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載
.の
.

「

本
，：
 

'多
利
明
の
農
政
論I
そ
め
前
提
丨」

に
お
い
て
、
_わ
た
く
し
は
利
明
が
特M
な 

経
^

を̂
樹
立
す
る
に
至
っ
た
そ
の
過
程
を
、
利
明
の
全
思
想
体
系
の
根
底
を 

構
成
.

し
；：

た

と
.こ
.ろ
：め
證
刖
提
を
考
究
す
を
こ
と.に
ょ
"っ
て
、
出
来
る
だ
け
明
百 

に
し
ょ
ぅ
と
つ
と
め
た
。
クC€>
•
♦合
、
バ
利
明
の
思
想
体̂

(経
i

の
根
員
に 

は
、
：国
内
.に
お
け
る
武
士
及•ひ
農
民
の
.悲
惨
女
.る
讓
め
深
化
が
厳
在
し
て
お 

り
，
そ
れ
に
対
す
る
讓
と
！
^

■
と
が
あ
っ
た
V〕

と
、
：さ
^
に
国
外
に
私
け
る 

|
§
^

国
の
来
寇
に
ょ
.る
国
際
的
危
機
が
起0:
つ
つ
fe
:
-?
た
と
と
の
認
識
が#.

 ̂

し
て
い
た
の
で
あ
る。
t
く
に
、
，.国
内
経
済
問
題
と
し
て
め
農
！
^

-

民
問
題 

涔

：對
建
社
会
体
制
を
維
持
し
、
封
建
的
支
配
者
の
安
泰
を
撕
望
す
：る
た
め
：に 

ぼ
、
最
も
深
刻
に.し
て
、
童
要
'で
.あ
り
、
す
べ
て
の
政
治
の
极
底
に

：

あ
っ
た
。

:

が
が
を
意
味
で
、
：
利
脚
の
経̂

^
全
思
i

系
の
根
底
に「

農
政
論」

へ
が
.お 

•^
れ
て
い
た
と
考
え
る
め
で
あ
石?-
前
揭
論
文
に
典
1;
>セ
ば
、''
ま
ず
今
日
に
至 

'.
/本
多
利
明
の
.農

政

論

•

夫

る
ま
で
の
利
明
研
究
文
献
の
整
理.を
行
い
、
，つ
づ
：い
て
利
明
の
伝
記

=

思
想
彩 

，成
の
過
程
：を
考
察
す
る
こ
：と
に
ょ
っ
て
、
利
明
が
蘭
学
の
影
響
の
も
と
に
、
い 

•
.か
に
合
理
的
：，
数

的.

学̂
的
な
精
神
と
学
問
的
態
度
を
懐
く
に
至
っ
た
か
、 

こ
れ
ら
の
脅
理
的
な
科
学
的
精
神t
基
き
何
も
の
，に
：も
さ
ま
た
げ
ら
れ
ず
現
実 

を
如
何
に
鋭
く
認
識
す
る
に.至
.っ
た
か
.を
み
た
。.利
明
は
そ
の
時
代
の*

^
 

,

.産
=
農
民
生
活
：の.亊
情
を
蓄
的
匕
観
察
し
、た
結
果
、
*

$

情

に

地

域

聖 

異
が
存
す
る
と
と
を
看
破
し
、.：
そ
れ
に
ょ
れ
ば
、
関
東
及
び
関
東
以
北
の
地
帯 

と
、
上
方
、(

中
国
、
：'
.四
国
の
関
西
地
帯
と
：は
、
社
塵
济
的
現
況
に
お
い
て
い 

ち
じ
る
し
い
相
違
が
み
^
れ
ぐ
さ
ら
に
両
地
域
办
相
違
を
生
み
出
す
に
至
づ
た 

■■
原
因
は
、
そ
れ
：は
単
に
自
然
的
諸
条
件
の
i

に
，̂

み
も
と
づ
く
も
の
で
は
な 

.
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
お
か
れ
で
い
た
：社
会
的
経
済
的
i

情
、

す
な
わ
ち
I

 

■生
産
め
在
り
亦
と
：
.生
産
力
：の
高
下r
農
民
の
：余
剰k

対
す
る
収
奪
の
霧
の 

:想
埋
、
-'
:
'
^
|
及
亦
：，交
通
機
関
の
雇
に
よ
る
、国
産.の
集
配
の
：事
倩
の
相
違
、 

■大
河
川
に
ム
齋
调
水
；の#

^
、
：等
々
：の̂

|
倩
に
.：ネ
と
め
：ら
れ
て.い
.た
の
で 

，
■̂
る
：。'勿
論
連
峙
.の
§

に
#
す
?>
.か
：か
る
認
識
は
今
日
ょ0
す
4

^

1だ
不 

■

:

.

•

 

〉

.
-
: 
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.



_完
全
な
も
の
：で
あ
.る
こ
1と
は
申
す
ま
で
も
な
い
が
、
両
地
域
の
.社
会
経
済
的
相 

違
の
把
握
を
也
理
的
侧
面
よ
り
と
、
.制
度
的
側
面
と
に
と
く
に
力
点
を
お
<.

考 

究
は
す
ぐ
れ
た
も
の
.
.で
あ
|

?

 

.

.

.

.

利
明
，に
よ
れ
ば
、
関
西
地
帶
は
何
れ
も
富
国
で
あ
'っ
て
.、
大
豪
富
の
商
賈
が 

軒
を
な
ら
べ
て
繁
昌;1
.、
農
村
に
お
い
て
もr

s

子」

の
ご
と
き
悪
習
は
関. 

衆
地
帶
に
取
し
て
は
げ
し
く
な

い

。

そ
の
依
っ
て
来
る̂

因
は
、
.
租
法
に
お
い 

て
范
免
取
箇
の
定
法
が
行
わ
れ
、
そ
の
た
め
比
較
的
農
民
搾
取
の
度
合
薄
く

、
' 

農
民
に
余
剰
を
残.す
こ
、と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
土
台
と
.な
る
®

生
産 

.に
米
表
ニ
毛
作
が
行
わ
れ
生
産
力
が
高
い.こ
と
、
’
か
つ
船
舶
の
航
符
ギ
容
易 

で
、
.国
産
の
運
送
が
仕
安
く
、
白
本
の
国
産
が
皆
兵
庫
の
.津
、
大
坂
港
へ
と
群 

集
す
る
と
こ
ろ
，よ
り®

#
が
栄
え
、
土
地
が
繁
昌
し
、
.
有
力
な
る
商
人
が
発
生 

U
、
お
び
た
だ
し
い
富
が
そ
こ
に
蓄
積
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ 

に
.反
し
■て
、
関
東
及
び
関
東
以
北
の
地
方
は
、
.何
れ
も
貧
因
で
あ
ら.て
"
大
豪 

.富
の
商
賈
は
少
'な
く
、
そ
の
上
諸
所
に
欠
所
が
あ
り
、
農
村
に
は
間
引
子
の
悪
.；
 

習
が
公
然
と
行
わ
れ
、

s

歳
飢
饉
が
続
発
し
、
ま
こ
と
に
悲
惨
な
る
現
況
で
あ 

っ
た
。
こ
れ
ら
を
発
生
せ
し
め
た
真@
は
、.組
法
に
お
い
て
色
取
檢
見
の
.定
法 

が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
収
奪
は
農
民
に
一
物
を
も
残
さ
ず
、
そ
の
土
台
，と
な 

る
*

^

産
は
自
然
的
諸
条
件
と
あ

い

ま
っ
て
一
一
毛
作
の
出
来
ぬ
片
作
場
で
あ 

る
こ
と
、'
こ
れ
に
加
え
て
海
上
河
川
の
航
行
に
難
所
が
存
在
し
、，

'国

産

，
の

運

送

： 

が
容
易
で
な
く
、
：
従
っ■て
物
資
の
渡
米
少
な
く
、

そ
の
た
め
®

は
来
発
達 

で
、
商
人
が
繁
昌
す
る
に
至
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

S

K
.4
i
産
に
年
. 

々
多
^
の
恶
影
響
を
与
^-
-
る
も
の
-と
し
て
_
東
に
お
.け
る
^根

：：：；

の

存

在

''力

指
广. 

：

'
ニ 

(

八
四

$

摘
ざ
れ
で
い
た
。. ,
こ.
の
：よ
う
に

、_

東
地
帯
;̂

お
け
る
悪
法
た
る
検
見
春
法
の 

存
在
を
農
村
貧
困
の.
拫
本
原
因
と
し
て
、農
民
は
耕
作
に
精
を
出
し
、豊
作
に
な 

れ
ば
な
る
ほ
ど
大
損
と
：な
り
、
づ
い
，に
田
畑.
に
欠
所
を
生
じ
、
間
引
子
の
悪
習 

の
横
行
と
な
り
、
悲
惨
ど
貧
困
と
が
限
り
な
く
発
生
し
て
来
る
結
果
と
な
っ
た 

め.
で
あ
る
。

ぐ

'

利
明
の
目
に
は
、
関
西
地
帶

0 '
事
情
は
い
わ
ば
.理
想
に
近
い
状
態
と
し
て
映 

じ

、'
 
そ
れ
に
対
し
て
関
東
地
帶
の
事
情
は
'、
日
本
国
の
一
般
的
事
情
と
し
て
、
 

い
ま
わ
し
く
、.
改
革
せ
.ら
る
べ
き
事
情
と
しV

映
じ
た
も
の
.と
み
て
も
よ
い
で 

あ
ろ
う

0..
国
内
に
は
勧
業
の.
制
度
が
確
立
し
、
生
産
力
高
く
、
交
通
の
便
が
ゆ 

た
：か
で
、
船
舶
多
く
、
自
由
に
！

:̂
国
と
交
易
し
、
開
発
経
営
し
て
い
る
ョ.
] 

ロ
ッ
パ
の
先
進
諸
国
た
る.
オ
ラ
シ
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
を
理
想
国
と
し
て
諸
政
策
の 

到
達
目
標
に
お
い
て
い
た
利
明
に
よ
？
て
、
日
本
国
を
制
度
的
に
改
革
し
、
先 

進
国
に
接
近
し
、：
そ
の
状
態
に
ま
で
躍
進
さ
せ
る
こ
と
が
最
も
の
ぞ
ま
し
い
も 

の
，と
し
て
え
が
か
れ
て
い
，た
。
か
か
る
観
点
を
国
慶
済
に
移
し
て
考
え
て
み 

る
な
ら
ば
：
関
西
地
帯
：の
そ
批_

比
喻
的
で
は
あ
る
が
、
い
わ
ば
良
い
状
態 

:

と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
お
く
れ
た
間
東
地
帯
の
そ
れ
は
改
革
せ
ら 

る
べ
き
状
態
で
あ
：っ
た
の
で
あ
り
、
利_

に
と
っ
て
、
当
然
双
畠
の
経
世
策
実 

践
の
ー
つ
の
場
：と
し
.て
こ
の
関
東
地
帯
の
お
く
れ
が
ガ
^
と
な
っ
た
も
の
と
考 

え
ら
れ
よ
う
。
以
下
に
お
い
て
述
べ
よ
う
>
す
る
農
政
論
よ
り
さ
ら
に
経
世
策 

の
腠
開
は
、
ま
ず
国
内
的
に
は
関
西
地
域
を
目
標
と
し
て
地
域
の
改
革
を 

.
対
象
と.
L
て
出
て
来
た
も
の
で
あ
る
。

.

徳
川
中
期
以
降
都
市
に
.お
け
る
商
品
貨
幣
経
済
の
発
達
に
と
も
な
い
、

封

建

社
会
の
矛
盾
の
深
化
と
共
に
起
っ
て
来
た
武
士
階
級
の
財
政
的
困
窮
、
百
姓
：の 

.
悲
惨
な
.石
^

、̂
と
く
に
お
び
た
だ
し
い
欠
所
の
癸
生
と.間
引
子
の
悪
習
.に
よ 

る
i

生
産
の
衰
退
、Jさ
ら
.に
百
姓
.一
揆
の
多
発
、
他
方
町
人
階
級
に
お
け
る 

富
の
蓄
積
、
そ
れ
よ
り
起
る
社
会
恶
の
存
在
は
こ
の
時
代
：に
お
け
る
緊
要
.な
る 

社
会
.
.経
済
問
題
で
あ
■っ
た
。
.あ
ら
ゆ
る
矛
盾
..の.し
.わ
よ
せ
を
.....

