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蹲
命
雜
認
第
四
十
七
卷
第
二
號

做
か
し
か
な
い
と
い
う
少
齊
を
說
明
し
て
い
る
と
公
う
。

ハ
ン
セ
ン
の
財 

政

政

策

と

：
景

氣

循

環

J
.
(

.一.；
九
：
四'
 1 .

へ
年

)

r
'關
す
る
M
力
の
^
る
展
菌 

は
、
.對
象
の
取
扱
い
^
に
於
て
：、
短
期
的
な
現
象
で
あ
，9-
-ま

た

均

衡

.を

缺 

い
て
い
る
：(
偏
つ
て
い
る

：
 ̂
.こ
と
を
特
に
.观
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
' 

が
、
そ
れ
.で
も
め
ナ
年
間
こ
の
書
が
代
表
的業

！！

と
な
つ
て
い
る
。
こ
の 

ハ
.ン
.セ
シ
.の
書
ょ
り
も
.^
全
性
.の
多
い
-%
の
と
し
で
ク
，ア
レ
シ
、
フ
..ラ
ウ
.

ン
リ
の「

讨
攻
の
經
濟
學」

A
l
l
e
n
,

 

a
n
d

 

B
r
o
w
n
l
e
e
,

 

E
c
o
n
.
o
m
i
c

-W 

o
f

 

P
u
b
l
i
c

 

F
i
n
a
n
c
e

 

(
1
9
4
7
V

が
あ
り
、
ま
た
最
も
ょ
く
綜
合
し
た 

も
の
は
サ
マ
ア
ス
の「

財
政
と
國
民
所
得
1-
CQo

m
e
r
s
,

 

P
u
b
l
i
c

 

F
i
n
a


n
c
e

 

a
n
d

 

N
a
t
i
o
n
a
l

 

J
n
c
o
m

o-(
I
9
‘4
9
)

に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

サ
マ
ア
ス
に
於
て
も
、

ハ
ン
セ
ン
の
場
合
の
ょ
う
にp

£
g

rt^
P
o
l
i
c
y

 

'

の
景
氣
政
策
的
亂
能
が
强
調
ざ
れ
て
い
る
が
、

F
i
s
c
a
l

 
P
o
l
i
c
y

と
貨
幣 

.

.信
用
政
策
と
の
間
に
存
在
す
る
密
接
.な
關
速
が
輕
視
さ
れ
て
い
る
.。
ザ

. 

マ
ァ
ス
は
.四
の
財
^

申
^

—

支
出
•

租
税
•.

借

入

•
偾
務
償
還
に
區
別 

し
て
、
そ
れ
ら
を 

c
o
n
s
n
m
p
t
i
o
n

H>u
n
o
s

 

と

l
o
a
n
a
b
l
e

 

f
a
n
d
s

 

の
吸
收
と
放
出(

a
b
s
o
r
p
t
i
o
n
,

 

r
e
l
e
a
s
e
)

と
い
う
ニ
の
見
地
で
研 

,

究
し
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
他
の
線
合
的
勞
作
で
表
式
的
な
分
類 

を
避
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
例

ぇ

ば

む
r

K

ヒ
.
ッ
ク
ス
の
-1

財
政 

學」
U
r
s
n
l
a

 

K
.

 

w
i
A
k
s
,

 

P
u
b
l
i
c

 

l
i
n
a
g
e

 

(
1
9
4
7
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は
そ
の
見
方 

.
が
驚
く
ほ
ど
多
^

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
行
政
的
觀
察
.
歴
史
的 

.
觀
察
•

ま
た
抽
象
的
な
理
論
的
觀
察
が
多
彩
に
入
り
交
つ
て
い
る
。
ま
た 

F
i
s
c
a
l

 

T
h
e
o
r
y

と
同
じ
く
租
稅
轉
嫁
の
分
析
冰
芷
當
に
取
扱
わ
れ
て 

い
る
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
に
反
し
て
、

；

F
i
s
c
a
l

 

T
h
e
o
r
y

と

J
V
E
O
n
^
t
a
'

七
ニ 

(
一

八 

0)

，
、

■■ 

»
• 

-

r
y

 

T
h
e
o
r
y

と
の
間
の
密
接
な
結
介
は
洱
ぴ
解
か
れ
て
、
_
成
政
策
の 

基
本
的
論
究
は
少
し
も
取
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

:

力
ア
ル
.
■
マ
ソ
は
續
い
て
^

米
財
政
學
の
新
し
い
㈣

向
に
屬
す
る
若
干 

.

