社
僉
：个
安 

I

 

H
I

(
一

五
ニ
四)

ぐ
る
に
栗
れ
り
。
地
中
海
岸
に
於
け
•るH

業
及
..篇
業
都
市
.
$興
隆
は
遂
に
埃
友
|:
-
化

：
し

て

商

業

國

.た
ら
.
.し
..め
た
り
0
.
穀

物

黄

易

は

验
 

然
た
.る
組
織
を
有
す
る
に
至
り
、
.載
貨
杜
獨
り
-ア
ッ
チ
カ
の
み
.な
：ら
ず
、
伊
太
利
瓯
に
於
い
て
消
费
せ
ら
る
\
が
爲
め
に
カ
ン
パ
一
一
ア 

の
海
淄
都
市
ブ
テ
オ
リ
に
0
^
せ
ら
れ
た
りc

隊
商
交
易
の
ニ
部
诚
ネ
イ
ロ
ス
河
を
下
る
に
ま
？
、
印
度
及
び
亜
刺
比
取
の
物
產
は
ア 

レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
忆
輸
致
せ
..ら
れ
、
地
中
海
に
沿
へ
る
諸
地
方
ょ
.り
來
れ
る
銀
、
罾
罾
酒
、
雜
拍
及
び
織
物
類
と
交
換
せ
ら
る
、
を
得 

し
な
り
o
. (c

u
n
n
i
n

 
的 ha

m
,

 
op. 

c
i
r

p
.
1
3
3

 
し
。
.

.

猶
々
數
十
囊
を
積
谶
し
得
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
フ
ヱ
ル
ッ
カ(

f
a
l
u
c
a
,

^
1
\
!§)

と
稱
せ
ら
^

た
る
小
^
船
は
ノ
主
々
一
萬
ア
レ
タ
バ
イ 

(

ぞ
2.
^)

の
重
荷
を
.積
め
る
堂
々
た
る
ダ
ハ
ピ
1T

(
d
a
h
a
b
i
y
a
,

 

d
a
h
a
b
i
y
e
h
)

と
.‘變
れ
り
。
是
れ
等
の
船
舶
の
一
部
は
國
王
若
し
く 

は
王
妃
に
屬
し
、
他
の
..部
分
は
私
人
に
屬
せ
り
0
パ
ビ
リ
ス
な
る
人
は
ネ
イ
ロ
.，ス
河
上
に
總
噸
數
八
萬
ア
ル
タ
バ
イ
の
船
舶
を
所
有
せ 

り
と
傅
ベ
ら
る
o

埃
及
杧
於
レ
て
|
1
:
1
1
2.
6
5
.と
稱
せ
ら
れ
允
る
船
主
は
自
ら
識
貨
を
取
扱
ふ
こ
と
な
く
、
其
の
船
舶
を
、
埃
及
に
於

い
て
は
運
送
業
者
を
意
味
す
る
ナ
ウ
ク
レ
ロ
ス(

§

§
^

^

c

)

.に
賃
貸
す
る
，も
の
な
.り
。
主
た
る
顿
客
は
國
家
に
し
て
、
主

た

る
業
^

.

.

.

.

.
 

. 

.

. 

.

は
穀
物
の
取
扱
な
り
。：oiotz, 

op. 

C
F pp.. 

3
s
-
3
7
.°)
o

道
路
は
ベ
レ
ニ
：1
ケ
及
び
ミ
ユ
オ
ス
•
ホ
ル
モ
ス
ょ
り
コ
ブ
ト
ス
に
至

る
ま
で
砂
漠
を
橫
切
$

て
建
造
，せ
ら
れ
た
り
、
而
し
て
又
取
刺
比
逝
の
海
賊
を
紅
海
ょ
$
.
|
掃
せ
ん
と
す
る
の
擧
は
行
は
れ
た
り
-0 

(
C
u
n
n
i
n
g
h
a
m
,

 

op. 

c
i
r

p,, 

p. 

1
3
300

.
埃
及
は
ブ
ト
レ
マ
〒
オ
^
の
所
有
地
な
り
、之
.れ
が
興
味
は
吾
人
を
し
て
徹
®
せ
る
國
有
制
度
を
研
究
せ
し
め
、
而
し
て
帝
政
羅
竭
0 

官
僚
政
治
の
原
型
を
供
給
す
る
こ
と
-多
き
の
事
實
に
存
す
。.
然
れ
ど
も
.坐
產
及
び
交
換
の
國
有
と
緒
紮
せ
ら
れ
た
る
人
民
の
全
生
活
の

細
目
に
宜
れ
：る
煩
瑣
な
る
銃
制
の
.制
度
.が
次
第
.に
嚴
猶
と
爲
り
つ
N
あ
、る
'と
と
は
、
人
民
に
取
り
て
極
め
て
大
な
る
重
荷
に
.し
て
、
强 

烈
な
る
不
滿
を
.喚
起
，せ
.ざ
る
を
得
ず
。
而
し
て
..官
»
の
非
行
.と
尊
#

な
名
行
爲
と
は
埃
及
民
に
.取
り
て
堪
へ
.，雛
.き
も
の
と
爲
れ
り
。
不 

:

斷
の
暴
MI
-

は
；將
來
を
不
確
定
な
ら
し
め
た
り
o 

.國
家
は
上
.層
階
級
に
對
し
て
藤
迫
を
加
ぺ
含
る
：を
得
.ざ
る
こ
と
X
爲
り
、
，極
端
.に
途
行 

せ
ら
れ
た
る
國
有
制
度
の
授
福
'は
遂
に
疑
問
視
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
れ
り
。

.