一.身
..に.受
け 

て
、
ま
こ
と
に
悲
慘
な.名
^
情
に
あ
.っ
た
農
村
H
農
民
に
対
し
て
：、
当
串
の
一 

般
識
者
の
関
心
が
高
め
ら
れ
、
と
く
.に
矛
盾
の
激
化
が
百
姓

一
揆
と
し
て
_

し
、

そ
れ
が
暴
動
化
し
、
各
地
に
蔓
延
し
、
：
次
第
に
大
規
模
に
な
る

.に
及
ん
' 

で
、V

J
.

の
社
会
現
象
が注
目
さ
れ
、
こ
れ
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
_
論さ
れ

 ̂

る
を
え
な
く
な
づ
た
こ
と
は
当
然
，で
あ
る
.。
そ
れ
故
に
、
こ
の
悲
惨
な
る
事
情’■:
 

にE

を
向
け
た
の
は
一
人
利
明
に
限
っ
た
と
と
で
は
.な
か
っ
.た
。
し
か
し
旧
来 

の
、
御
用
学
者
的
な
、
：
四
書
五
経
的
、
封
建
道
学
的
な
儒
者
に
と
っ
て
、

こ
れ 

ら
の
囊
の
発
生
枕
単
に
道
徳
的

V

精
神
的
頹
廃
に
き
せ
ら
れ
、
必
ず
し
も
事 

態
の
正
し
い
、
謹

的

な

、
合
理
的
な
把
握
に
ま
で
到
達
し
て
い
た
わ
げ
.で
は 

な
く
、
.お
お
む
ね
武
士
本
位
の.立
場
：に
立
：つ
-*
般
識
者
は
百
姓
.

j

揆

.の

本

質

や 

.そ
の
.真
因
に
つ
い
て
正
し
い
認
識
に
到
達
し
え
な
か
っ
た
。
#
罾

は
-@
*

砠

ー

挨
 

.を
し
て
暴
徒
の
：暴
動
と
み
な
し
、
そ
れ
に
対
し
極
刑
を
以
て
の
ぞ
む
こ
.'ど
を
強 

.調
す
る
の
：み
で
あ
？
た
。
/た
と
え
否
姓
一
揆
に
よ
り
深
い
関
心
を
寄
せ
る
識
者 

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ.の
_

_
は
百
姓
一
揆
が
百
姓
の
生
活
因
窮
よ
り
発
生
：
 

す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
百
姓
の
生
活
困
窮
の
原
因
に
は
貢
租
が
過
重
と
な 

っ
た
と
と
と
、
百
姓
の.生
活
が
向
上
し
、
奢
侈
に
移
行
し
た
こ
と
と
の
ニ
点
を 

あ
げ
，、
前
者
の
貢
租
過
重
に
は
同
情
の

<f|

を
現
わ
し
な
が
ら
も
、
そ

れ

を

徹

苠

.

本
多
^
明
の
農
政
論
，.

的
に
檢
討
し
、
そ
の
変
革
：

s'.

問
題
に
，ま
..で
.メ
，ス.を
入
れ
る
.こ■と
を
せ
ず
、
.武
士 

本
位
的
に
そ
れ
を
是
認
す
る
こ
と
に
よ
っ.て
、
こ
の
問
題
よ
り
離
れ
たS
藤 

昌
益
：の
ご
と
き
は
い
ち
じ
る
し
い
：例
外
で
あ
る)

。

こ
れ
に
反
し
て
、
百
姓
.一
 

揆
め
振
因
釔
主
^-
^

^
姓
が
身
分
不
相
痧
の
生
活
を
営
み
、
将
来
を
考
慮
せ 

ず
、
.
い
た
ず
ら
に
浪
費
を
な
し
、
生
活
を
親
侈
に
送
ら
ん
と
す
る
百
姓
の
無
智 

'蒙
昧
に
求
め
る
こ
と
に
よ
，-?
て
、，
こ
れ
.を
強
く
指
摘
し
、
あ
く
ま
で
も
封
建
制.
 

度
の
存
拒
を
前
提
と
し
、
：
封
建
的
身
分
の
差
別
を
固
持
し
、
百
姓
一
揆
を
起
す 

•こ
と
が
結
局
に
お
い
て
百
姓
の
不
埒
な
る
仕
業
で
あ
る
と
全
く
反
対
.の

意
向
を 

表
明
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
た
の
であ
る
。
■
そ
の
結
果
一
般
識
者
は
百
姓
に 

肉
.っ
て
奢
侈
禁
止
を
強
ぐ
生
張
し
、
百
姓
を
身
分
相
疮
の
生
活
に
と
じ
こ
め
る 

こ
と
に
よ
づ
-て
、
百

姓
一
揆
の
発
生
.を
阻
止
し
、
社
会
を
安
定̂
導
か
ん
.と
し 

次
の
-で
あ
っ
て
、，
百
姓
一
揆
の
真
因
に
深
く
目
を
向
け
、
そ
の
根
本
的
解
決
に 

せ
ま
る
も
の
：で.は
な
か
っ
た
。
. 

•

こ
れ
ら
一
般
識
者
の
中
に
あ
づ
て.、
と
く
に
注
目
す
ベ
.き
も
の
は
本
居
宣
長 

の
主
張
で
あ
る
。
宣
長
は
ン
画
学
し
め
代
表
的
思
想
家
で
あ
っ
た
。

は
十 

七
世
紀
末
、
'
ー
兀
禄
期
よ
り
次
第
に
高
揚
し
て
来
た
古
代
に
対
す
る
関
心
に
刺
戟 

さ
れ
、
と
く
に
儒
学
の
古
学
派
の
発
展
に
影
響
さ
れ
-̂.
が
ら
、
儒
教
に
対
す
る 

鋭
い
批
判
を
ふ
く
み
、
古
き
世
の
質
朴
単
純
な
風
を
貴
び
、
隱
仏
渡
来
以
前
の 

束
縛
さ
れ
ざ
る
生
活
を
理
想
に
、
自
然
の'ま
ま
の
人
§

を
強
調
す
るこ
と
に 

よ
ら
.て
，

「

近
|
1的
要
求」

を
.お
び
た
扒
の
で
あ
マ
た
が
、
他
方
そ
れ
は
封
建
経 

済
を
浸
戧
し
な
が
ら
枱
頭
し
て
来
た®

資
本
を
背
景
と
し
て
起
り
、
主
と
し 

:

て
都
■

住
，の
思
想
家
を
主
要
なる
担
手
と
し
て
罾
®
し
て
来
た
と
こ
ろ
よ

.
一

11 

(
<

 
四
三)

.



り
、
■封
建
寧
办
改
良
主
蘭
や
デ
オ
ロ
ー
ギ
-
と̂て
：の

鐘
を
持
つ
.も
ぬ̂

:: 

も
あ
っ
た
ゃ
国
学
の
、王
張
は
ま
ず
そ
の.発
現
の
場
を
歌
論
に
見
出
し
た
。
そ
こ'

:

に
お
い
て
 

>
.国
学
は
封
建
瓦
配© 'ィ

デ

オ

；
ロ

ギ

|
:的
要
具
た
を
儒
仏
思
想
に
反
'' 

'
梳
し
、
：
寶

的

思

考.に
よ
0;

歪
曲
ざ
れ
：て
い
.た

伝

統

駿

学

を

養

し

、

:'
:
-
,

「

古
_
 

S

.
£

®
を
高
く
！^

し
、
純
粋
に
文
献
学
的
方
法
を
駆
使

U

、
人

生

め

真

： 

実
を
明
白
に
ず
る
こ
.と
に
•よ
っ
て
、
儒
仏
思
想
.よ

り

解

放

さ

れ

た

生

'?
£
-
感

情

を 

主
張
し
た
の
で
お-?•
た
。.
か
が
る
態
度
は
封
建
制
下
の
思
想
統
制
の
粋
内
に

.あ

.

.
っ
た
日
本
入
の®

を
解
放
す
る
役
割
を
果
す
結
果
と
なa
、v現
実
怒
あ

り

の

.
 

ま
ま
に
：み
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
か
れ
、，、
_
3t
1r
i
l
Jに
対
し
よ
り
合
理
的
な
認
識
に 

ま
で
到
達
し
•て
い
だ
。

：

じ
：が
：し
な
が
ら
、

」

国
学
は
：そ
の
成
立'の
.社
会
的
基
盤
よ
■ 

り
し
て
、
自
ら
ー
定
の
限
界
を
持
っ
て
い
た
.こ
>;
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な 

い
。

そ
れ
ぱ
一
方
に
は
，古
代
天
皇
制
の
専
制
主
義
.
.神
秘
主
羲
.へ
の
道
を
開 

き
、
他
方
に
.は
主
情
的
な
人
間
の
恢
復
を
主
張
す
る
結
果
主
情
的
な
非
合
理
主
，
 

.義
に
お
ち
い
り
、.备
理
主
義
：一
般
を
否
定
す
る
危
険
を
あ
わ
せ
も
っ
て
ぃ

$

 

.の
と
い
え
よ
ぅ
。.そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宣
長
に
お
い
て
み
ら
れ
る
現
実
の
ソ 

把
握
に
は
注
吕
す
べ
き%
の
が
あ
っ
た
。
：
：

宣

長

は「

玉
'<
し
げ」

：_

(

天

明

六

年
.*
1
七
<
六
年)

及
び
，

r

秘
本
玉
く
し 

げ」

.(

翌
七
苹
十
二
月)

に
お
い
て
最
も
よ
べ
そ
の
主
張
を
現
わ
す
。
、前
者
は 

秘
本
に
対
し
て
原
理
を
説
き
、
秘
本
は
そ
れ
，に
基
い
て
の
痧
用
的
方
面
を
述
べ 

る
。
こ
の
一
一
著
は
天
明
の
大
饑
職
、
.
百
姓
一
揆
と
打
こ
わ
し
を
背
景
に
、
藤

主

. 

徳
川
治
貞
の
諮
問
に
対
し
て
答
申
し
た%
の
で
あ
フ
て
、
後
者
の
中
に
、
時
弊 

に
対
す
る
鋭
い
観
察
と
そ
の
救i

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
主
張
は
必,

ず
し
も
凡
で
が
斬
新
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
肖
時
の
儒
者
等
の
見
解
と
相

通

ず

を

%:
の

：
を

持

ち

な

が

ら

も

>

: %
;

の

態

度

や

見

識

に

餘

か

な

特

色

を

有

し

て

い

た

.。

へ

こ

の

拙

論

で

V

:
宣
長
の
全
思
想
と
す
る
余
裕
は
無
い
が

、

.

宣

長

の

時

弊

に

対

す

る

鋭

い

観

察

と

そ

の

救

済

観

の

一

端

を

.み

よ

う

。

ま

ず

学

問

に

お

げ

？)
;
'態

度

で

あ

る

が

、
',
^
眼

前

の

利

益

に

ま

ど

れ

さ

れ

ず

V 
.そ

の

根

本

を

JE
し
、
_エ
夫
を
め
ぐ
ら
ず
こ
ー
と
：が.政
道
に
ど
？
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
。

「

根

本
の
所
に
眼
を
づ
け
て

"_

の
料
簡
を
立
へ
あ
也
1__

と
。
さ
ら
に
、
当
時
の

儒

f

の

態

度

に

街

し

痛

烈

な

る

批

判

を

加

え

る

。

ま

.ず

©

書

五

経

な

ど

の

経

書

を

以

て

今

日

の

政

事

を

施

さ

ん

と
す
る
■こ
と
は
極
め
，
て

迂

遠

で

あ

り

、

~1
却

c 
注
ニ)

' 

■

て
世
俗
の
料
簡
に
も
お
と..
る
：事
も
あ
る」

も
の
で
あ
る
0

「

い
か
ほ
と
学
問
よ 

く
、
経
済
の
筋
に
も
勝
煉
し
，
当
世
の
事
情
に
も
通
達
し
た
る
も
、
と
か
く
儒 

奢
は
、
儒
者
か
た
き
の
こ.
種
の
料
簡
あ
り.
て
、
議
論
の
う
へ
の
理
窟
は
至
極
尤 

も
聞
え

v
%:
、
現..
に
こ
れ
を
政
事
に
用
ひ
て
は
、
思
ひ
の
外
に
よ
ろ
し
か
ら
さ

-
. 