の
著
作
を
例
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
餘
り
に
提
文
に
な
る
か
ら
翁 

.

略
す
る
。
/
そ
し
て
結
論
的
部
分
に
移
ろ
う
.。

'/
は
財
政
學
の
こ
の
新
し
い
傾
向
が
强
い
反
杭
を
受
け
ず
に
確
固
た 

.

る
地
位
を
占
め
•
る
ま
で
に
.な
る
こ
と
.が
で
き
な
い
こ
と
は
豫
想
さ
れ
る
と 

い
.ふ
。
正
統
派
的
原
則
を
よ
べ
辯
護
し
て
い
る
‘
の
.
は
モ
ー
ル
卜
ン
で
あ
. 

.

つ
.て 

M
§

l
t
o
n
,

H

h

e
 N

e
w

 

P
h
i
l
o
s
o
p
h
y

 

o
f

 

P
u
b
l
i
c

 

D
e
b
t

:

(

1

9

4

3

)

に
_示
さ
れ
で
い
る
が
、
之
を
ラ
ィ
ト

(

名r
i
g
h
t
)

が
反
駁
し

て
い
る(

T
h
e

 

A
m
e
r
i
c
a
n

 

e
c
o
n
o
m
i
c

w

CD
v

i

e

w
 

1
9
4
3
,

 

p
.

 

*
5
7
3

 

―

9
0
)い

ず
れ
に
.
し
て
も
、
い

ま
'ss

c
a
l

 

T
h
e
o
r
y

の
優
位
を 
一

K

う
の
は
未 

だ
早
き
に
失
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
實
際
の
財
政
政
策
に
徵
す
る
そ
の
影 

響
は
知
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

F
i
s
c
a
l

 

T
h
e
o
r
y

の
费
い
グ
ルー

プ
は
瓦 

-

に
批
判
的
で
あ
り
或
は
對
立
し
て
も
い
る
。
し
か
し
'
明
か
に
學
界
に
於 

て
そ
の
追
隨
者
が
絕
え
ず
增
大
し
て
い
る
。
 

,

,f
i
s
c
a
l

 

T
h
e

-Or
y

 

’の
渗
透
.は
結
局
广
.ヵ
デ
ミ
ッ
ク
な
見
地
か
ら
も
法 

目
に
値
す
る
。
若
し
財
政
學
が
國
家
活
動
の
資
金
調
達J
p
i
n
a
n
z
i
e
r
a
-

 

n
aq

と
い
5

こ
>

を
論
ず
る
こ
と
が
少
く
、

む
し
ろ「

財
政
手
段
を
以
て 

す
る
經
濟
政
策」

に
向
う
な
ら
ば
、
財
政
學
は
砰
び
嘗
て
宙
典
派
の
創
始 

渚
が
指
示
し
た
と
同
じ
地
位
に
自
か
ら
歡
つ
て
行
く
。「

自
主
的
財
政
學J

 

な
ど
と
い
う
夢
は
終
る
で
あ
ろ
う
。
.ま
た
財
政
學
の
專
門
化
と
い
う
こ
と

.も
そ
の
價
値
を
失
う
で
あ
，ろ
う
。.
‘
誇
張
に
失
す
る
言
で
あ
る
.の
は
明
か
で 

あ
る
が
、
現
代
の
英
米
の
.F

i
s
c
a
l

 T
h
e
o
r
y

の
代
辯
者
ば
、
タ
レ
.，マX

 

ソ
I

の
有
名
な
、

v
“i

力
ル
な
表
現
を
次
，の
よ
う
に
形
女
變
え
て
、
 

裒
1

%

は
餘
り
に
も
逾
大
な
：問
題
で
あ
つ
ぃ
て
財
政
學
の
靡
門
家
だ
け
に…

，

.

任
せ
で
は
置
け
'な
い」

と
云
お
う
と
し
て
い
る
の
で
も
あ
/3

う
.か
-

-

-，
.*

ァ
ル
•

マ
ン
は
こ
の
章
句
を
以
て
、
英
米
財
政
學
の
新
し
い
傾
In

]'
に
對
す 

る
.慨
觀
と
批
判
と
を
.終
つ
て
い
.る
。
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*
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ッ
；
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地

中

海

m

 

T

 

ロ 

ッ

パ

に

る

'：
-

"

.