*,

命
臘
の
都
市
的
國
家
が
或
ひ
は
：完
全
に
、
或
ひ
は
部
分
的
に
猶
ほ
其
の
自
由
を
維
持
せ
る
希
臘
本
土
、
諸
島
及
び
小
蓝
細
亞
に
於
い 

て
は
"：

經
濟
生
活
は
.別
個
の
方
向
を
取
れ
り
。
是
れ
等
め
市
邦
.は
其
の
世
界
的
貿
易
の
.
.配
分
、
：波
斯
征
服
後
市
場
に
投
ぜ
ら
れ
た
る
茛 

額
の
金
銀
、
農
業
の
改
-
M
及
び
.エ
槳
の
進
步
等
の
諸
原
因
に
由
り
て
著
.し
く
其
の
繁
榮
の
程
度
を
進
め
た
り
‘。
總

ベ

て
是
れ
等
の
諸
郤 

市
に
於
い
..て
*
又
へ
レ
一
一
ズ
ム
的
諸
ま
國
の
1|
都
市
に
於
い
て
、强
火
甯
裕
な
る
中
曆
階
級
は
發
生
し
て
、絕
え
ず
其
の
數
と
富
と
を
增 

加
せ
り
。
他
方
に
於
い
て
、P

園
及
..び
仕
事
場
に
於
い
て
使
：傭
せ
：ら
る
S
奴
隸
數
.の
增
加
並
.び
に
貴
金
屬
價
値
の
.下
落
、
一
般
物
價
の
騰 

貴

は

卞

麼

階

級

.
の

運

命

を

し
.て
.愈
々
益
々
悲
慘
な
ら
し
め
た
り
。
凡
そ
紀
元
前1

H

百
年
に
於
け
る
貨
幣
價
値
の
下
落
は
.之
，れ
に
準
じ
て 

物
價
の
昂
騰
を
來
し
、
小
麥
は
約
ニ
倍
と
爲
り
、
油
は
三
倍
半
、
普
通
の
葡
萄
酒
.は
ニ
倍
华
に
騰
貴
せ
り
。
紀
ー
兀
.
前

第

四

世

紀

に

於

い
 

て

は

ニ

：
十
ド
ラ
ッ
ク
、マ
ラ
以
下
な
り
し
デ
口
ス
•に
於
け
る
：平
均
の
家
賃
：は
同
じ
く
紀
元
前
第
，

1
1
*

紀
：.に
は
.一
百
、ド
ラ
ッ
ク
マ
ュ
と
爲
れ 

る
.も
、(

斯
く
の
如
き
は
、
此
の
地
に
於
い
て
は
地
方
的
過
度
の
人
口
群
集
に
由
る
も
の
あ
る
も)

、
然
も
到
る
處
に
於
い
て
食
糧
の
^
格 

は
紀
元
前
二
百
五
十
年
ま
で
に
は
.

(

恐
.ら
く
；同
一
一亩
年
に
至
る
も
尙
ほ
.

)

デ
.モK

テ
ネ
ス
時
代
の
水
準
に
復
歸
す
る
こ
と
な
か
り
き
。
是 

八
リ
夕
レ
ス
時
代
似
後
に
於
け
る
希
臘
の
社
會
不
安 

一

一

三

(

一
五
0
五)



<
リ
ク
レ
ス
時
代
以
後
に
於
け
?»
希
臌
の
社
會
不
安 

ニ

四

、
-
3£
0
六) 

れ
に
對
し
て
デ
尸
ス
に
於
け
る
賃
銀
は
事
.實
デ
モK

,

テ
ネ
ス
.時
代
の
雅
典
に
比
し
て
下
落
せ
り
o
rf
く
の
如
き
は
恐
ら
く
緩
和
せ
ら
れ 

ざ
る
競
^
の
結
梁
な
'り
し
な
ら
ん
。
小
麥
が
五
.