(

注
三)

る
事
も
お
ほ
く
し
て
、.却
て
.害
あ
る
事
も
あ
る
也

」

と
い
う
。
而
し
て
、「

国 

君
た
る
人
は
申
す
に
及
は
す
、
そ
の
政
を
執
行
ふ
入
入
も
、
随
分
に
漢
学
を
も 

し
て
、
其
道
の
，宜1>
き
所
を
は
、
事
に
よ
り
て
取
用
ひ
も
す
へ
て
、
又
か
の
国 

の
代
代
の
治
め
方
のS
実
に
は
よ
ろ
し
か
ら
さ
る
こ
と
を
も
考
へ
し
り
、
豸
® 

本
の
所
.に
至
て
は
大
に
違
ひ
有
と
い
ふ
こ
と
を
、
よ
く
弁
へ
'悟
り
て
、
ゆ
め
ゆ 

め
、
が
の
遣
に
か.た
：よ
り
惑
ふ
へ
か
ら
す
。
か
へ
す
か
へ
す
も
此
根
本
の
所
そ 

大
切
_
が

'と
。
か
か
る
宣
長
の
学
問
態
度
は
、
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
、
現 

存
の
如
何
，な
る
権
威
に..も
と
ら
.わ
れ
る
こ
と
，な
く
疋
し
く
観
察
し
、
そ
の
根
本 

を
把
握
せ
ん
と
す
る
合
理
的
精
神
に
.つ
な
が
る
側
面
を
持

 

'つ
て
い
る
こ
と
を
指-

摘
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
利
明
が.懐
い
て
い
た
合
理
的
な
精
神
と
、
そ
.の
支
え 

と
な
っ
た
基
盤
は.相
違
し
て
い
^
と
は
い
え
、
相
互
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ 

る
。
さ
て
、
：宣
長
は
百
姓
が
.近
来
こ
と
に
困
窮
の
甚
し
い
有
様
を
み
て
次
の
ど 

と
く
い
う
。
.

「

近
来
百
姓
は
、
' 殊
に
困
窮
の
甚
.し
き
者
の
み
多
し
。
こ
れ
に
一
一 

つ
の
故
あ
り
。

一
に.は
、
地
頭
.へ
上
る
年
貢
甚
多
き.か
故
也
。
ニ
つ
に
は
、，
世 

上
一
同
の
奢
に
つ
れ
て
、
，
百
姓
も
，お
の
'つ
が
ら
身
分
の
お
こ
り
も.つ
き

た

.
る

故 

他J
.

と
。
宣
長
は
百
姓
§

の
原
因
を
過
重
な
る
年
貢
と
奢
侈
の
一

一

つ
に
求
め 

て
い
る
。
ま
ず
、
第一:

の
過
重
な
る
年
貢
は
近
来
漸
々
増
加
し
、

T

百
姓
手
前
よ. 

り
出
す
物
、
年
年
に
多
く
な
り
ゆ
く
故
に
、
百
姓
は
困
窮
筇
年
に
つ
の
り
、
芣 

進
つ
も
り
つ
も
り
て
、
終
に
家
絶
え
、11
{
地
あ
る
れ
は
.、
、其
田
地
の
年
貢
を
村 

.4
»
へ
負
す
る
故
に
、
余
の
百
姓
も
又
、
堪
か
た
き
や
う
に
な
り
、
璐
は
困
窮
に

_ 

た
へ
か
ね
て
は
、i

を
す
で
て
、
江
戸
、
：大
坂
、
诚
下
城
下
な
と
.
へ
う
つ
り 

て
.、
.：商
人
と
な
る
者
も
、
次
第
に
多
く
、
子
共
多
け
れ
は
、

一
人
は
せ
.ん
か
た 

な
く
百
姓
を
立
さ
す
れ
と
も
、
残
り
は
お
ほ
く
.町
人
の
方
へ
奉
公
に
出
し
て
、
.，

'
 

つ
.ひ
に
商
人
に
.な
り
な
と
す
.石
程
に
、
'い
.つ
れ
の
村
に
て
も
、
百
姓
の
竈
は
段 

段
に
す
く
な
く
な
り
て' 
田
地
あ
れ
、
测

中

次

第

に

衰

と

い

う

有

様

で
 

あ
っ
.た
0
過
重
处
年
貢
負
担.に
よ
り
_

経
営
が
破
壊
さ
れ
、

:-
'

®

離
村
す
る 

者
が
激
増
七
、
：：と.れ
に
^'
っ
て
村
冲
は
次
第
に
衰
微
し
て
行
っ
た'©
.で
あ
る
'®

第
一
一
の
奢
侈
に
つ

.

い
て
、

「

右
の

こ

と

く

く
つ
ろ.

き
な
き
う
べ
に
、
へ
又
町
人
な
と 

.

の
：世
の
お

.

こ
り
を
見
な
ち
ひ
て
、
本
の
づ
か
ら
お
と
り
も
つ
き
た
る
故
に

、
^

 

よ

い

よ

屋

甚

し

ぎ

也
^

と
V

っ
て
い
る
が
、
も
各
%■

と

生

活

に

佘

裕

が

無

い

.

 

と
-

ろ.

で
あ
る
か
ら
、

'

そ
の
奢
侈
も
町
人
ほ

'
ど̂

は
な
く
と
も
直
ち
に
生
活
に

'

., 

/ 

t
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 ...

-;
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..
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.
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V
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.

 

-

 

<

 

'

 

.
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-r

:

本

多

利

明

の

農

政

論： 

：

.

,.

ひ
び
き
、
.こ
れ

が

屋

：の
因
と
な
っ.て
い
る
。
こ
の
—*
一
点
に
つ
い
て
の
観
察
丨 

.認
識
は
必
ず
し
も
独
自
な
も.の
で
は
な
い
が
、
よ
く
そ
の
.真
因
に
目
を
向
け
て 

:

い
た
と
い
.い
ぅ
る
で
あ
.ろ
5
。
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法
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本
居
宣
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.

「

秘
本
玉
く
し
げ」

ベ
岩
波
文
庫
本
四
三
頁
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(

以
下
の
引 

.用
技
す
ベ
て
岩
波
文
鼠
本
に
よ
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V

_

利
明
は
関
東
及
び
関
東
以
北
の
地
帯
に
お
け
る
農
民
H
農
村
困
窮
の
真
因
が 

「

色
取
検
見
|—
と
い
ぅ
徴
税
の
制
度
的
悪
弊
に
あ
る
亊
を
鋭
く
看
破
し
.て
い
た
に 

も
.か
か(

わ
..ら
ず
、'
.こ
.の
.微
税
制
度
.
の̂
も
の
を
改
革
す
る.こ
.と
；
は

、
.
.
封

齋

制

度
 

そ
.の
も
の
.を
批
判
し
、....
否
定
す
る
.こ
.と
に
■通
ず
る
.、が
.故
；に
、
..利
明
ば
敢
て
そ
れ 

よ
り
目
を
そ
ら
：し
、'.そ
れ
.を
改
革
ず
る
.ごと
に
ち
、ゅ
ぅ
、ち
よ
し
た
の
で
あっ
 

.衣
。
^
な
お
本
、
利
明
は
既
速
せ
る*
と
べ
、
農
民
困
窮
め
真
因
を
述
べ
た
.の
に 

つ
づ
い
そ
、
屈
^

儀̂
非
法
多
け
れ
.と
も
§

に
恐
&
其
人
な
し
0
歎
へ
き
頂 

へ：上
也
、
：
此
非
儀
邪
制
を

i
:

に
矯
め
直
か
事
.iii
'
H -
'
れ
&
注
ー
4
点
引
用
者)

と
ぃ

- : 

.

:

•

,
'.
沉
ぺ
八
.四
$

'■



い
、
あ
る
い
は
,

「

然
れ
と
も
今
急
に
検
見
を
停
止
乙
定
免
取
箇
.の
.定
法
を
改
革 

.
せ
ん
事
は
迚
も
仕
難
き
時
勢
な
れ
ば
：

j,c

傍
点
引
用
者)

と
述
べ
て
.い
る
。
：

a

の 

.
T

句
は
利
明
が
農
政
論
、
さ
ら
に
経
済
政
策
論
を
展
開
す
る
場
合
に
極
め
て
重 

要
な
る
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あっ
て
、

：
.現
存
の
徵
税
制
度
そ
の
も
の
の
改
変 

は
と
て
も
仕
難
き
も
の..て
あ
り
、.
'政
策
.の
.対
象
.に
す
る
こ
と
を
抵
否
し.''
^
明
.
. 

が
経
世
策
の
梓
外
に
お
：い
：た
も
の
で.あ
る
。
'こ
の
こ
と
は
利
明
：の
.時
代
に
お
い 

て
も
、
未
だ
蓀
府
の
権
威
ガ
あ
る
程
度
維
持
せ
ら
れ
、
.
一
癉
の
力
が
進
歩
的
な 

:

識
者
の
言
論
に
ま
で
無
言
の
庄
カ
を
加
え
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、

'
た
だ
利
明
.

I 

人
に
限
：っ
た
こ
七
で
は
な
い
が、' 他
方
こ
の
：V
Jと
は
利
明
自
身
の
思
想
靈
の 

性
格
、:さ
ら
に
そ
の
農
政—

経
世
策
の
持
つ
歴
史
的1

に
も
と
づ
い
て
い
る 

も
の
と
思
わ
れ
る
？
が.く
て
、
社
会
的
.
経
済
的
に
み
て
封
建
社
会
の
墓
礎
で 

あ
る
課
税
に
対
す
：る
淛
度
的
変
革
を
回
避
し
.た
利
明
は
、
前
に
引
用
し
た
文
章 

に
っ
づ
い
て
次
の
ご
と
く
い
ぅ
。

「

於
是
諸
人
0
欲
す
る
所
に
：陣

.へ
は
則
善
政 

に
協
る
救
に
、
万
民
尊
服
せ
す
と
い
ふ
事
な
し
、
爰
に
眼
目
を
附
へ
き
要
所
あ
：
 

鸿
ー)

と
述
べ
っ
っ
、
関
西
地
帶
と
関
東
及
び
関
東
以
北
の
地
帯
と
の
経
篇
造 

の
相
違
を
惹
起
し
た
第

ri

の
.要
点
た
.る
，

「

河
道
を
通
し
海
運
を
開
く
を
急
務
と：■ 

'
せ
ん
ぎ」

に
着
目
し
、
利
明
は
河
道
開
隱
に
関
す
る
論
策
、
航
路
の
麗
及
び
.
. 

官
営
に
よ
る
海
運
の
発
達
に
関
す
る
論
策
、
.属
島
及
び
海
外
開
発
と
経
略
に
関 

，す
る
論
策
、
外

国

貿

叠

、
国
内
に
お
け
る
諸
産
業
の
麗
に
関
す
る
論
策
を 

——

す
な
わ
ち
利
明
の
経
1

1

四
大
急
務
及
び
小
急
務——

を
展
開
し
た 

の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
故
、
利
明
に
お
い
て
は
、
農
民
"
農
村
の
悲
惨
す
る
亊 

情
、
困
窮
の
根
因
を
排
除
す
べ
き
努
力
は
、

：

業
乃
至
農
村
内
部
の
、̂

1

.

V

-

'

.,.

.
ゾ
六
'(

八
四
六 D

産
め
問
題
と
し
'て
：

h

層
徹
底
じ
た
形
で
の
農
政
論
巧
至
農
業
技
術
論
：

=

撃

の
 

_
発

展

と

い

ぅ

方

向

虼

向

け

ら

れ

る

，

な

く

^
て
、
：.国
内
及
'び
海
外
に
対
す
る 

経
世
策
に
焦
点
が
向
け
ら
れ、
' 利
阶
の
特
異
な
経
世
策
の
展
開
と
な
っ
て
実
を

' (

注
五)

，
，
：',

結
ん
だ
め
で
あ
っ
た
。':
こ
の
点
佐
馨
淵
.の
ど
と
く
、
農
学
に
関
す
る
多
く
の 

「

著
作
を
残
し
た
入
々
：と
比
し
てh
 

■一.つ
.の
：特
長
と
も
.い
：い
ぅ
る
で
あ
ろ
ぅ
。
さ 

セ

、
：関
西
地
方
の
大f

即
ち
大
坂
等
は
そ
こ
に
至
る
河
筋
が
航
行
容
易
で
、 

海
港
に
：め
ぐ
ま
れ
、
船
舶
.の
運
送
が仕安
き
に
縁
て
繁
昌
し
、
大
豪
富
の
商
家 

が
軒
を
つ
ら
ね
天
下
の
富
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
た
の

に
：反
.し
て

、
東 

都
は
：こ
の
^
畠
#
砠
し
く
、
：

「

河
道
悪
敷
故
に
海
道
悪
く
、

国
産
の
運
送
容
易 

仕
難

き

て

関

東

之

諸

国

へ

響

き

亘

.り
各
貧国
と
成
り
た
る
な
り」

。
す
な 

わ
：

A
、

「

東
海
に
奥
州
©
卷
の
港
よ
り
相
州
浦
賀_の
泊
7
海
上
凡
百
佘
里
之
内 

に
船
舶
の
繫
場
な
く
、：
是

を

嘉

，の
大
難
所
と
す
る
f
o

」

、「

南
海
に
志
州
鳥 

颈
の
泊
よ
り
相
州
浦
賀
の
泊
麗
上
凡.七
十
五
里
の
内
に
，、

船
舶
の
盤
場
な 

く
、
是
を
南
海
の
大
難所
と
す
秘
！I 」

.こ

.の

.ニ
つ
の
大
雛
所
に
よ
り
諸
国
の
船 

舶
が
東
海
及
び
南
海
を
漉
海
し
東
都
に
到
達
す
る
こ
と
、が
®
^
で
あ
る
と
こ
ろ 

よ
り
関
東
の
諸
国
は
貧
困
と

)