.

:

.

'

'

.预

金

銀

行

業

務

の

初

期

の

歷

彥

：
：
：.：
：

‘ 

-

■

渡

,

邊

,

國
'

..

廣

.

.
' 

.
'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

- 

. 

. 

.■:-

:

-

.

地
1

に
臨
む
_

國
：に
：お
け
る
预
金
銀
布
業
務
に
關
す
る
硏
''
» 

' :

.

■

第
一
能
.で
.あ
る
。:'
本
書
は
、'.
'

J

一
部
に
分
た
.れ

み
,°
'

第
‘一
部
に
お
い 

て
、
著
者
は
、.
個
別
研
究
に
入
る
前
提
と
し
て
、
.
初
期
の
信
用
貸
付
制
度
'.. 

，:
v

 

.に
：つ
い
て
概
說
し
て
い
る
。
第1

1

部

は

、
：
.
.
個

別

研

究

の

最

初

の

例

と

し
 

て
、
ヵ
タ
1
1
_
1
:
ァ

に

お'け
る
预
金
敞
行
業
務
の
歷
史
を
扱
う
。
以
下
、
こ
，
 

の
二
部
を
、
順
を
迫
つ
て
：興
約
し
て
み
た
：
み

位
を
維
持
す
る
た
め
の
努
力
と
い
っ
た
よ
ぅ
な
活
動
は
、
■附
隨
的
な
も
の
. 

.
r
し
か
過
ぎ
な
い
と
主
張
し
て
.い
る
。
预
金
の
取
扱
は
、
預
金
が
贷
付
佥 

の
基
礎
と
な
る
た
め
、
銀
行
に
と
っ
て
本
來
的
な
業
務
の
、.一
つ
で
あ
つ 

.

.た
。
'信
用
貸
付
が
、
.
著
者
に
よ
れ
ば
.、
地
中
海
に
臨
む
諸
國
に
.お
い
て 

は
、
第
十
三
世
紀
の
：初
頭
に
.盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
、■:

常
時
紙
に
目
新
し
い 

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
、
著
溝
は
、
'初
期
の
顧
行
制
度 

の
顔
著
な
聘
色
を
明
確
に
し
よ
ぅ
と
し
て
、
銀
行
の
設
備
と
帳
簿
.
预
金 

パ
銀
行
の
業
務
•
銀
行
間
の
關
係
•
初
期
の
手
形
变
換
制
度
.

流
通
し
得
な
，
. 

い
.手
形
の
意
味
.
信
用
货
付
の
增
大
に
對
す
る
手
形
の
影
響
に
っ
い
て
解 

說
し
て
い
る
。
；
.
.,: 

■ 

次
の
ニ
|早
は
：、
初
期
に
お
け
る
借
入
證
書
の
發
達
ど
、
こ
の
證
書
が
近 

代
的
な
商
業
手
形
に
變
化
し
た
過
程
と
に
關
す
る
硏
究
に
當
て
ら
れ
て
い 

る
。.
本
書
の
と
の
部
分
に
.お
い
て
、
著
者
は
、
主
と
し
て
、
ル
1

K

ヴ

ィ

.

.

ヒ
•

ミ
ッ
タ
イ
'X

、
ウ
イ
ル
べ
ル
ム
，
エ
ン
デ
マ
シ
、
レ.
ヴ
ィ
ン
♦

ゴ—

 

.

.
'ル.ド
^
ユ
ミ
ッ
.ト
、
I
リ
ヒ
ア
.
.ル
.
.
.、ト
'
•
.エ"丨
レX

,

ベ

ル

.
、ク
、

力

.
1

.ル

.

•
フ
レ'

ウ
v

h .
.

、
パ
：ウ

ル
.•

ヒ
ユ
ヴH

.

リ
シ
等
の
研
究
に
依
存
し
て
い
る
が
、
著 

漭
は
、
：」」

れ
ら
ド
.

ィ
ッ
人
學
者
が
.
試
み
た
如
<
、
.'
借
入
證
_

を
、
簡

單

■ 

に
、
證
據
と
な
る
書
類
，
明
瞭
.