K
H
V

ッ
ク
マ
ェ
な
り
し
際
に
、：

純
然
た
る
最
少
限
の
生
#

#
、
即
ち
無
能
力
者
に
對
す
. 

る
下
附
金
の
率
及
び
奴
隸
の
率
は
一
人
に
對
し
每
年
一
日
,

?
ボ
リ
、
ー
家
族
に
對
し
二 

'ド
ラ
ッ
夕
メ
、
即
ち
六
オ
ボ
リ
な
り
し
が
、
今 

や
テ
ロ
.ス
に
於
い
て
は
、
小
麥
が
殆
‘ん
ど
十
ド
ラ
，ッ
ク
マ
テ
S

ん
：た
る
間
に
於
い
て
ず
^
熟
練
：あ
る
工
匠
は
最
皮
楚
十
一
日
四
オ
ボ 

リ
、
不
議
の
も
の
は
ニ
オ
ボ
リ
若
し
く
は
其
の
以
下
を
得
た
る
に
過
ぎ
ず
。即
ち
奴
信
ょ
り
て
代
ら
し
め
ら
れ
得
る
不
熟
練
の
自
凼 

勞
便
は
奴
！
！
..

Q

率
以
士
に
#

る

こ

.
と

を
得
ず
、
又
往
..々.其

の

，
，
以

.
下

に

降

る

.こ

と..す
ら
•あ
；
：
^
.
し
な
，C
J
O
.
H
P
3
,
. 

op. 

.
c
i
r

P
P
,
1
0
2
-
3

-0 

埃
S

於
い
_て
エ
眩
は
一
日
二
乃
至一

ニ.オ
ボ
リ
、
發
働
潜
は
紀
ー
兀
前
i

K

十
四
牢
に
重
き
仕
事
に
對
し
て
は
ー
オ
、ポ
.リ
、
輕
き
仕
事 

に
對
し
で
は
其
の
以
下
を
取
得
せ
.る
に
過
ぎ
ざ
り
し
も
、

麵
f

亦
、
.促
廉
な
.

o

し
な
り
® (ibid., 

p. 

1
5
S
0
。
.

資
本
家
は
、
'奴
,

働
が
其
の
同
胞
自
由
市
民
の
其
れ
に
比
し
て
更
ら
に
戗
廉
に
し
で
吏
ら
に
不
斷
な
'る
が
爲
め
.に

、

之

^
_
を

使

俯
 

す
る
こ
と
愈
.々
多
き
に
至
り
、
斯
く
て
自
由
民
の
.一
部
は
或
ひ
は
ヘ
レ
一
一：

ズ
ム
的
諸
王
の
軍
隊
に
加
は
り
、
或
ひ
は
萊
方
に
移
住
せ
る 

も
汗
も
多
數
は
後
に
淺
り
て
紀
元
前
第
四
世
紀
に
比
し
、
赞
富
兩
陪
級
間
の
嘑
隙
は
一
蜃
廣
大
と
爲
れ
りo

斯
く
の
如
き
は
.
へ
レ 

i
l

ス
ム
に
於
け
る
最
.も
不
健
全
な
る
現
象
に
し
て
、
同
ょ
り
是
れ
に
曲
り
，て
_

生
せ
ら
れ
た
る
社
#

不
安
#

し
た
る
も
、
而
も
未
だ
何 

练
の
勞
働
龃
織
#

す
る
こ
と
な
く
、
賃
銀
の
增
加
、
勞
働
條
.件
の
改
善
.を
目
的
と
す
る
同
盟
罷
業
は
殆
ん
ど
不
可
能
な

り
き
。
紀
元
前 

第
三
世
紀
若
し
く
は
其
の
後
の
埃
及
に
超
り
た
る
多
數
の
同
盟
證
は
恐
ら
く
.一
 
定
の
.事
故
に
ょ
り
て
惡
化
せ
ら
れ
た
る
純
然
た
る
絕 

望
の
所
產
な
り
し
な
る
可
し
。
彼
れ
等
.の
對
抗
手
段
は
主
と
し
て
逃
走
.に
し
.て
、
.U

儿
の
寺
院
に
避
難
す
る
を
.例

と

せ
り
o
, 0

1

, p.

1
5
00
,
0
0
.
.パ

口
ズ
嶋
に
於
け
る
麵
飽
燒
人
は
賃
銀
不
挪
の
爲
め
に
同
盟
罷
業
を
行
べ
る
も
、
而
も一

市
場
長
官
は
法
と
協
宛
と
に
從
つ
て 

勞
働
-#
を
し
て
^

業

を

廢
-!
1
:し
、

其
，の
.業
務
を
仕
卜
：ぐ
る
こ
と

を
强
制
し
、

而
し
て
傭
主
を
し
て

法
律
上
の
手
續
を
經
る
こ
と
な
く
し 

て
勞
作
考
に
其
0 :
賃
銀
を
支
拂
は
し
め
た
り
0

0
1|

, 

o
p
. 
c
ir

プ

S

-
0
O

職
業
組
合
が
形
成
せ
ら

る

\
に
至
奴
つ
、
あ
り
し

紀
ー
兀 

第
二
世
紀
に
於
い
；.て
羅
馬
領
亜
細
51
»
:に
於
け
る
同
盟
熊
業
を
見
る
に
至
る
ま
で
は
、
吾
人
は
何
等
他
の
同
盟I

能
業
の
記
錄
を
有
す
る
こ 

と
な
し
.;
0
.而
し
て
勞
働
條
件
改
善
を
2
1的
と
せ
る
同
盟
|能
業
に
關
す
る
最
初
の
記
錄
は
紀
元
第
五
世
紀
の
其
れ
な
$
 

.
と
す
。. (T

a
m

,  

o
p
.