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
関
東
の
諸
国
は
交 

通
容
易
で
良
港
：の
あ
る
北
海
及
びi

地
方
に
面
す
る
摂
州
兵
庫
の
津
や
大
坂 

港
を
背
景
と
す
る
関
西
地
方
の
大
都
市
と
異
な
：り
い
ち
じ
る
し
い
^
^
の
差
が 

生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

「

如
此
の
道
理
有
故
に
、
当
時
は
日
本
の
国
産
悉
智
此 

両
所
へ
群
集
し
売
買
す
る
旨
と
せ
り
。
因
而
土
地
殊
に
繁
昌
す
る
也
。
故
に
国 

土
の
骨
膏
の
限
.リ
ス
此
土
地
に
脱
取
る
な
り
。
此
土
地
の
商
賈
其
奸
計
に
手
練 

.な
れ
ば
、
悉
皆
骨
膏
の
宥
ら
ん.限
り
を
抜
取
、
，
其
脱
穀
を
用
て
東
都
大
雙S

国
用
と
すI

I
」
。

こ
れ
を「

関
東
諸
国
衰
微
す
る̂

4

也
し
と
み
た
利
明
は
、 

「

此
弊
を
矯
直
ん
に
ハ
、
彼
常
州
鹿
島
郡
天
野
原
の
高
場
を
£

し
.，僅
か
に
十 

五
六
町
あ
る
を
新
規
新
河
に
堀,

t

e

f
同
国
那
阿
港
よ
り
同
国
鹿 

島
入
江
へ
.河
船
通
用
ず
る
様
に
仕
懸
す
れ
ば
、
那
阿
港
は
関
東
の
諸
国
に
お
ゐ 

て
最
上
の
.大
港
と
成
、
関
東
の
諸
国
は
勿
諭
北
国
西
国
迄
の
国
産
は
悉
く
皆
此 

那
阿
港
へ
と
入
来
り
、
那
阿
港
ょ
り
河
船
を
用
て
東
都
の
品
^
^
.
へ
運
送
す
る 

に
て
有
べ
し」

。
か
く
て
、「

天
野
原
掘
割
の
一
.策
に
依
而
東
都
の
土
地
へ
取
戻 

し
商
質
の
貪
縛
を
少
し
は
緩.を
得
る
に
て
有
べ
し
。
廣
の
ー
策
が
大
切
と
な 

り
、
其
余
沢
関
東
の
諸
国
へ
溢
れ
浸
り
、
追
年
に
豊
饒
を
副
て
終
に
富
国
と
成 

べ
し
。
左
も
あ
ら
ハ
、
間
引
子
す
る
の
悪
癖
と
て
も
い
つ
の
間
に
か
止
で
、
亡

(

注 
一
 

二)

処
な
ど
も
い
つ
の
間
に
か
搏
開
発
し
元
の
如
く
良
田
畑
立
戻
る
に
て
有
べ
し」

。
 

わ
ず
か
こ
.■の

一
.
策
を
実
行
す
る
.こ
と
が
、
富
裕
を
も
ち
来
た
ら
し
、
そ
.の
結
果 

間
引
子
す
る
悪
癖
も
、
.
亡
拠
も
解
消
し
て
農
村
は
救
済
さ
れ
る
と
.い
う
。
利
明 

は
こ
の
大

遂
の
.た
め
国
力
の
限
り
を
つ
く
し
努
力
す
る
こ
と
が
国
君
の 

天
職
で
あ
り
、
万
民も
ま
た
こ
れ
を
求
め
て
い
る
所
以
で
あ
る
こ
と
を
強
調 

し
、
，さ
ら
に
こ
の
I

罾

は

，

「

利
根
川
筋
の
大
造
成
郷
村
迄
も
水
害
防
除
の
.大 

救
を
蒙
り
、
水
腐
田
畑
も
大
に
減
少
し
、
又
其
余
沢
に
て
霞
ヶ
浦
の
周
廻
及
鹿 

島
入
江
の
周
廻
総
州
印
幡
沼
及
手
賀
沼
迄
も
夥
き
干
潟
出
来
大
造
成
新
田
畑
独

.

: 

C

注一

三)

り
出
来
す
る
に
.て
.有
べ
し」

。
.こ
.の
大
斯
業
は
、
大
洪
水.の
防
止
I
治
水_―

新
田 

麗

と

，い
う
附
随
的
な
効
果
を
も
生
：み
だ
：す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

.又
、
こ
の
一 

大
^f

、

が
完
遂
さ
れ
た
隗
は
、f

国
の
渡
来
に
ょ
る
圧
迫
：を
加
え
ら
れ
.て
来 

た
場
合
に
、
次
の
ご
と
き
効
果
を
も
生
む
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い

.た
。「

若
も
南■

本
多
利
明
の
農
政
論.

洋
へ
異
船
に
て
も
渡
り
来
り
、
日
本
敝
の
盲
乗
を
見
侮
り
徒
に
石
火
矢
を
放
し 

お
.と
し
に
忽
虛
説
を
流
言
し
針
が
棒_

成」

が

.ご
と
き
^
情
が
.発
生
す
れ 

ば
、
商
船
の
運
航
は
全
く
中
絶
し
、
江
戸
の
屬
は
不
足
し
、

「

此
機
に
臨
バ
上 

下
方
民
顧
死
を
遁
れ
：ん.迚
述
散
：せ
ん
事
は
眼
前a：
な
り)」

と
い
ぅ
_
態
が
惹
起
さ 

れ
、「

是
等
は
-

E-

にi

ガ
切
..に：係
り
等
閑
に
難%
要
歡」

で
あ
る
と
い
ぅ
。
利
明 

は
こ
の
河
道
開
鑿
の
大
事
業̂
行
の
た
め
の
工
事
量
を
数
的
に
把
握
し

「
河
道」 

に
於
て
逮
ベT

堀
割
入
用
凡
#

り

j
.

を
提
出
し
て
い
る
。

,

関
東
の
国
病
の
第
三
と
し
て
利
根
川
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
、
此

川

は

「

B
ヶ 

浦
及
鹿
嶋
入
江
：の
大
湖
に
一
洪
水
湛
溢̂水
害」

と
な
る
が
、
こ
の
水
害
も
河
道 

整
理
.の
大
事
業
が
完
遂
さ
れ
，て
は
じ
め
て
除
去
.さ
れ
る
と
。
以
上
の
諸
点
が
国 

君
の
.天
職
と
し
て
完
罾
さ
れ
る
こ
と
を
関
東
地
方
の
、
ひ
い
て
は
日
本
国
の
貧 

困
を
救
済
す
る
根
本
策
で
あ
る
と.主
張
し
て
い
た
の
，で
あ
る。.

農
村
因
篛
の
原
因
を
過
重
な
る
年
貢
賦
課
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
宣 

長
に
お
い
て
も
、
利
明
と
同
様
に
過
重
な
る
年
貢
制
度
そ
の
も
の
に
ふ
れ
る
こ 

と
は
一
種
の
'タ
ブ
ー
と
し
て
避
け
ら
れ
て
い
た
。
宣
長
は
前
述
せ
る
ご
と
く
、 

「

秘
本
玉
ぐ
し
げ」

に
お
い
て
、
#
貢
は
歴
史
の
経
過
と
共
に
段
々
と
過
多
と 

な
り
、
徳
川
期
に
入
り
て
後
も

「

大
低
も
と
0
戦
国
の
時
の
ま
ま
に
て
、
旧
に

(

注一

九)

か
：へ
り
減
し
た
：る
事
も
なく」

つ
づ
.い
て
来
た
^
実
を
み
て
と
っ
て
、
年
貢
負 

担

の

.^
で
.百
姓
ぬT

身
を
労
し
.、
.
心
.を
も
労
す
る
辦
甚-L
き
か
ぅ
へ
に
、

あ 

ま

：つ
さ
へ
逆
味
の
米
は
、
へ

多
ぺ
は
上
べ
上
け
て
、
自
分
は
た
た
米
な
ら
ぬ
鹿
末 

の
物
を
の
み
^
し

て

す」

と
：い
ぅ
有
様.に
.て

「

こ
.れ
を
思
へ
は
、
今
の
世
の

- 

:
f 

.〈

注
ニ
 
C

百
姓
と
い
ふ
も
の
は
、
い

と-%
あ
は
れ
に
ふ
：6
ん
な
る
も
の
也」

と
述
べ
て
い

.

七

(

八
四
+:)

.



る
。
..
し
か
し
：な
が
ら
、

：「

仁
徳
深
く
.お
は
し
ま
す
：領
主
有
て
、

：

右
の
子
細
を
^

.

く
考
え
弗
へ
潷
ひ
、
百
姓
を
不
便
に
思
召1>
て
？
年
貢
を
半
滅
に
：も
改
め
：ま
ほ
：

.

;
レ
< >

馨

家

歡

い

ま

、
^

^

ゼ

ぢ

(>
'

^

^

^
塵

_

武

.

士
1
を
滅
す
る
こ
2
成
か
た
け
れ
は
、
年
貢
も
今
更
傅
に
減
す_るこ」

と
.ば
、
.決
’

い
て
な
り
か
た
き
御
事
也
。

」

、
.

「

又
百
性
も
年
代
久
し
く
な
り
：来
り
た.る
..年
貢
，
.

•
-

 

.

 

-

■の
^
な
.れ
は
、.今
の
定
ま
り
ほ
と
は
必
上
る
へ
き
は
つ
の.も
の
と
：心
得
居
て
、'' 

是
を
過
分
に
多
し
と
は
思
は
ぬ
こ
と
な
れ
は
、
：ふ
ひ
ん
な
か
ら
も
.、
年
貢
は
定 

,

.

ま
り
の
と
ほ
り
な
る
へ
き
事
な
れ
共

」
(

傍
点
は
引
用
者)

と
い
い
て
、
年
貢
そ' 

の
も
の
の
減
少
乃
至
改
変
を
政
策
の
対
象
に
の
ぼ
ら
せ
ず
、
わ
ず
か
に
現
存
暈 

■以
上
：に
過
重
に
な
る
こ
と
を
い
ま
し
：め
て
.い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

「

有 

来
り
た
る
定
ま
り
の
年
貢
の
上
を
、
い
さ
さ
か
も
ま
さ
ぬ
や
う
に
、
す
こ
し

'に
；
 

■て
も
百
姓
..の
辛
苦
.の
や
す
ま
る
へ
き
や
う.に
.と
、.心
が
け
玉
.ふ
'へ
.き

事

、
.
.
.
.
御

大
 

•
名
の
肝
要
な
る
へ
く
，、
下
下
の
役
人
た.ち
ま
て
も
、
此
心
か
け
を
第

1

と
し
て
、 

忠
義
を
思
は
は
随
分
百
姓
を
い
た
は
る
へ

き
！！

日
を
、
常
常
仰
付
ら
るへ
き
御 

ij
l
r
.こ
.そ
。

」

.

.