に
書
か
れ
た
.
契

約

の

.ニ

っ

に

分

類

す

る

こ 

と
で
は
滿
足
し
な
い
。
為
諸
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ソ
人
^

溝
は
、
馊
は
、
發 

展
の
最
終
的
な
段
階
に
あ
る
證
寄
に
っ
い
て
だ
け
分
類
を
試
み
た
の
で
あ 

k

こ

れ

に

先

立

：
っ

時

代

の

.
證
書
に
關
し
て
は
、
何
の
考
隞
も
拂
っ
て
い 

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
箸
齊
の
關
心
は
、
證
褂
の
分
類
に
は
な 

ぐ
い
む
し
ろ
證
a

を
運
用
す
る
手
續
に
あ
つ
た
。
こ
の
た
め
、
著
漭
は
、

' t(
I 

八
：！
)

, 

.

.

.

.

.
V 

. 

. 

.
1

第
一
部
の
圈
頭
に
お
い
て
、
著
表
は
、
趿
行
の
本
杈
的
な
機
能
が
^
用 

貸
付
の
賢
行
に
あ
る
と
述
べ
、
地
金
の
資
買
.

手
形
の
發
行
*,

錯
货
の
^

.

財
政
^
八ん乳
1
の
新
版
に
つ
ぃ
て.

'

-
1 

> 

ン
 

 ̂

r 

3 
1 

J 

く 

V „

 

,

ぐ

>

,「

t 

d
r
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V
,
A
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.
の
!*
T
J意
と
、
.
.そ
れ
に
装
ず
い
.
て
%

か
.れ
た
.設
讲
と
:<
0

關

係

に

.甚
礙
を
へ 

f

、
新
し
い
環
ー
の
型
を
提
案
し
で
い
る
。：

:

づ

'

.

:

''
> 

借
入
銳
書
，©

流
通
は
、：

第
十
七
世
紀
に
な
つ
て
始
ま
.っ
たC

中
,
の
商 

:

榮
手
形
は
' 

譲
渡
が
で
き
て
も
、：

流
通
：は
で
き
ず
、
振
出
人
は
、
.最
終
の 

提
示
溝
に
對
し
ヾ
最
初
の
受
恥
人
.に
支
拂
.を
豫
定
し
た
金
額
を
保
證
し
得 

.

た
に
遯
r-

な
か
.っ
た
。
.
も
っ
と
も
、)

囊
宇
形
が
流
通
に
供
せ
ら
.れ
た
と 

.

.い
う
^

例
は
、
n
十
く
も
第
十
■四
世
紀
に
見
出
す
こ
と
が
.で
.き
る
.の
.で
あ
る
. 

/
が
、
し
か
し
、
商
滎
手
形
め
流
通
に
っ
い
て
、
よ
り
信
賴
す
べ
き
證
據
が 

'
見
b

れ
る
の
は
、
賢
に
、
：
ナ
ポ
リ
や
ジ
X
..
/

T
.

の
法
院
の
'判
決
の
う
ち
に
/ 

お
い
て
.で
あ
り
、
.
正
.に
第
十
七
1»
:
.紀
の
初
頭
の
亡
と
に
屬
し
た
の
で
あ
’

.

る
。
.同
時
に
、
ッ
ラ
ゾ
ド
ル
や
オ
ラ
ン
ダ
の
法
院
の
判
決
か
ら
も
、
第
ナ

.

七
1!
|
-紀
に
入
っ
て
、
商
業
字
形
が
自
[:
(
:
1に
流
通
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
こ 

’

と
が
察
知
で
き
る
。'
こ
の
發
展
を
述
べ
^

に
當
っ
て
、
.著
卷
は
、
フ
レ
ウ 

ン
ト
、
ア
ル
グ
ィ
リ
ィ
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
榮
績
を
利
用
し
、
む
し
ろ
こ
れ 

ち
諸
先
學
の
硏
纯
を
祖
述
し
て
い
る
と
い
う
感
が
深
い
が
.ヾ

.著

. 

.

者
は
、
新
し
い
資
料
に
基
ず
い
て
、
商
業
手
形
の
流
通
が
第
十
七
.