 

c

i

r

^

“

2
0
。

,
事
情
が
全
然
權
へ
得
ざ
る
に
至
<;
:
た
る
時
、
訴
へ
ら
る
:¥
き
唯
.ー
の
手
段
は
蜂
起
若
し
く
は
革
命
な
り
。
土
地
の
分
割
、
愦
務
の
解 

除
は
猶
ほ
庶
民
黨
の
喊
聲
散
り
き
。
雅
典
が
：ぺ
：ロ.ポ
ン
.ネ
ソ
ス
戰
役
後
其
の
憲
法
中
に
揷
人
ぜ
る
、
：如
何
な
：
市
民
と
雜
も
土
地
の
分 

割
若
し
く
は
债
務
の
抹
消
を
提
案
す
る
を
得
ざ
る
旨
を
規
定
せ
る
倐
項
は
今
や
幾
多
市
邦
の
憲
法
中
に
現
れ
た
り
。
旣
に
紀
元
前
第
四 

世
紀
に
於
>
て
看
々
襲
來
せ
る
社
會
革
命
の
恐
怖
は
、
賢
に
當
時
に
於
け
る
有
産
階
級
が
、
現
存
制
度
の
.
_
士
と
し
て
マ
ヶ
ド
ニ
ァ
に 

依
賴
す
^

に
至
れ
る
一
原
因
な
り
0
彼
れ
等
の
多
數
に
取
り
て
は
、
マ
ヶ
ド
1
ァ
は
久
し
く
法
と
秩
序
の
自
然
的
藩
砰
た
る
の
，觀
あ
り 

し
な
り
o
'フ
リ
ッ
ポ
ス
に
ょ
つ
て
li
成
せ
ら
れ
、
次
い
で
ア
レ
ク
サ
ン
.ド
，ロ
ス
、「

都
市
攻
圍
者」

デ
メ
ト
リ
オ
ス
一
世
.(

^

^

^

s

c
 

7
7
0んへ0
0§
务

)

及
び
其
の
子
ア
ン
一
チ
ゴ
ノ
ス
。
ゴ
ナ
タ
ス
..
otu
y
i
^
y
o
x-
o
c /b

m
r

叫C
)

に
ょ
つ
て
更
新
せ
ら
れ
た
る
コ
リ
ン
ト
ス
聯
盟 

は
其
のH

的
に
於
い
て
半
ば
政
治
的
に
心
て
、
半
ば
社
會
的
な
る
も
の
な

り

。

而
し
て
其
の
主
た
る
'對
象
の
一
は
11
:

#
革
#
を
矶
11
*
.す 

る
に
莅
り
;.
0

即
ち
ァ
レ
；ク
サ
シ
ド
♦ロ
ス
^-
コ
ポ
>

ト
ス
聯
盟
諸
市
と
.の
間
の
條
約
中
に
は
、
,-
マ
ゲ
ド
1
1ァ
及
び
聯
盟
は
，
あ
ら
ゆ
る
聯 

.
1リ
ク
レ
.ス
峙
代
以
後
.に
於
.け
る
希
臘
の
.'社
會
'不
安 

こ

五

2

五
0
七)



:

ぺ
リ
ク
レ
ス
時
代
以
後
に
於
け
.る
希
颺
の
：
社

會

不

安

 

. 

こ

六

a

k

o八) 

f

市

に

於

ける
、
偾

務

の

廢止
、
土

地

の均
分
、
人

民

に

ょ

り

、

又

人

民

の

爲

め

の

•
.
動

產

沒
收
、
蓝
し
く
は
革
命
を
援
助
す
可
き
奴 

隸
の
#

放
を
目
的
と
す
る
あ
I

■る
_

"を
抑
壓
す
可
き
.こ
I

規

奪

.ら
れ
次
り
。
而.
む
て.
デ
メ
ト
リ
オX 

S

り
て
.復
活
せし

..C

 