「

年
！

I

貝
は
有
来
り
^
る
定
ま
り
の
ほ
と
は..や
む
事
を
得
す
、，.其
通 

り
.な
り
共
、
せ
め
て
ぼ
其.う
へ
を
い
：さ
さ
か
も
ま
さ
.ぬ
や
う
に
あ
ら
ま
ほ
し
き

C

注
ニ
六

)  

：

に
、

」

と
。
か
く
の
ご
と
く
、.現
存
の
社
会
制
度
に
対
し
、
.鋭
い
批
判
を
加
え 

な
が
ら
も
、
そ
の
改
革
を
敢
て
行
う
こ
と
は
®
員
に
あ
っ
て
%■
出
来
え
な
か
っ 

た
.こ
と
で
、
こ
れ
は
宣
長
の
お'か
れ
た
時
代
が
、
：
未
だ
改
革
そ
の
も
の
を
現
実

:

パ 

'
:
:
< 
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佐
_

胄
淵
も
利
明
と
胃
#

に
国
内
の
武
±

及
び
農
民
階
級
の
'
■
迫 

と
、
国
際
的
脅
威
.を
身
に
感
じ
、
と
く
に
佐
藤
家
学
で
あ
る
農
政
に
関
心
を 

.寄
せ
、
農
業
の
荒
廃
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
経
済
道
を
唱
導
す
る
に
，至
っ
た
。
 

農
村
の
悲
檢
な
る
間
引
の
流
行
は
、
そ
れ
を
行
>

必
要
の
.無
い
社
会
.を
理
想 

と
し
、
為
政
者
が
自
覚
し
、
神
意
を
う
け
て
蒼
生
を
救
う「

経
済
道」

と
く
に 

T

天
工
開
物
の
.法J

を
実
施
す
る
こ
と
.を
要
請
し
た
の
で
あ
つ
た
？
し
か
も
こ 

'

れ
ら
経
済
道
の
背
後
に
.は
.、

一
国
の
富
裕
と
.貧
困
と
を
決
定
す
る
も
の
が
、

• 

土
地
の
大
小
、
肥
瘐
と
い
う
自
然
的
諳
条
件
で
あ
る
ょ
り
も
む
し
ろ
そ
れ
ら 

.

，
自
然
的
諸
条
件
を遮
用
し
、
活
用
す
べ
き
諸
制
度
の
樹
立
如
何
が
重
要
で
あ 

.

る
と
：い
う
思
'想
が
あ
：
^
た
め
で
.あ
る

0

信
淵
に
関
$

て
.は
、
そ
の
土
地
開
拓
論
を
中
心
に
述
べ
た
拙
槁「

幕
末
に
ぉ 

'

け
る
土
地
開
拓
I

佐
藤
信
淵
の
内
洋
経
緯
の
雄
図
を
中
心
と
し
て
"

一
」

•

■

(「

封
建
制
と
資
本
制
,-
-

に
所
収>

:

参
照
の
こ
と
0;

-:
.

C
注
六)

本
多
利
明「

河
道
1-C

本
多
利
明
集
'
.三
六
頁〕

(
注
七)

，
同
；

.C
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の
課
題
に
の
ぼ
ら
せ
る
ほ
ど
熟
し
て
い
な
か
っ
た
と
と
も
に
、
宣
長
，の

思

想

そ
.

■

(

注
八)
■-
同
' 

(

同)

：
'.
..
 

の
も
の
に
よ
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。
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-
H
r

利
明
の
農
^
1
を
知
る
上
に.
注
目
す
べ
ト
論
策.
の
一
ら
に「

西
薇
事
情」

：
が 

あ
る
。
こ
れ.
は
寛
政
七
乙
卯
年
六
月C

f

七
九
五
年)

、「

国
民
の
風
俗
、
人
情 

之
評
、
国

1

仕
方
に
因
て
追
月
追
年

1

を

為

す

の

勢

ひ

、
.
崮

說

を

策

る

の
 

愚.

$
の

饌

、$

に
.
記

候

得

ば

 > 
御
败
度
之
可
非
仓
論
じ
候
間.
に
当
り
、
誹
“

.

本

多

利

明

の

農

政

論_

謗
も
す
る
様
.に
聞
ぺ
、
何
歟
恐
入1

#
候
得
ど
-%
、
奉
差
上
候
密
策
之
镲
は
、 

追
て
記
し
可
奉
差
上
候
、
恐
惶
謹

liin 」

の
序
を
附
せ
ら
れ
て
、
主
と
し
て
備
後 

を
中
心
に
、'憊

刖

，
，
備

中

の

*

$
情
を
概
説
し
、
藥

.を
「

愚
案
を
以
記
た 

.
る
猶
為
々
，
聞
き
違
ひ
釓
誤
も
多
く
あ
ら
ん
、
是
愚
が
短
才
の
所
為
な
り
、
時 

処
位
に
非
し
て
‘、丨
觀g

き
事
共
を
筆
た
る
は
、
俗
に
所
謂
盲
蛇
を
不
♦恐
の
如
し
、 

,夫
是
御
T
咲
の
瘇
と
も
な
れ
か
し
と
思
ふ.の
'微
意
の
杯
、
他
の
儀
な
し

」
と
謙 

遜
し
な
が
ら
.も
自
信
を
以
っ
て
君
侯
に
献
じ.た
も
の
.で
あ
る
。

*
..
備
後
の
国
は
：前
述
ぜ
る
刺
明
の
農
村
認
識
上
り
す
れ
ば
、
関
西
地
帯
に
属
す 

る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
産
豊
饒
に
し
て
両
作
場
の
良
国
で
あ
る
。
こ
の
国
の
農 

.霧
情

を

刺

明

：の

纖
.る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
整
理
す
る
と
、
.国
中
の
八
割
は
山 

地
、
“T

割
が
耕
作
.田
畑
で
お
る
が
、:耕
地
は
土
性
良
-.
<
生
産
カ
が
高
い
。
山
地 

が
多
い
こ
と
ぱ
：田
地
へ
の
：永0
篇

を

自

冻

に

し

て
1>
る
？
复
作
に
は
愛
と 

莧
、
秋
作
に
：は
米
と
綿
と
を
耕
作
し
、
そ
の
最
高
の
生
産
力
は
、
夏
作
は
反
当 

.

々
裸
爰
四
お
三
：斗
、：小
麦
四
石
、
大
：麦
五
右
程
：ス
ぁ
ま
り
耕
作
さ
れ
だ
ぃ

)

、，
そ 

.ら
ま
め
西
石
程
、.こ
れ
^
は
主
え
し
て
百
姓
の
飯
糧
と
な
り
ぐ
農
民
は
麦
と
莧 

と
を
等
分
に
耕
作
す
る
。
夏
作
取
納
後_

を
用
い
、
：
墾
阱
し
て
稲
苗
を
植
え 

米
を
と
り
、
ぃ
綿
は.春
の
ぅ
ち「

に
麦
が
豆
の
疇
間
に
種
蒔
を
し
、：
そ
れ
钇
取
獲
ず 

/

る
-
°:
米
と
綿
と
は
お
よ
そ
等
分
に
作
ら
れ
、最
高
の
出
来
は
米
は
四
石
位
、綿
は 

.実
綿
に
て
百
貫
目
位
で.あ
る
タ
か
く
の
ご
と
く
、
両
作
場
と
生
産
性
高
き
故
に
、 

「

如
斯
之
良M

は
余
に
鮮
か
る
べ
し
、
田
地
の
之
觀
国
柄
な
.れ
と
%
、
如
何
な
る 

貧
農
と
..い"へ
..と
も
、"産
子
を
間ntv

と
：い
ふ
■事
^.
不
知
1-
と
い
ぅ
め
く
ま
.れ
た
国
. 

柄
で
あ
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
：

I

追
年
追
月
人
民
増
殖
す
石
勢
ひ
な
り
、
今
爰

"九

(

八
四
九)



:

に
遠
く
慮
て
、
者

な

き
.

に
於
て
は"

終
に.

産
業
不
足.

に
な
り
、
：
産

子

を

間

引

.

 

の
恶
癖
流
行
せ
ぬ
ぎ
ぐ
が
あ
り
、

.

；
こ

れ

：
に

対

1>

、」 .
裸
山
を
山
畑
に
開
発
3

、
入 

酿
を
新
田
に
：し
、
. ;

そ
れ
を
田
地
艺
數
百
姓
の
：有
と
す
る
策
を
主
張 

行

ゲ

た

め

め

は

ヾ

七

響

の

技

を

不

得

は

大

寒

は

為

が

成

じ

1-
-
と
い
ぅ
。〃
.ざ

ら

に 

ゾ
利
明
は
此
の
地
方
の
§

品
と
し
て̂

畳
表
と
綿
に
注
目
す
ぷ
: °

と
く
に
畳
表
：

'

は
本
地
方
の
名
品
で
紅
り
、
国
内
に
需
要
多
く
、
41
:
産
す
れ
ば
直
ち
に.そ
の
販. 

:路
を
ぅ
る
本
^
で
あ
っ
て
、
バ
そ
の
生
産
は
農
村
の
女
子
に
有
利
な
就
業
の
機
会 

を
与
え
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
有̂
で
あ
る
ぞ
の
^'「

官
r
買
揚
、
廻
船
を
以
運 

送
あ
り
、
東
都
を
始
と
し
、
漸
を
以
、
奥
州
の
末
ま
で
も
、
博
く
弘
る
に
於
て 

は
、
其
益
万
を
以
て
箅't
-
E
y
J 

.

に
至
り
、
天
下
の
金
銀
は
備
後
に
集
。り
来
る
結 

.果
と
か
る
。
か
く
の
：ご
と
ぎ
事
情
よ
り
し
て
、
此
の
国
に
お
け
.る
新
田
畑
開
発 

は
御
国
益
の
最
初
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
第

一
一
等
の
策
と
■い
わ
ざ
る
を 

え
ず
、
へ
こ
の
曼
表
を
出
す
策
を
以
て
第1等
と
な
ず
所
以
で
あ
っ
て
、
ま
ず
こ 

れ
に
よ
り
て
金
銀
を
多
く
取
り
入
れ
、
其
の
後
に
新
開
に
か
か
る
こ

と

を

主
張
。
 

す
る
。
か
く
て
、
国
産
の
奨
励
と
そ
の
藩
専
売
'の
実
施
は
、

「

国
君
大
器
御
座
ま 

し
て
、M

もk

本
方
の
人
あ
り
、
御
密
策
の
蕰
を
悟
り
、
；：方
讓
万
端
に
心
を
配 

り
、
補
佐
す
る
に
於
て
は
、
御
所
望
悉
く
成
就
し
、
徳
沢
四
海
に
輝
き
苴
り
、 

御
名
を
後
世
に
遗
ん
染
も
僅
に
唯
小
辦
の.

I

条
よ
り
起
る」

こ
..と
を
結
果
す
る
、 

の
で
あ
る
と
。
こ
こ
に
は
商
品
；
^

耕
作
の
主
膨
と
、
.
そ
れ
を
藩
専
売
し
廻
送 

に
す
る
こ
と
によ
る
雜
収
入
の
増
大
の
企因
と
が
主
張
さ
れ
、.こ
，れ
を
国
策
の 

第
一
等
と
考
え
て
お
り
、

こ
れ
と
同
様
の
主
旨
を
も
っ
て
、
此
の
地
に
お
け
る 

綿
作
及
び
養
垂
の
奨
励
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の

「

西
薇
事
情」

の
主
張
の
中
に
、

1

0(

八
五 

0)

_利
明
に
よ
？
て
え
が.か
：れ
て
：い
だ.重
要
がr

側
面
^
み
る
と
：と
が
出
来
る
。
そ 

れ
は
商
品
作
物
の
生
産
に
よ
り
、
：米
穀
を
中
心
と
す
る
年
貢
納
入
丨
自
給
的
な 

'農
業
生
産
に
対
し
、
：̂

作̂
®

取
上
げ
、
し
が
も
商
品
化
の
過
程
に
お
.い
て 

藩
の
支
配
を
介
祛
さ
ぜ
，る.こ
.と
に
よ
ら
.て
、
商
人
が
：鏤
得
し
て
い
た
そ
の
利
益 

を
武
士 =

•
の
.手
中
^
招
さ
一
め'
窮
迫
せ
.る
藩
財
政
の
：1^

し
を
企
|1
-
し
て
い 

た
.ご
と
で
あ
る
。
泛
の
場
合̂

^
施
の
場
が
1
_

は
あ
?)
'
が
、
，.こ
れ
を
ざ
ら
^
契

し

で

霖

国

ど

の

_
係
ぬ
お
い
て
主
張
す
る 

場
合
£
、■..官
営
に
よ
る
貿
易
理
論
と
な
つ
て
展
開
し
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
 

か
が
も
理
論
の
全
張
が
、
：主
と
し
て
流
通
：の
侧
面
に
お
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
よ 

り
、
商
品
作
物
の
栽
培
.
生
f

の
も
の
に
関
し
：て
；の
.技
^

的

な

研

^

や

主

張
 

:

が
少
な
く
、
、農
学
ど
し
て
展
開
し
え
一
な
か
づ
：た
点
は
、
大
蔵
永
常
の
ご
と
く
、
 

商
品
作
物
の
栽
培
を
中
：心
.に
詳
細
な
る
技
術
的
指
導
を
主
張
し
た
論
者
と
い
ち 

じ
る
じ
い
相
違
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
あ
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
.

一-

.. 

' 

:
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五.六
■頁)

,(

法

三
-
同

，
'

-

'

(

本
多
利
明
集
1ー
一
三
八
頁

)

(
注
四〕

'：
同 

：(

同)

C
法
五〕

同

- 

(

本
多
利
明
集
三
三
九
頁

)
.