.A
ll
i
:
- 

紀
.を
通
じ
、
3

丨
ロ
ジ
。ハ
の
他
の
地
方
に
お
い
.て
も
、
法
律
的
に
認
め
ら 

.れ
る
よ
う
に
な
つ
て
來
た
こ
.と
を
、
附
言
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

.

耽
に
、
第
十
四
11
1
-紀
に
、
イ
タ
リ

.丨
商
人
は
、
海
外
の
交
庙
か
ら
イ
タ 

リ
1
の
本
估
に
、
又
イ
タ
リ
ー
に
.あ
る
本
席
か
ら
海
外
の
吏
^
に
振
出
さ 

れ
た
爲
替
手
形
を
、
大
規
模
に
利
]-
0
し
て
い
た
。
イ
タ
リ
ー
商
人
は
大
市 

を
訪
問
し
た
時
、
爲
替
甲
形
に
よ
り
決
濟
し
た
。
こ
の
た
め
、
.大
市
が
、
 

中
世
の
經
濟
生
活
に
お
い
て
、
よ
り
重
要
な
意
味
を
持
つ
て
.來
た
時
、
爲

七

四

(

一
八
ニ)

W

手
形
に
よ
る
決
.濟
が
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
人
の
間
に
、
.急
速
に
波
及 

し
て
行
っ
.た
。:'
-
こ
，の
點
は
、
第
十
四
世
紀
の
シ
ャ
ン
パ
I

I
I

ユ
の
大
市
に 

關
す
る
.
資
料
が
、ら
明S

で

あ

ゥ

、

.
又
V

.-
V

V

パ
ー
，

1
1

チ

の

.
大

市

に

つ

い 

で
、

r

四
六
〇
年
に
設
置
さ
れ
た
リ
ヨx

の
大
市
に
お
い
て
も
、
爲
替
手 

形
に
よ
る
決
濟
が
、

現
物
取
m

を
凌
駕
し
.て
い
た
程
で
あ
っ
た
。
そ
し 

て
、.
.遂
に
：、
,.

ジ
エ
ノ
ア
の
大
市
に
お
い
て
は
、
.
ジ
エ
ノ
.：ア
の
銀
行
家
が
振 

出
し
た
り
則
受
け
た
り
じ
.、た

爲

替

手

形

の

決

濟

が

、

唯

一

の

仕

®:
と
な
っ 

た
の
で
あ
る
。
リ
ヨ
ン
や
.ジ
i
 

ノ
ア
に
お
い
て
は
、
爲
替
手
形
を
決
濟
す 

る
た
め
の
制
度
が
、
相
當
な
發
展
を
ー
ボ
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
著 

潜
は
、：
こ
の
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
、
：
十
分
な
說
明
を
お
こ
な
っ
て
い
な 

い
。
又
大
市
に
お
い
て
流
通
す
る
爲
替
手
形
を
、
な
ぜ
敎
會
が
、
高
利
貸 

.付
に
抵
觸
し
な
い
も
の
；と
し
て
簡
單
.に
.扱
っ
.た
か
に
っ
い
て
、
筆
者
の
說 

.明

は

こ

れ

又

不

十

分

と

い

.わ
ざ
る
を
得
な
い
。

第
一
部
に
お
け
る
最
も
興
味
深
い
部
分
は
、
長
期
の
貸
付
と
、
諸
都
市
. 

に
對
す
る
融
通
と
を
扱
っ
た
章
で
あ
ろ
ぅ
。
長
期
の
貸
付
や
、
諸
都
市
の 

.

.借
入
は
？

中
世
の
經
濟
生
活
，に
お
け
る
最
も
特
徴
的
な
.
一
面
で
あ
っ
た 

が
、
從
來
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
.い
。
こ
の
尚
題
に
っ
い
で
は
、、
高
度
な 

特
殊
論
文
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
こ
れ
ら
を
總
栝 

し
ぺ
更
に
獨
茴
の
硏
究
を
加
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
■
こ
の
問
題
へ
の
.接
近 

を

容

易

.に

し

て
く
れ
、た
。著
者
に
よ
れ
ば
、
中
佌
の
諸
都
市
が
、
茛
期
の 

貸
付
を
獲
得
す
る
た
め
に
お
こ
な
っ
た
方
法
は
、
；旣
.

に
！！

丨

マ

時

代

に

知 

ら
れ
て
い
た
。
卽
ち
、
敎
會
や
大
土
地
所
有
者
は
、
，貸
付
に
對
す
る
代
償
. 