ら
4
产
る
|

ー
フ
ぎ
_
1~-
百

〇

一

ニ

句

の

全

希

臘

聯

-0
(
'
.
の

憲

法

は

词

鐵

の

規

定

を

.̂
含
せ
為
0

然
れ
ど
も
コ
リ
ン
：ト
ス
.聯
盟
.は
終
に
其
の
目
勺
- 

を
達
成
す
る
こ
み
な
く
し
て
終
り
、 

ァ
ヵ 

^
了
：聯

髮

び

？

4

還

も

亦

、
骤
然
、財
產
邏
護
S

則

を

揭

げ

た

る

に

枸

ら

ず

.
、 

遂

;i
c
失
敗
杧
歸
せ
り
。
社
#

革
命
は
其
處
此
處
に
勃
發
し
て
、
著

A
希
臘
本
土
並
び
に
諸
島
の
繁
榮
を
發
し
つ
、

t

し
な
り
。
而
し

て
へ
.レ
，
_1,
ズ
ム
の
諸
王
は
根
木
的
に
此
の
.希
職
|

の
癌
腫
|

療
す
る
の
カ
を
有
せ
ざ
り
し
な
り
0 

(

R
o
f
t
l
, 
0
0. 

a
t
- .p.. 

376.〕

°

恐
f

ク

ィ

オ

ス

島

に

於

け

る

奴

隸

.の

蜂

起

を

除

蹇

は
、
記
錄
に
学
る
|

前

董

|

に
於
け
る
最
初
の
食
民
の
證
は
ァ 

ポ
ロ
ド
！ 
ロ
ス
，(

^
爸
^

^

^

^
な̂
る
者
に
よ
つ
て
操
縱
せ
ら
れ
衣
る
紀
元
前
ー
f

七

十

九

年

に

.
於

け

る

マ

ケ

ド

一

一

ア

の

最
も
繁
榮 

な

る

德

力
サ
ン
ド
.レ
ィ
了
の
其
れ
な
る
可
し
。
ア
ポ
a

f
 
ロ
ス
は
自
ら
偕
主
と
爲
り
、
富

奮

劫
掠
し
、
其
の
黨
與
に
彼
れ
等
の 

財
產
を
分
與
せ
り
。
而
し
て
保
f

求
め
て
力
サ
ン
ド
レ
ア
の
町
に
逃
れ
つ
、
あ
.り
し
埃
及
王
プ
ト
レ
マ
エ
ォ
ス
一
世
の
后
エ
ゥ
i

 

デ
ィ
ヶ(

§

J

)

の
：傭
兵
隊
は
亂
民
と
結
び
、
.彼
の
.女
は
衛
械
を
陷
れ
、「

釋
放
.者」

と
レ

て
.崇
め
ら
る
X
皇

れ

ぉo

ア
ポ
ロ
ド 

丨
ス
：

s

彼
れ
か
ァ
ン
5

 
ノ.

K

，
ゴ
ナ
夕
ょ
り
て
平
げ
ら
る
、
ま
で
、
偉
大
I

勢
力
を
振
；

5
、
'

其Q

不
德
と
麗
的
恐
怖
と 

に
關
す
る
S

I

塵
を
殘
せ
り
。
次
い
.で
諸
島
に
於
い
て
四
つ
.：

g

騷
擾
起
り
、
其
の
一
は
確
か
に
：馨
間
の
親
f

l

じ
た
る 

も
の
な
り
し
が
、
諸
王
は
.之
れ
I

然
の
叛
亂
た
ら
：し
む
る
'

I
な
&

て
鎭
定
す
る
.を
得
た
り
。
然
れ
ど
も
I

前
第
三
f

こ
令

け
る
最
大
な
る
弟
命
と
見
る
可
き
も
の
は
終
に
共
產
主
_

的
國
家
と
猗
做
さ
れ
た
る
ス
パ
ル
タ
に
於
い
て
.勃
發
す
る
こ
と
、
爲
れ
りo 

(
T
a
r
n
,

 

o
p
. 

cit., 

p
.
1
0
5

し
。
：

:

十

' 

-
■

ベa

ボ
ン
ネ
ソ
X
戰
役
後
に
於
け
る
ス

パ

ル
タ
の
優
越
は
同
國
並
び
に
典
の
多
數
個
人
に
富
を
髒
せ
り
。
.是
れ
が
爲
め
に
單
純
素
朴 

な
る
リ
ュ
コ
ウ
ル
ゴ
ス
の
制
度(「

前
史」

一
三
六—

八
頁
參
照)

は
廢
れ
て
、
箸
侈
は
次
第
に
此
の
國
を
侵
せ
り
。
之
れ
に
加
へ
て
戰
役 

杖
此
の
國
の
支
配
階
級
た
る
ス
パ
ル
チ
ア
ー
タ
工(<7技

そ
r
s.
r
ミ)

.の
數
を
減
少
せ
し
め
、
レ
ウ
ク
ト
ラ
の
敗
北
に
次
げ
る
.メ
ッ
セ
二
ア 

の
喪
失
は
其
.の
多
數
を
凋
落
せ
し
め
、
土
地
は
少
數
家
族
.に
歸
屬
す
る
に
至
り
、舊
き
ス
パ
ル
チ
ア
ー
タ
モ
の
數
は
七
百
以
上
を
殘
すMJ 