(

注
六)
同

,

.

(

本
多
利
明
集
三
四
〇
丨
三
四
一
頁

)

(

注
七)
同 

.(

本
多
利
明
集
三
四
一
頁

〕

四

饑
饉
と
間
引
子
の
惡
弊
を
生
み
出
し
た
農
民
の
^
窮
に
着
目
し
た
利
明
は
既

述
の
ご
と
く
、
土
地
生
産
力
上
昇
の
た
め
に
永
を
治
め
、
新
田
畑
を
開
発
し
、

さ
ら
に
国
内
交
通
を
整
備
し
、.国
産
を
豊
か
に
産
す
る
諸
地
方
に
あ
.っ
て
は
そ

の
奨
励
と
藩
に
よ
る
廻
送
一#
売
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
民
め.ft
®

よ
り
の
解
放
を
、
武
士
階
級
の
財
政
窮
迫
を
救
済
す
る
と
い
う
立
場
に
立
ち
つ

つ
、

主
張
し
た
の
で
あ
っ
た0
し
か
し
な
が
ら
、

土
地
生
産
力
に
は
限
度

が
あ
り
、

人
間
の
増
殖
力
は
、

も
し
貧
困
が
解
決
さ
れ
、

間
引
子
の
悪
弊
が

，

.さ
れ
る
な
ら
ば
、

生
産
力
を
は
る
か
に
う
わ
ま
わ
り
、
.人
々
は
再
び
因

窮
と
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
'。
土
地
生
産
力
と
人
間
の
増
殖
：

力
と
の
関
係
を
論
じ
た㈣
趴
の
_
_
が
マ
ル
サ
ス
の
入
口
論
に
旧
来
比
せ
ら

れ
て
来
た
点
に
づ
い
て
は■し
ば
ら
く
お
く
と
す
る
も
、

当
時
の
幕
藩
体
制
下

に
あ
：？
て
、

生
産
力
上
昇
が
あ
る
程
度
頭
う
ち
に
な
.っ
て
い
た
事
情
を
ぼ㈣

し
、

そ
の
.対
策
を
真
剣
に
考
え
つ
つ
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

「

自
国
の
力
を

以
自
国
の
養
育
を
せ
ん
と
す
れ
ば
常
に̂
足
，

強
て
せ
ん
.と
す
れ
ば
0
民
疲

•

(

注一)

て
、
廃
業
の
国
民
出
来
し
て
大
業
を
破
る
に
至
る

J

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に 

単
に
農
f

 土
地
生
産
力
の
上
昇
に.よ
っ
て
は
、
外
国
の
来
航
が
国
家
の
危
機 

と
な
り
つ
つ
あ
る
今
日

r.

国
民
を
安
泰
に
し
、
日
本
を
他
国
に
負
け
ぬ
良
国
と 

す

と

.は
極
め
て
難
事
で
あ
っ
て
、
こ
の
困
難
を
克
眼
す
る
だ
：め
に
：

.は
、
.

E

 

をW
F
-

土
地
生
産
力
の
た
め
：の
技
術
の
改
良
や
新
田
開
発
と
い
う
分
野
.に
お 

け
る
努
力
よ
り
、
他
の
方
面
に
向
け
、
.そ
の
施
策
を
考
え
る
必
要
に.せ
ま
ら
れ
.

た
の
で
あ
っ
て
、.
こ
こ
に
利
明
の
著
明
な
る
四
大
急
務
、
小

急

務

(

四
条
、

H 

条
、

三
条
で
合
計
十
条

)

、
' 三
慮
等
の
施
策
の
中
に
見
出
さ
れ
る
.経
世
策
を 

生
紅
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(

こ
れ
ら
の
急
務
の
中
に
既
述
せ
る
農
政
に
関 

聯
せ
.る
政
策
を
も
ふ
く
む
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
女
も
こ

え

る

政
策
が
中
核 

で
あ
る
。

)

.「

无

通

識

な

る

は

、'日
本
開
闢
以
来
始
め
て
な
れ
は
、
万
民
其
所 

,^
得
て
其
楽
を
楽
む
な
り\-
鼓
腹
と
_云
も
此
時
を
云
ば
ん
、.
©
て
万
民
追
日
追 

月
増
殖
の
勢
ひ
を
為
す
は
、
至
，極
其
窖
の
こ
と
也
、
是
に
従
ひ
国
産
も
亦
追
日 

追
月
増
殖
せ
ざ
れ
ば
、
天
下
の
国
用
不
足
す
る
故
、
'日
本
国
中
の
曠
野
及
空|1
!
' 

迄
も
、
，
土
地
の
限
り
は
皆
開
発
し
、

田
畑
と
な
り
て
、

農
業
耕
作
し
て
百
榖 

百
菓
出
産
せ
ざ
れ
ば
な
ら
ず
、
''
若
是
が
不
足
せ
ば
、
万
民
の
国
用
不
足
と
な
り 

て
、
⑵
歳
饑
饉
に
当
り̂

饑
渴
の
庶
民
出
来
す
る
也
、

…
…

中
略…

…

因
て
遠 

く
慮
ら
ず
ん
ば
な
ら
ず
、
其
ぐ
遠
く
慮
る
は
何
を
主
：と
為
し
て
策
る
と
い
ふ
に
、 

追
日
追
月
増
殖
す
る
四
民
の
勢
ひ
を
折
か
ぬ
様
に
と
慮
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
其 

勢
ひ
を
折
か
ぬ
様
に
策.る
に
は
、
：
四
大
急
發
を
以
国
政
の
最
第
ー
と
し
て
治
る 

に
於
て
は
、
増
殖
に
注
き
閊
な
き
故
に
、
弥
盛
に
増
殖
す
る
故
、
当
時
の
如
く 

大
造
に
良
田
畠
を
：亡'処
と
す
る
こ
と
な
く
、
却
て
，良
田
畠
を
開
添
て
国
家
豊
饒 

と
r
るJ

と
て
、「

洽
平
^
は
是
菲
ど
も
：に
蚶
四4
<
務̂
を
以
国
政
の
&

ー」 

と
.す
る
と
と
を
主
張
じ
た
？
四i

^
と
は
第
一
：.
|
>
.第
—-
一
 

I

V
第
三
鲋 

舶
、.
第
四
属
島
：の
開
業
に.関
す
る
施
策
で
あ
る
。
ま
ず
第
 
一
_
砠
と
，は
土
地
に 

生
ず
る
，も
の.で
.、
，
.' 
こ
‘れ
を
..地
中
ょ
り
'1
1
取
.る
こ
.'.
と
^
ょ
.；っ
：X
火
災
.の
.褒
を
減 

じ
.、
武
備
ゆ
用
い
、.平
和
時
に
：は
洵
邀
を
開<;
-に
用
い
る
1

用̂
で
あ
る
。「

開 

業
：の
大
寒
は
、

し
て.な
し
難
く
、'故
に
I

B
洲
は
焰
硝
の
大
功

.

*

 

- 

 ̂
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を
取
る
こ
と
夥
し
、1
と
'い
う
有
様
に
.て
'焰
硝
を
掘
取
る
こ
と.を
^
務
の
第 
一' 

と
し
ズ
い
る
。‘第
ー
：ー
諸
金
ど
は

「

諸
国
こ
れ
あ
る
金
銀
銅
欽
錯
山
な
り

」

。

こ
'' 

の
：開
発
を
と
.く
'の
で
あ
っ
て
、
ま
ず
廃
山
と
な_る
原
因
を
、4
べ
、.ボ
途
1:
-段
の
.

%
る
と
と
に
よ
り
®

が̂
阻
害
さ
れ
た
がx

-

rそ
れ
に
よ
り
海
外
へ
流
出. 

す
る
.こ
と
少
な
か
'-?
た
.と
い
う
。

し
か
も
金
銀
は
国
家
の
た
め
重
粟
で
あ
っ
'.
: 

て
、

そ
の
開
発
を
第
一
一
の
急
務
と
す
る
。

第
三
船
舶
と
.は
、「

天
下
の
産
物
を 

官
の
船
舶
を
用
て
，
i

運
送
交
易
し
て
、
天
下
にi

を
通
じ
、
万
民
の
®
寒 

を
救
ふ
を
一
本§
り」

:°
馨
運
送
交
易
を
商
民
に
：任
す
こ
と
を
不
可
と
し
、
国 

君
の
.天
職
と
し
て
.い
る
。
.管
の
船
舶
を
以
て_
海
蓮
送
交
易
す
る
こ
と'に
よ
'
?

て
自
然
と
諸
色
の
直
段
が.平
均
し
、.
-^
民
、
士
の
救
い
と
な
る
。
か
く
て-1
追 

日
追
月
国
産
増
殖
し
て
国
家.に
豊
饒
M
副」

う
各
に
至
.る
。
文
海
賊
.の
横
行
を
'
, 

除
く
。

T

欧
羅
巴
諸
国
は
国
王
あ'っ
て
万
民
を
撫
育
す
る
，に
、■

運
送
交
易
を 

以
鱗
寒
を
救
ふ
を
国
王
の
天
職
と
せ
り
、
故
.に
盗
賊
杯
は
決
てt
し」

。

渡
海 

の
方
法
を
熟
知
す
る
こ
：と
が
大
切
で.あ
る
。
.第
四
属
島
の
開
業
に
つ
い
て
は
と 

く
に
慎
重
に
取
扱
い
、..

「

経
世
秘
策
補
遗」

.に
：こ
れ
ら
を
述
べ
て
い
る'0
属
島 

の

と

：は「

日
本
附
の
島
々
を
開
き
て
；良
国
と
な
す
べ
き」

.を

.い
う

の

：
で
あ 

マ
.て
、
こ
れ
に
よ
り「

日
本
附
の
島
：々

を
開
き
良
国
と
な
さ•は
、
六
'十
余
州
の 

ご
と
き
国
々
，

出
来
、.日
本
の
要
害
と
.な
る
の
み
な
ら
ず
、諸

金

山.%
開
け
、
.

諸
穀
果
も
出
来
、'其
外
諸
産
物
も
：■出
来
潤
沢
に
入
り
来
：て
、
矢
に
日
本
の
国 

力
を
增
植
か
丑
へ.し」

と
。
こ
こ
.で
い
う
開
業
と
は
其
地
に
至.り
政
治
的
.
経
済 

的

に

麗

し

、>
cの
地
の
産
物
を
交
易
に
よ
っ
て
国
内
に
導
き
入
れ
、
当
方
.よ 

り
も
そ
れ
に
相
^'
し
た
国
産
を
送
り
、
交
具
し
相
互
に
利
を
増
す
こ
と
を
い
う

©
.
.
.
で
あ
る
。
羅
の
根
本
に
は
夫
文
数
理
の
道
の
存
す
る
こ
：と
：を
主
張
し
、
そ 

.れ
に
よ
ヶ
と
く
に
蝦
夷
地
の
，開
発
を
生
張
：す
る
。
さ
ら
に
唐
太
島
の
重
要
な
る

. 