と
し
て
公
故
を
渡
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
が
、

フ
ラ

ン

ド

ル

、

ス

ペ

ィ

ン

.
、

フ

ラ

シ

ス
.の
諸
都
市
に
よ
り
必
要
な
資
金
を
調
達 

す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
實
に
、
第
十
四
世
紀
に 

入
っ
て
か
.ら
で
あ
っ
た
。
.そ
し
て
第
十
六
世
紀
に
な
っ
て
、，
こ
の
制
度 

が
、.
本
格
化
し
た
規
模
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ. 

た
0

他
方
、
ィ

タ

リ

ー

に
お
い
て
も
、
フ
ロ
レ
ン
ス
、
ヴ
エ
ニ
ス
、
ジ
ェ 

.

ノ
T

、
の

よ

う

な

！

i

都
市
が
.、
，大
量
の
借
入
に
よ
り
經
費
の
調
達
を
企
圖
し 

て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
海
外
進
出
の
た
め
の
出
費
が
意
外
に
尨
大
な
も 

_

の
と
な
っ
た
た
.め
、
む
し
ろ
主
た
'る

財

源

は

、

壓

倒

的

部

分

が

一

股

.の

市 

民
に
課
せ
ら
れ
る
稅
金
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

：
，
 

で
は
、
信
用
貸
付
が
、
當
時
の
經
濟
生
活
に
お
い
て
、
い
か
、な
る
意
味
_ 

を
持
っ
て
い
.た
の
か
。
著
者
は
、
こ
の
問
題
に
づ
い
て
、
數
量
的
な
硏
究 

か
ら
、
信
阳
貸
付
が
、
當
時
に
お
い
て
、
今
日
に
お
け
る
と
同
じ
く
ら
い
. 

.

重
要
で
あ
っ
た
と
結
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
世
の
信
用
貸
付
に
つ
い 

て
硏
究
し
た
こ
と
の
あ
る
者
な
ら
、•
著
者
の
こ
の
結
論
が
、
芷
當
な
も
の 

で
あ
る
と
い
う
こ
之
に
つ
い
て
、
少
し
の
異
論
も
な
い
に
違
い
な
い
。

第
二
部
は
、
第
一
部
に
お
い
て
概
説
さ
れ
た
貸
付
の
.方
法
や
制
度
の
發 

展
を
、

例
證
す
る
。

著
者
の
長
い
.硏
究
の
成
果
が
結
實
さ
れ
て
い
る
の 

は
、
實
に
、
本
書
の
.
こ
の
部
分
に
お
い
て
で
あ
る
。
著
者
は
、
カ
タ
口 

二 

ァ
に
お
け
る
預
金
銀
行
業
務
の
歴
史
を
、
、.
一
二
四
0

年
か
ら
：一
七
ニ
五
年 

,

ま
で
.の
長
い
湖
間
に
■わ

た

っ

て

述

べ
.、
最
初
に
、
私
設
の
銀
行
、
そ
の
組 

.

織
形
態
、

そ
の
記
帳
の
實
際
に
っ
い
て
關
說
し
て
い
る
。

私
設
の
銀
行 

:

は
、1

般
市
民
の
た
め
に
、
受
託
渚
•

雨
替
商
•

貸
金
の
出
所
と
.し
て
役 

.

立
ち
、
―-
方
、
バ
ル
：セ
ロ
ナ
の
.帘
政
府
も
、.
そ
の
財
務
官
と
し
て
、
.'こ
れ

ら
の
銀
行
業
渚
を
利
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、
第
十
四
世
紀
も
宋
期
に
な 

っ
て
、

一
般
市
民
も
市
政
府
も
、
私
設
が
銀
行
の
利
用
を
も
っ
て
は
滿
足 

.で
き
な
く
な
り
、
か
く
し
て
、
市
政
府
に
よ
り
運
營
さ
れ
る
公
設
銀
行
の 

設
置
が
眞
劍
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
預
金
銀
行
と
し
. 