な
く
、
而
し
て
其
.の
中
、相
續
財
產
を
土
地
に
，有
す
る
も
の
は
凡
そ
一
百
を
數
ふ
る
：に
過
ぎ
ざ
る
：：に
.至
れ
り
o
爾
餘
の
盏
は
恒
產
な
く
恆

心
な
く
、
戰
爭
に
際
し
.て
其
の
國
を
守
る
の
赤
誠
な
く
氣
力
な
く
、
國
內
に
在
つ
て
は
常
に
現
狀
打
破
の
機
#

を
窺
ひ
つ
、
あ
る
も
の 

な
り
.0(ploutarch., 

A
g
i
s
,

 

v.〕
o

紀
元
前
一
一

百

四

十

四

年

を

以

つ

て

.
位

に

即

け

る

若

き

國
王
ブ
ギ
ス

(
？̂

へ

C
)

四
世
は
リ
チ
コ
ウ
ル
ゴ
ス
の
制
度
を
种
び
確
立
せ
‘ん
こ 

と
を
阳
し
、
總
.ベ
て
.の
债
務
を
抹
消
し
、
土
地
.を
沒
收
し
て
、
之
れ
を
新
た
に
一
萬
九
千五
百
の
等
一
部
分
に分
割
し
、
:|
1:
ハ
の©
千
五 

百
を
ス
パ
ル
チ
ア

1
ダH

の
間
に
、I

千
五
百
を
兵
役
年
齡
の
ペ
リ
オ
エ
キ
ィ
の
間
に
分
配
し
、
而
し
て
べ
U

オ
エ
キ
ィ
、
又
は
自
11
1 

屈
の
家
に
生
れ
、
高
等
の
'敬
育
を
受
け
、
而
し
て
適
當
な
：る
個
人
的
資
格
を
有
す
る
.
.

外
來
民
に
す
ら
市
足
權
を
擴
張
し
て
、
ス
パ
ル 

チ
ア
一
タ
ぺ
の
數
を
補
充
せ
ん
こ
と
を
期
せ
y
o (ibid., 

v
i
i
o
o
而
も
彼
れ
の
.計
畫
は
終
に
失
敗
に
歸
し
、
其
の
反
對
者
は
..、
彼
れ 

-
リ
ク
レ
ス
時
代
以
後
に
於
け
る
希
輝
の
社
會
不
feI

」

七

(

J

s

o九)



S

t
 K

時
代
以
後H

於
け
S
希
臘Q

社
會
不
安 

二

八

(

5

5

〕

と

王

位

を

分

て

る

レ

オ

ー

一

ダ

ス

Q
t
A
d
3

 

二
世
に
率
ゐ
ら
れ
て
.、
彼
れ
を
死
刑
に
處
せ
り
？(

p
a
u
s
a
n
,

 

ii 

9
; 

i
F
.

6
0
0

 

ref,,

W
O
&
K
W
P
S 

w
o
n
e
s 

w
- 

>
o 

一i

百S
i

十4
r

に
於
け
る
ア
ギK

處
刑Q

後
、
士
ー
.一
年
、
レ
オ
二
.ダ
ス
ニ
世
の
子
に
し
て
ア
ギ
ス
の
ク
レ
オ
メ
ネ
ス

「
7

へ
ぎ
U

 

三
视
は
#

び
改
革
を
蔻
せ
ん
こ
と
，を

齒

し

、
，セ
ノ
丨
ン
及
び
ク
レ
ア
ン
テ
丨
ス(

「

.前

史」

三
〇
ー'
 
資

參

照

)
Q

學
徒
た
る
ス
ト
ア
哲 

_

衆
ス
ノ H 

ロ
ス(

H
A
ft
-o
o
c

)

に
助
け
ら
れ
て
、
兵
力
を
以
.つ
て
改
革
を
斷
行
し
、
彼
れ
と
等
し
く
、
率
先
し
て
自
己
の
相
續
產
•を
共 

同
の
邀
本
中
に
投
じ
た
り
o (

P
1
0
I
F

 

K
l
e
o
m
e
l

 

x
.
)
o

斯
く
て
後
、
彼
れ
は
新
生
せ
し
め
ら
れ
た
る
ス
パ
ル
タ
を
統
率
し
て 

ぺ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
平
嶋
及
び
全
希
職
に
臨
ま
ん
と
せ
り
。
ア
ギ
ス
及
び
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
の
兩
者
は
何
れ
も
土
地
に
.頸
せ
ら
れ
て
之
れ 

と
.不
可
分
の
關
係
に
立
て
る
其
の
耕
作
者
へ
ロ
ー
タ
エ(「

前
史「

.一
九
四
、
ニ
ニ
六
|

七

慕

照

)