こ
と
を
：い
う
タ.こ
れ
ら
の
1

:
は

-1
急
務
の
：う
ち
の
又
急
務

」

で
あ
り
、
日
本 

に
顚
の
制
度
が
無
き
敗
に
、■モ
ス
コ
ビ
ャ
に
服
す
る
に
至
る
の
で
あ
っ
て
、
- 

こ
の
点
よ
り
し.て
急
務
の
氟
四
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
四
大
急
務
は
片
時
も
忘 

れ
る
こ
と
の
出
来
，ぬ
大
切
な
石
国
務
で
あ
る
が
、
' 今
日
に
'至
る
ま
で
採
用
せ
ら 

.れ
ず
そ
の
ま
ま
と.な
つ
て
い
る
こ
，と
は
誠
に
不fp
八
ロ
の
至
り
で
あ.マ
て
、
四
大 

急
務
実
施
：の
必
要
な
る
所
以
を
繰
返
し
主
張
し
、
と
く
：に
.欧
羅
巴
の
諸
国
が
豊 

.饒
で
.あ
る
こ
_と
を
_そ
.の
■理
想
と
し
て
い
る
利
明
は
そ
の
施
策
の
向
う
ベ
き
と
こ 

ろ
を
指
示
し
て
：.い
た
。，「

天
下
万
国
の
国
産
宝®

欧
羅
巴
に
.群
集
せ
り
と
袞 

り
、
：如
何
な
？)
:
所
よ
り
天
下
万
国
の
国
産
定
貨
群
集
す
る
と
な
れ
ば
、
万
国
へ 

船
舶
を
出
し
、.
•我
国
の
珍
産
良
器
锺
々
機
巧
の
物
を
持
渡
り
、
其
国
々
の
金
銀 

銅
、
：其
外
長
器
良
産
と.交
易
し
て
我
国
へ
入
る
、
ゆ
へ
に
、
次
第
に
豊
饒
を
な 

.せ
カ
、
豊
饒
な
る
が
故
に
剛
強
众
り
、
国
強
き
が
故
に
外
国
よ
り
侵
し
掠
む
る 

c:
i
f
bし
、:'
—
と
い
う
の
も
皆
こ
の®:
大
急
務
.を
実
施
し
て
長
：き
に
及
ん
で
い 

る
結
果
で
あ
る
が
ら
で
あ
る
。ゝ

他
方
我
国
：の
^

#
は
武
家—

農
民
の
困
窮
が
甚 

.し
く
、

こ
れ
を
救
う
た
め
に
は‘

F

是
非
共
に
改
革
し
て
士
農
工
商
遊
敗
と
順
に 

立
：て
、
其
処
を
な
し
衝
ざ
れ
ば
な
ら
ず
、
.旁

以

前

に

云

と

こ

ろ

の

||
_

津

々
湊
 

々
に
、
，
追
：々

交
易
館
を
建
立
し
て®
く
博
く
交
易
さ
せ
、{晶
を
以
渡
海
'無
 

し
て
有
無
を
通
じ
、
万
民
を
救
ひ
給
ふ
に
於
て
は
、
適
く
天
下
の
通
用
金
銀
皆 

官
庫
に
立
戻
り
.、
不
招
不
利
し
て
大
豪
富
と.な
り
給
ひ
、
天
下
の
大
長
者
の
尊 

号
に
叶

ひ
給
ひ
て
、
威
権
：と
大
豪
富
と
ニつ
な
が
ら
金
く
保
ち
給
へ
ば
、目
出

度
と
i

ノ
重
に
も
一
石
べ
き
機
な
し
、
'
こ
れ
で
：こ
そ
方
歳
の
基
本
と

一.K

べ
き
也」

、

と 

0 

, 

.

,

•

: 

-'
.■• 

ン 

-
. 

.

.

. 

. 

:

.

.利
明
の
い
わ
ゆ
る「

小
急
務J.

を
整
理
す
る
と
、
鉞
産
物
の
開
発
と
工
業
の 

発
達
に
関
す
る
箇
条
と
、
：河
川
開_
と
新
田
開
発
と
に
関
す
る
も
の
.に
大
別
出 

来
る
。
ま
ず
小
急
務
四
条
で
あ
る
が
、
利
明
は
前
後
本
末
を
明
白
に
し
、
尾
首 

貫
通
す
る
こ
と
が
そ
れ
を
成
就
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
叭
い
、
我
邦
に
て 

い
ま
だ
製
作
さ
れ
な
い
数
多
の
品'の
う
ち
、
急
務
な
る
物
と
し
て
次
の
呼
品
を 

あ
げ
て
い
る
。
第
，1新
銅
ょ
>.
金
銀
を
絞
取
仕
方
、
第.ー.ー
潮

汐

の

漓

塩

ょ

.り

赂
 

硝
を
抜
取
仕
方
、
：
第
三
家
拫
瓦
を
鋳
銕
瓦
钇
製
作
す
る
仕
方
、
第
四
紙
張
障
子 

を
：厚
板
玻
璃
障
子
に
製
作
す
る
仕
方.の
四
等
の
麗
を
小
急
務
と
す
る
。
第
二 

の
小
急
務
三
条
は
、
第
一
罾;|
[
、
_

&

^

_;|
!
、
S
一
一
千_
;|
|
の
ー
ー
菏
川
の
： 

開
墜
で
あ
名
が
、
と
れ
ら
の
河
川
を
治
め
、
開
_
す

る

：
こ

と
.に
ょ'つ
て
.
.
、
.
国

昨
 

の
交
通
を
便
な
ら
し
め
、
国
産
を
自
由
に
需
要
地
.に
送
り
、
以
て
§

相
通
ず
. 

る
こ
と
の
必
要
を
論
じ
、.こ
れ
が
又
新
田
開
発.の
基
礎
と
も
な
る
。
第
三
の
小 

急
務
三
条
；は
主
と
し
て
新
田
開
発
に
関
す
る
施
策
.で
あ
つ
て
、
.御
人
資
力
に
ょ 

，る
新
田
開
発
が
不
成
功
に
終
る
こ
と
：は
ま
こ
と
に
惜
む
べ
き
も
の
で
：あ
つ
て
、 

こ
れ
は
上
役
にi

に
.う
と
い
人
が
'あ
る
た
め
，に
他
な
ら
な.い
。
.そ
れ
故
に
、 

「

諸
国
に
夥
く
新
田1

成
就
し
て
、

良
田
畑
，上
な
る
べ
き
土
地
を
産
地
ど
な
.

し
其
場
所
悉
皆
®

せ
ん
に
51
あ
ら
ず」

と
い
う
有
様
で
あ
り
そ
の
中
で
も、

. 

「

第
ー
備
州
児
島
の
入
海
干
潟
凡
十
萬
石
余
程
の
良
地
、

第

二

越

後

耀

辺

に

’ 

て
鎧
潟
、.
大
潟
、'田
潟
.の
三
潟
一
-力
所
に
あ
り
、:
同
海
辺
の
..福
島
潟
都
合
四 

力
所
に
て
凡
十
五.万
石
程
の
良
地
、
其
第
三
は
奥
州
会
津
よ
り
寅
卯
に
当
て
七
.

本
多
利
明
の
農
政
論

八
里
0
山
中
に
湖
あ
0-
、
.猪
苗
代
.之
い
ふ
、
其
周
廻
に
四
十
八
谷
と
い
ふ
村

 々

あ
り
、
大
雨
洪
水.の
毎
：々
溢
逆
り
、
古
田
畑
夥
く
水
腐
せ
り
、
.其

-^
に

沼

地

凡 

十

万

石

程

.の

良

地

1ー
1ヵ

所
に
て
、
ル
三
ナ̂

^
#
、
の
新
田
出
来
べ
き̂

地」

の
一
一
一 

.地
方
の
治
水
に
よ
る
新
発
を
急
務
と
し.て
お
り
、
第
三
の
猪
苗
代
湖
新
田 

.
開
発
と
共
に
石
1

砍̂
開
资
を
行
え
ば
ー
益
：と
な
る
こ
と
，を
主
張
じ
て
い
る
0 

と
れ
等
小
急
務
の
実
施
は#
に

「

何
れ
も
日
本
の
a
内
よ
り
出
産
す
る
所
の

(

注H
O

国
産
を
用
.て
国
内
の
万
民
を
養
育
す
る
仕
方

」

で
あ
り
、
そ
の
仕
方
は

「
い
ま 

だ
可
に
当
ら
ざ
る
は
矯
直
し
可
に
あ
た
ら
し
め
、
或
は
い
ま
だ
発
業
せ
ざ
る
は 

改
革
し
.て
発
業
さ
せ
：し
め
、.国
産
の
出
藤
を
次
第
に
满
況
に
し
、
-
国
産
の
融
通
' 

も
次
第
に
便
宜
に
し
、.万
民
も
次
第
に
増
殖
し
、.
国
家
を
守
護
す
る
仕
方
の
大

(

注
ー
七)  

' 

. 

-〈

注
16

概
な
り
l—
o

t
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
施
策
は.

「

元
来
無
理
な
る
仕
方

」

で
あ 

る
。
' そ
の
理
由
は
，

「

固
よ
り
日
本
の
国
内
め
国
産
は
出
産
に
際
限
あ
り
、
万
民 

' 

‘
の
増
殖
に
際
限
な1>
、
.此
出
産
に
際
限
あ
る
国
産
を
用
て
、
増
殖
に
際
限
な
き 

国
民
を
未
遂
て
、
リ
余
さ
ず
養
育
し
て
猶
有
余
あ
ら
し
め
ん
と

.す
る
は
：無
理
：な
ら 

ず
哉
、
終
に
国
民
は
国
産
よ
り
も
多
く
、
周
産
：は
国
民
よ
り
も
少
^
！
り
至
る 

期
到
来
せ
ず
ん
ば
弗
ず
、
，是
無
理
な
る
衰
%
な
り) 」

'と
い
ぅ
。
か
く
て
、
利
明 

:に
と
っ
.で
は
、
既
述
.せ
る
国
内
の
経
済
開
张
は

 
一
0#
的
の
も

の

で
あ
り
、
し
か 

も
そ
の
生
産
力
に
は
自
ら
一
定
の
限
度
が
あ
っ
て
、
.
増
殖
常
な
き
国
民
を
養
育 

■
す
る
こ
と
.は
極
め
て
麗
事
と
み
え
た
の
で
あ
っ
て
、
：.
か
.か
る
理
論
的
根
拠
が 

利
明
を
し
て
廣
政
論.を
十
分
.に
瘦
開
‘
免
ず
、_

制
度
の
^
-
为
至
そ
の
技 

. 

'術
的
改
良
に
向
わ
し
め
な
が
っ
た
こ
と
に
も
間
聯
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く 

X
、.国
内
の
経
済
開
発
よ
り
、：
前
述
'の
ご
と
き
対
外
国
経
済
開
発
が
刹
明
に
と

.

-

r

三

(

八
五
三)



.

っ
て
最
重
要
の
歷
と
な
ゥ
た
.の
：で
あ
：る
o

v
v'
'

v
 

' 

:

'

:
 

:
■
■,

..
, /

日
本
国
周
®
の
！1
*の
_

に
つ
い
て
は
す
で
；に
利
明
が
凼
大
急
務
灰
主
張
：

,
し
た
：，と

.#
、
最
も
慎
重
な
態
度
を
以
て
の
ぞ
ん
だ.も
.の
で
鼻
っ
て
、
：
利
明
の
ォ 

ラX

ダ
学
を
通
じ
て
獲
得
し
て“
た
海
外
に
対
寸
る
知
識
、
と
く
に
先
進
国
た
：
 

る
欧
羅
H
強
国
の
政
策
が
そ
の
念
願
に
お
か
れ.て
.：
い

た

の

で

：
あ

，
一
っ
た
。
：

「

冗

来 

際
限
あ
る
国
産
を
以
次
第
増
殖
に
際
限
なぎ
国
民
を
養
育
せ
んこ
と
は
^
も
仕 

il
し
、

此
仕
難
き
こ
と
を
知
て
前
広.に
遠
慮
し
、

日
本
周
廻
の
属
島
の
島
産 

及
周
廻

の
：海
産
を
、.
自

然

と

白本
へ
独
り
入
来
る
様
に
仕
掛
す
る
を
遠
慮
と
い 

ふ
て
、
せ
で
叶
は
ぬ
国%
な
り」

■
日
本
周
辺
の
属
島
の
島
産
及
び
周
辺
の
海
産 

を
国
内
に
持
ち
来
マ
て
も
な
お
国
用
に
不
足
す
る
時
期
が
，到
来
す
る
こ
と
を
予 

想
し
て
、
海
洋
の
渉
渡
の
方
法
を
身
に
，つ
け
.、
.「

官
舶
を
用
て
蓮
送
交
易
し
、 

天
下
に
i

を
通
じ
、.方
民
の
饑
寒
を
救
助
す
る
の
制
度
を
建
立
せ
し
め
ば
、 

次
第
に
積
功
.に
随
ひ
万
国
の
国
産
を
抜
取
こ.と
に
長
じ
、
次
第
に
多
く
入
来
る 

故
に
万
民
の
増
殖
に
行
支
な
く
、
末
遂
て
増
殖
す
れ
ば
終
に
犬
国
と
な
り
、
犬 

豊
饒
大
剛
国
と
な
り
、
永
世
不
動
の
大
治
を
得
て
石
家
_

も
い
つ
の
間
に
歟 

出
来
、
万
民
大
安
堵
す
る_

0-」

。
か
く
て
利
明
の
切
望
す
る
国
家
安
泰
の.

:
.

, c  
注
ニ
ニ

)

世
と
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
か
るi

策
を
行
ぅ
場
合
に
、

「

根
本」

が 

考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
根
本
と
は

「

則
国
君
の
慈
仁
に
あ
る
な
り
、
又
其 

、
慈
仁
の
根
本
を
勉
め
給
は
ん
に
明
察
を
先
ん
じ
給
は
ず
、
問
ふ

こ

と

を̂

み

、 

誹
謗
の
言
ま
で
を
^
げ
容れ
、
短
な
る
所
あ
れど

も
足
を
扶
け
長
ず
る
所
も
あ 

ら
ば
、
扶
る
に
小
善
を
も
大
善
の
様
に
取
な
し
、
悉
皆
衆
の
意
に
協
ふ
様
に
し 

給
へ
ば
、
衆
も
又
群
て
佐
け
奉
れ
ば
何
事
も
意
の
如
く
成
就
せ
ん
、
是
此
君
道

.