'
て
‘知
ら
れ
る
か
か
る
組
織
が
、

一
四
〇
.一
年
に
、

そ
の
業
務
を
開
始
し 

た
。
著
卷
は
い
こ
の
公
設
銀
行
の
組
織
•
、そ
の
役
員
の
職
能
.
そ
の
帳
簿 

'
制

度
•

そ
の
運
營
の
技
術
に
つ
い
て
、
詳
細
に
説
明
し
て
い

る

。

こ

の

銀 

行
は
、
量
目
の
完
全
な
.鑄
貨
の
み
を
受
取
る
.こ
と
が
で
き
た
.。
市
民
は
、
 

そ
の
预
金
を
手
形
に
よ
っ
て
移
轉
す
る
こ
と
が
で
き
' 

又
自$

に
そ
の
预 

金
を
引
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
市
政
府
は
、
必
要
な
出
費
の
調
達 

の
た
め
に
、
銀
行Q

基
金
か
ら
借
入
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し 

.
か
も
'こ
の
こ
と
.は
、.
銀
行
が
一R

來
市
政
府
.の

一

謂

に

過

ぎ

な

.か

っ

た

と

い 

う
事
實
に
よ
っ
て
、
容
易
に
達
成
さ
れ
た
。
し
か
る
に
、
第
十
五
世
紀
の 

中
葉
に
、
.市
政
府
.が
借
入
金
の
返
濟
を
怠
づ
た
た
め
ハ
銀
行
は
、
IE

貨
の 

支
拂
を
一
時
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
對
し
て
は
、
舊 

來
.の
預
金
は
移
轉
は
で
き
る
が
、
現
金
に
は
換
ぇ
ら
れ
な
い
と
い
う
力
#
 

の
下
に
、

銀
行
業
務
の
整
理
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

そ
し
て
新
し
い
勘
定 

が
、
新
し
い
預
金
の
た
.办
に
起
さ
れ
、

銀
行
業
務
は
間
も
な
く
W

開
し 

.
た
。

' 

■ 

•

.

こ
の
銀
行
の
財
源
は
、
，市
の
財
源
と
不
可
分
な
關
係
の
下
に
置
か
.れ
て 

い
た
。
こ
の
b

め
、箸
者
は
、市
の
財
源
•

收
入
源
，
消
費
•
不
足
額
の
補 

填
に
っ
.い
て
關
說
.し
て
い
る
。，
第
十
五
世
紀
：の
初
頭
に
お
け
る
借
入
の
お 

.び
た
だ
し
い
增
加
の
主
た
る
原
因
は
、
主
と
し
て
戰
爭
や
、
外
國
市
場
か
.

七
'五
\

:.
c

;
八
三)

_

:

ア
ツ
,
vャ
'
丨

著「

地
中
海
.ヨ
I

.
ロ
.
ツ
。ハ
，.：に
お
け
る
預
金
銀
行
業
務
め
初
期
め
.歷
史」



.

三田學
會雜誌
第四十
七卷第
二號

.ら

の

小

黎

の

大

贽

の

'賈

付

に

歸

せ

ら

る

'べ

き

も

の

で

^'

っ
た
。
そ
し
て
、
' 

.
銀
行
の
貸
付
が
'
 

こ
の
た
み
に
利
用
さ
れ
だ
が
、
し
：か
し
市
の
財
政
的
必 

要
に
應
ず
る
こ
.と
は
、
金
く
：小
可
能
な
こ
と
で
あ
づ
た
。
.
か
く
し
て
、
必 

.要
な
資
金
の
獲
得
の
た
め
に
、
公
傲
の
發
行
に
賴
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か. 

へ

っ

た.0
そ

し

て

新

し

い

公

偾

が

、

舊

い

公

偾

を

償

還

す

る

，
た

：
め

に

、

發

行

. 

さ
れ
た
。

.

第
十
六
世
紀
の
末
に
な
っ
て
'

外
國
鑄
貨
：の
お
び
た
だ
し
い
.流
入
と
、

. 