の
問
題
に
觸
る
、
こ
と
な
く
、
偏
へ 

に
リ
ユ
コ
.ウ
ル
ゴ
ス
の
古
法
制
を
復
興
し
.、
あ
ら
.ゆ
る
個
人
的
利
益
1

し
て
能
く
全
市
民
團
體
の
其
れ
に
從
屬
せ
し
め
ん
と
せ
る
も
、
 

而
も
其
の
市
民
團
體
な
る
も
の
は
依
然
と
し
て
多
數
の
賺
民
を
擦
取
し
て
、共
產
主
義
的
生
活
を
送
れ
る
.少
數
疆
に
過
ぎ
ざ
り
き
。 

然

れ

，
ど

も

希

臘

11
會
は
彼
れ
を
以
つ
て
無
產
階
級
的
革
命
.の
綱
領
を
實
施
し
つ
、
あ
る
も
.の
と
看
做
し
、
而
し
て
彼
れ
が
纏
が
て
ア
カ 

H

ア
聯
M

と
議
を
開
く
や
、
各
市
の
貧
民
は
彼
れ
に
味
方
せ
り
。
キ
ユ
ナ
ェ
タ
市
に
於
い
て
は
革
命
は
遂
行
せ
ら
れ
、
十
1

は
分
割 

せ
ら
れ
た
り
。
然
れ
ど
も
、
結
局
、
現
#

社
#-
細
織
を
維
持
し
、
ス
パ
ル
タ
を
中
心
と
す
る
希
躐
の
銃
一
を
防
止
す
る
が
爲
め
に
、
同 

聯
盟
の
有
產
支
配
階
級
は
絕
望
の
極
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
援
を
求
め
、
紀
元
前
一
一
西
ニ
十
二
年
、
ア
ン
チ
ゴ
ノ
ス
•
ド
ー
ソ
ン
ハ
f

牙

。豸
 

は
セ
ル
ア
シ
ナ
に
ク
レ
才

メ
ネ
ス
を
破
り
て
、
ス
パ
ル
タ
を

降
し
、
之
れ
を
舊
狀
に
復
せ

し
め
た
り
o 

(
P
l
g
t
a
r
c
r

op.

c
irxxx.  )

o'(c
f..  

B
eer,  .a.  

a
.

o-., 

S
.  

4
7-
v>.)

0.

輩
命
は
チ
ビ
ス(

■

a

)

の
指
■

下
に
紀
元
前
ニ
百
〇
七
年
#
び
ス
パ
ル
タ
に

勃
發
せ
り

o
.ナ
ビ
ス
は
前
揭
■

的
綱
領
の
四
散 

を
悉
く
實
行
せ
り
。
而
し
て
彼
れ
も
亦
、
.斷
じ
て
へ
ロ
ー
タH

問
題
を
根
本
的
に
處
理
す
る
こ
と
な
か
り
し
と
邮
も
而
も
多
數
の
.
へ
 

a

丨

タH

を
解
放
せ
り
。
彼
れ
は
凡
そ
能
ふ
眼
り
の
暴
虐
を
行
ひ
、
あ
ら
ゆ
る
荷
產
容
は
不
斷
の
誅
求
を
受
け
、
而
し
て
彼
れ
^
に
し 

て
蒞
し
彼
れ
の
强
愁
を
.滿
足
す
る
こ
と
な
か
り
し
と
せ
ば
、
彼
れ
等
は
最
も
殘
忍
な
る
拷
問
に
掛
け
ら
れ
た
り
と
傅
へ
ら
る
。
斯
く
の 

如
き
手
段
に
據
り
、
又
、
神
#

Q
g

掠
.
由̂
り
て
得
た
る
貨
幣
は
、
彼
れ
を
し
て
最
も
無
恥
薩
i

屋

中

よ

晶

ば

れ

た

衾

の

.驶 

大
な
る
傭
其
隊
を
編
成
す
み
.を
得
せ
し
め
た
り
と 
一

K

ふ
。
洵
に
テ
；ビ
ズ
は
富
紫
を
掠
奪
る
%.
、
而
も
彼
れ
釔
以
つ
て
言
は
し
む
れ
ば 

そ
は
隱
へ
に
國
家
の
爲
め
に
行
は
れ
：た
'る
も
の
な
り
。.
.恐
ら
く
國
家
は
今
デ
共
同
^
食
事
の
.爲
め「

に
支
鄉
ふ
に
至
.り
た
る
な
る
可
く
、 

多
歡
の
へ
ロ
ー
タ
ェ
が
釋
放
せ
ら
れ
た
り
と
，せ
ば
、斯
く
の
如
き
支
出
は
藍
し
避
：̂
難
き
脱
な
ひ
し
故
る
可
し
。
彼
れ
.の
遂
行
せ
る
軍
命 

は
贫
び
ス
.パ
ル
夕
を
レ
て
著
し
く
强
太
な
も
し
ぬ
、
彼
れ
は
又
.ク
レ
'
1グ
と
.の
同
斑
に
，よ
り
て
海
軍
力
を
取
得
，せ
り
。
彼
れ
は
獨
D
其 

■.の
；敵
手
に
'よ
つ
.て
の
.み
吾
人
に
傳
へ
.•ら
，る
人
脾
な
る
が
v
r而
も
彼
れ
は
彼
れ
等
に
よ
り
.て
描
か
れ
た
る
が
如
く
、
爾
く
殘
忍
な
る
人
物 

に
は
非
ざ
.

o
；

し
な
る
.可
し
O
V彼
れ
に
.如
何
に
大
な
.る
非
行
あ
り

::
1
>

と
す
.，る
も
、：

而
も)

彼
れ
が
多
數
階
級
の
間
m
大
な
る
人
望
を
有
し
た 

る
こ
と
は
疑
：ひ
な
き
所
な
り
。
.然
れ
^
も
.當
赌
旣
'に
羅
馬
は
希
臘
，に
於
い
て
共
の
»

烕
を
.生
張
す
る
.に
^

敢
'て
ス
パ
ル
タ
の
^
命 

に

干
渉
す
る
こ
と
な
か
り
し
も

、
i

に

於

け

る

，
富

裕

階

級

は

爾

後

彼

れ

等

の

鬪

士

，
と

'し
：て
同
國
を
歡
迎
せ
ん
と
す
る
の

概
を
示
せ
り
。 

ナ
セ
ス
；が
暗
殺
せ
ら
れ
て
後
、
ア
ヵ
エ
ア
聯
盟
は
獨
り
ス
パ
ル
.ク
の
社
會
改
革
的
計
窗
の
み
な
ら
ず
、
又
、
其
の」

般
政
vf
ft
;
>地
.
^
を 

< 
.
9
.ク
レ
ス
'時
代
2

^

凡
於
け
名
^

^

の
：：肚

會

不

安

 

1
T

九

(

1

3T

ニ
'

)

.



パ>
ク>
 ス
時
代l

fc
旅
f

希»

l
看
不
.安
 

(

十
五
3

)

-'::

ア
ェ
ト
リ
ナ
.

..Q

顰

ス

，
.

5 

§

f

 

T 

f
 

.

I

^

t
,
债
務
を
株
削
せ
ん
と 

せ
f

:
:

富
者
の
反
對
の
.衮

最

れ

、
：_ァ
：レ
灰
.
^
.ン
.ド
|姜

'抬
杧
_

り
0
.父

»1
德
羅
馬
政 

ル

ガ

モ
ン
壬
エ

ゥ
 

處

ス

Q
m

i
〗

は
羅
馬
.の
I

歎
る
味
方
崖
殺
ず
る
が
爲
め
k
:テ
，ッ
サ
：，.リ
：

ア
：：

の
愦
I

麦

利

用

せ

ん

と

，
サ

る

も

め

と

し

て

マ
 

ヶ
f

T

最
後
の
主
ペ
ル
セ
ヶ
’ス(

蒼

1

^

を
1兀
卷
院
に
吿
訴
せ
り
0(

^

3

,

‘

. 

c
i

r.p. 

1
0
6
.)。

紀

ー

兀

前

第

三

世

紀

の

.蒙

.に

於

い.て
.顯

著f

進

歩

を

遂

げ

た

る

希

職

は

、
.
半

ば

義

生
活
の
中
心
：が
東
方
に
移
れ
る
が
爲
め
に
、 

半
ば
各
市
-

內̂
に
於
け
る
社
會
的
紛
擾
の
結
果
と
し
て
、
此
.の
世
紀S

終
末
及
'び
次
世
紀
.

H

於
い
て
は
次
第
に
.震
を
失
ひ
、
衰
弱
の 

度
を
加
へ
つ
ふ
か
り
し
な
：り
。
而
し
て
斯
く
o
如
き
社
會
的
擾
亂
ょ
り
免
れ
得
た
：る
も
の
は
獨
り
雅
典
ぁ
り
し
の
み
。
丽
も
彼
れ
等
の 

张
國
は
空
し
く
昔
日
'

Q.

夢
と
.化
し
て
、
今
や
羅
馬
の
世
界
的
窗
化
は
着
々
.と
し
て
其
の
.步
を
進
め
ん
と
し
つ
、
あ
る
な
りO

.——

：.佛
蘭
西
資
本
主
義
起
源
考
.

一

•

■

-

下

甶

 

馎

中
世
宋
期
、'
近
1«
:
始
期
の
最
大
現
象
は
、
人
格
上
の
隸
從
關
係
及
び
支
配
關
係
に
甚
礎
を
置
ぐ
土
地
所
衔
.の
權
ヵ
と
、
貨
幣
の
非
人 

格
的
權
カ
と
の
翻
立
に
甶
る
。「

領
主
な
き
土
他
は
な
く」

(
N
u
l
l
e

 

terre 

sans 

&̂.
$
2
3
:

)

、「

金
錢
に
主
人
な
し
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