ヵ
タ
«

-

!ァ

貨

勝

の

流

出

と
.に
ょ
っ
て
、
貨
幣
制
度
の
上
に
重
大
な
混
亂 

が
起
っ
た
。
第
十
七
世
紀
に
入
っ
て
、
流
通
す
る
鑄
貨
の
量
目
を
維
持
す 

.る
と
い
ぅ
機
能
を
持
づ
新
し
い
銀
好
の
設
立
が
計
®

-
さ
れ
た
。
湊

と

し
 

て
活
動
を
輯
け
て
い
た
從
來
の
預
金
銀
行
は
、
量
目
の
完
金
な
鑄
貨
、だ
け 

し

か

受

取

ら

な

，い

規

定

に

な

‘っ
、て
い
た
が
、

一
六
〇
九
年
に
設
立
さ
れ
た 

.、ハ
ル
セ
口
ナ
市
の
新
し
い
銀
行
は
、
い
か
な
る
鑄
貨
を
も
受
取
り
、
と
れ 

に
ょ
っ
て
、
貨
幣
の
變
化
か
ら
起
石
損
失
を
.防
止
し
、.，
金

融

齡

務

の

圓

滑

'

"な
運
行
を
保
設
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
⑶
皿
し
て
い
る
鑄
貨
の
大
部
分
は
ソ 

惡
货
で
あ
っ
た
た
め
、
む
し
*ろ
新
銀
行
の
方
が
、
商
人
か
ら
.歡
迎
さ
れ
、
 

商
<

の
た
め
の
主
要
な
受
託
¥

な
る
こ
と
.が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

:

第
十
七
世
紀
の
中
葉
に
な
.っ
て
、
' 
國

王

に

對

す

る

法

外

な

融

通

か

ら

、
：

市
政
府
は
猛
烈
な
金
錢
不
足
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
m

㈣

ヘ 

府
は
1

同

玉

に

對

す

る

こ

の

贷

付

を

、
'
主

と

し

て

新

舊

ー

一

つ

の

銀

行

か

ら 

の

借

入

に

ょ

づ

て

附

っ

：て

，い

た

た

め

、

.
銀

行

は

、

一

六

四

一

年

以

來

、
'
预 

金
の
拂
贳
を
停
也
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
市
政
府
に
.ょ
る
借
入
金
の 

'
猶
還
が
お
/
'•
-
な
ゎ
れ
た
.
.
—_1
-
.ハ
五
三
年
ま
で
續
ぃ
た
0

こ
の
昏
ー
囘
目
の
不
.
V

七
六
.ニ
八
四

〉
.

幸
は
、.
一'
殷
的
反
動
と
改
革
と
を
も
た
ら
し
、
こ
こ
に
新
舊
兩
銀
行
は
通 

合
の
運
び
と
な
っ
た
。，
そ
し
て
こ
の
計
®
か
一
七
◦
三
年
に
資
現
し
た
。

へ
金
體
と
し
て
、
本
書
は
、
非
常
に
好
都
合
な
硏
究
書
で
あ
る
。
硏
究
の 

對

象

は-•
»

貸

付

の

方
'^

•
制

度
•
そ
の
實
際
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
し
か 

%■

本
書
の
記
述
は
、
芷
確
で
、
明
瞭
で
あ
る
。
た
だ
、
第
一
部
の
末
尾
に 

お
い
て
、
著
者
が
言
及
し
た
中
世
の
貨
幣
制
度
に
っ
い_

て
の
箇
所
は
、
い 

ざ
さ
か
不
明
確
な
點
が
あ
る
が
、
.決
し
て
ホ
書
の
價
値
を
減
ず
る
こ
と
は 

な
い
で
あ
ろ
ぅ
。
本
書
は
、
.銀
行
組
織
の
歴
史
に
關
す
る
多
く
の
文
献
の 

ぅ
ち
で
■も
、
最
も
歡
迎
さ
る
べ
き
業
績
に
ほ
か
か
ら
^f

い
。

.
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金 配 生  
隞 '

及 
サ ：
1
ヴ
メ -

ス 耠產 r

1 3 1 
4 6 7

總
企
業
中

1 1 1  
7 3' 2

.總
雇
傭

中

，.
.
.
.
ァ
メ
リ
ヵ
に
私
け
る.

V

九
三
.九
年
-の
：私

命

業

總

數

は

三

三

.
一

萬

を

數

え 

.(

こ

れ

は

人
！；！

四
.

0
人
に
つ
き
企
業
一
の
割
合
で
あ
.る)

、そ
の
窟
傭
總
最 

.

.は
一
.

1

八
五
〇
萬
餘
に
達
し
て
1-
,
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
內
譯
は
凡
そ
次
の 

如
く
で
.あ
.石
。
•而
し
て
全
企
業
中
凡
そ
其
の
平
分
は
家
族
勞
働
を
多
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