:

ノ I .

四 

c
<2t
四)

.深
秘
奴
密
策
に
-1
,
:で
：賢
君
明
壬
の
所
建
楚
ー1
^
:と
、
利
明
は
'「

経
世
秘
策」

一
の
巻
を
終
えRS

る
の
で
あ
：る
：。
パ

：

ぺ

*
後
に
、/
.利
明
は
海
外
七
の.交
易
.に
お

い

，
て

、
，
金

銀

銅

.を
取
入
れ
る
た
；め
に 

は
、
：.：単
に
国
内
0
自
然
的
産
物
を
輸
出
す
る.の
み
で
は
不
充
分
で
あ
ら
てS
そ 

れ
に
代
る
.に
.「

人
巧
産
物
{_
:
:を
以
.て
：す
る
こ
.と
の
必
要
を
X
な
^T

国
内
にH

 

業
の
•発
達
が
：行
わ
れ
る
と
：と
が
重
要
で
あ
る
と
い
ぅ
。一；
か
く
て
、
利
明
は

Bf
c
M 

巴
諸
国
が
採
用
し
て'い
るf

勧
業
!？M

J

:に
着
目
し
、
そ
れ
を
国
家
が
保
護 

奨
励
す
る
こ
と
にi

て
、

一
日
も
早
く
欧
羅
巴
諸
国
に
比
し
ぅ
る
良
国
と
せ 

ん
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。.こ
こ
に
、
不
充
分
な
が
ら
、
重
商
主
義
的
政
策
が 

封
建
国
家
の
持
の
中
で
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
 

「

出
産
の
奇
器
名
産
悉
皆
官
所
べ
買
収
、
官
所
の
船
舶
に
積
載
、

5
国
へ
交
易
出 

し
、
.金
：•
銀

•
鋼
の
大
利
を
得
て
、
自

国

を

豊

饒

の

富

国

と

す

せ

と

。 

こ
こ
に
は
、「

西
薇
事
情」

に
主
張
さ
れ
た
と
同
趣
旨
の
官
に
よ
る
生
§

の 

賈
取
、{oca

に
よ
る
運
搬
、
交
晶
と
い
ぅ
国
家
め
続
制
下
に
あ
る
官
営
貿
易
の 

主
張
が
生
か
さ
れ
て
い
る：。
-

<

法

一)

本
多
利
明「

西
域
物
語」

巻

下(

本
多
利
明
集
一八
六
頁)

(
注
ニ)

本
多
利
明「

経
世
秘
策
#
上」

(

本
多
利
明
集
五
丨
六
頁

)

(

注
兰)

同

〈

同)

(

法
四)
同

(

本
多
利
明
集
九
頁)

(

注
五)

同

，
(

本
多
利
明
集
ー
〇
頁> 

- 

(

注
六)

同

,'(
本
多
利
明
集
ニ
ー
：頁

>.

.

C

注
七)

同

，

(

本
多
利
明
集
一'三
寅)

(

注
八)

同

〈

本
多
利
明
集
一
四S

(

注
九)

本
多
利
明「

経
世
秘
策
辅
‘遗」

(

本
多
利
明
集
四0

頁)

(

法

10)

'
 
同.

:

.

{ ：

注
一
一
'

)

：
同

'

ハ
本
多
利
明
集
四
七
頁

)

(

注
一I

V
)

本
多
利
明T

経
世
秘
策
巻
上」

(

本
多
利
明
集
ニ
五
頁
.

〕

(

法1

三
.

)

，
同

(

本

多

利

明

集

三

一

頁

)

，

(

注一

四)

同

'

「

経
世
秘
策
後
篇」

(

本
多
利
明
集
七
六
頁

)

(

法
一
五)

同 

' 

(

本
多
利
明
集
七
三
頁>
.
‘

(

注
ー
.六)

同

.(

本
多
利
明
.集
八
，.ー
爱〉 

.

.

C

注
一
七〕

同
.
：

.'(

本
多
利
明
集
八
三
丨
八
四
頁

)

：

S

一
 

八)

同

.
-;
：(

本
多
利
明
集
八
四
頁

〕

(

注一

九)

同

(

同)

(

法1i 〇
> 

同

'(

同)

-/
.
,
'
.
,
;
.

..

し

- 

(

法
ニ
一)

同

8
ワ

(

注
4

5
同

(

本
多
利
明
集
八
五
貢
ソ 

■

(

注
11.
三)

-.
陳

'

:(

同)

.

(

法
ー
ー
四)

::
本
多
利
明「

経
济
放
言」

(

本
多
.利
明
集1

.
1

Q
頁)

(

注
ニ
.五)

..
:同
'
.
;\:(

同
.一1

三
頁)

'：

'

2

‘

.商
業
資
本
の
破
壊
的
な
作
用
に
ょ
り
封
建
的
支
配
階
級
は
勿
論
の
：と
と
、
そ

1
■
 

■■
 

-
 
■

本

多

利

明

の

農

政

論
:

の
経
済
的
基
礎
た
る
農
民
階
級
も
経
済
的
因
窮
に
呻
吟
し
、
悪
弊
世
に
流
行 

し
、
す
で
に
治
政
者
や
識
者
に
ょ
る
改
革
論
を
以
て
し
て
も
、
古
の
世
に
復
せ 

し
め
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
時
代
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
上
、
^

に
は
ロ
シ
ャ
及
び 

ィ
ギ
リ
ス
等
の
諸
勢
カ
が
鉑
り
来
り
そ
の
脅
威
は
封
建
社
会
を
极
底
ょ
り
動
揺 

せ
し
め
：つ
'つ
あ
か
た
>
'と
：
，
の

様

な

時

代

.の
現
状
に
刺
戟
さ
机
.、
し
か
も
蘭
学
の 

影
響
を
受
け
て
育
マ
た
利
明
は
，、
現
存
制
度
を
改
革
せ
ん
と
す
る
意
因
に
お
い 

て
、
単
.に
国
内
に
そ
の
目
が
と
ざ
さ
れ
る
と
と
な
く
、
そ
の
視
野
は
は
る
か
に 

K
く
世
界
的
.に
.拡
大
^
れ
、
、
そ
.

の
施
策
.は
封
建
制
度
の
粋
を.と
え
ざ
る
を
え
な 

い
側
面
を
多
く
ふ
く
ん
で
い.た
：。

こ
の
様
な
思
想
的
傾
向
は
一
人
利
明
に
限
っ 

た
こ
と
.で
は
な
か
づ
た
。
す
で
に
封
建
制
度
を
根
本
的
に
改
革
し
、

「

立
替
へ」 

を
政
治
的
に
主
張
し
、
そ
れ
を
実
施
せ
ん
と
し
た
諸
改
革
が
現
寒
の
課
題
：と
し 

て
世
に
行
わ
れ
た
が
、
実
際
に
は
そ
れ
が
失
敗
に
終
り
つ
，つ
あ
久
た

^
に
、
：
思 

想
界
に
お
い
て
制
度
的
改
革
論
が
は
な
ば
な
し

v

論
議
，せ
ら
れ
、
や
が
て
そ
の 

内
容
も
単
純
.に
封
建
制
の
#
の
中
に
..と
、ど
ま
り
え
ず
、
そ
れ
を
こ
え
る
と
こ
ろ 

に
そ
の
施
策
の
実
施
が
予
想
さ
れ.る
、が
.ご
.

AJ :

き
議
論
を
数
多
く
生
み
出
し
つ
つ 

あ
っ
汔
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
場
合
に
あ
：マ
て

 

.封
建
的
支
配
関
係
そ
の
も 

の
の
改
革
の
課
題
に.は
ー
指
'-
%
.ふ
.れ
え
な
か
っ
.た
:-
と
は
.否
定
出
来
ぬ
事
実
で. 

あ

：っ，.て
:>
利
明
の
場
合
に
お
い
て.も
こ
の
点
同
様
で
、
:

「

此
非
儀
邪
制
も
急
に 

矯
め
直
ん
事
は
難
け
れ
ば
：

J

と
い
い
つ
つ
税
制
の
麗
：の
改
善
を
施
策
の
外
に

....
V

.
 

.

.

.

.

.

.お

.い

.
た
.，こ^
に
も
.ぅ
、
..
か
.：が
：い̂

る
こ
t
が
出
来
る
。
：
#
淵
に
.
お
.■い
て
もこ
■の

点 

同
様
で
あ
っ̂
ぐ
才
で
纥
：そ
か
経
農
の
中
に
絶
対
生
義
的
方
向
が
強
く
打
ち 

出
.さ
れ
つ
つ
あ
っ

Vた
が

、

信
淵
の
垂
統
法
に
示
さ
れ
て

.い
る
六
府
八
^

の
睡
統

'

.
 

■一：'

五
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へ 
C

A五
五〕
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組
戟
を
を
る
と
依
然
ど
し
て
、
従
来
の
階
級
的
秩
序
に
批
判
を
加
え
な
が
ら

、
' 

大
名
の
封
地
.は
旧
来
の
ま
ま
に
お
か
れ
、.そ
の
支
@3
的
地
位
は
，武
士
階
級
の
占'- 

め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た。

' 

*

.

さ
て
、
次
に
経
^
！!
^
を
実
施
す
る
主
体
に
つ
い
て
利
明
は
如
何
に

^

ベ
て
い

，

 

た
.か
。「

国
君」

の
ず
ぐ
れ
.た
政
治
力
'の
到
来
に
す
べ
て
の
期
待
を
か
け
て
い 

.る
。
.こ
の
点
に
関
し
て
は
、
信
淵
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
制
度
的
改
変 

.の
推
進
力
は
、.ま
ず
従
来
の
.支
配
脣
の
-「

自
覚」

匕

「

政
治
的
実
践
.

」

' 
に
求
め 

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。'利
明
の
場
合
に
お
い
，て
も
、

「

賢
君
明
壬」

に
そ
れ. 

■'を
.見
出
し
、.ざ
ら
に
そ
れ
が
^

^
と
な
る
や
、
結'局

.

「

絶
世
の
.英
主」

(

信
淵) 

や
-:
.
'
:

「

天
下
の
英
雄」

.(

利
明)

.
.'
-を
待
望
す
石
と
い5
空
想
性
に
走
る
の
で
.あ
っ 

域
°5
か

く

て

、
，
.利

明

が

、
王

張

し

て

.い
た
.経

^

^

は

自

ら

一

定

の

限

定

が

そ

こ

に
 

...
見

出

さ‘れ
る
の
ぃ
で
あ
っ
，
て
；
、
；
常

.に

.そ

.の
実
践
が
.特
定
.の
.階
級
.
地
.位

..と

結

び

つ 

.き
、
;A
く
一 
没
大
^
—
庶
民
の
，M

と
政
治
的
実
践
.に
よ
っ
て
主
蒸
に
推
進 

せ
し
め
る
こ
と
と
は
い
ち
じ
る
し
い
：へ
だ
た
ゥ
を
そ
.こ
に
見
出
し
ぅ
る
の
で
あ 

る
。
こ
れ
ら
の「

下
が
ら
1 _

の
&

と

実
践
と
は
、
そ
の
社
会
的
.
経
済
的
成 

長
の
未
成
熟
の
俄
に
、

つ
い
に
十
分
な
，る
主
張
を
為
す
こ
と
が
出
来
ず
し
て
、 

常
に
制
度
的
な
社
会
的
変
革
は

「

上
か
ら」

：

の
改
革
と
し
て
、
名
君
の
出
現
に 

よ
る
仁
政
の
発
現
と
し
て
待
望
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
利
㈣
に
お
い
て
も
、

こ
+の
こ
.と
が
明
白
に
よ
み
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
.。
か
か
る
経
^
!
^
に
お
け
る
政 

赴
i

進
力
の
茌
り
方
は
、.や
が
明
治
維
新
期
に
お
：
ける新し

い
経 

済
政
策
の
展
開
に
お
い
て
、
思
想
的
支
柱
と
な
る
べ
き
も
の
を
蕩
し
て
い
た 

も
0 .

と
'ぃ
.ぅ
こ
と
が
& .

来
ょ
ぅ
。
.

. 

終
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C

注
三)

丸
山
真
男
箸F

日
本
政
治
思
想
史
研
究1_
'
:
1
一

一

〇
〇
貢
参
照
。

.〔

附
記〕 

.

.
利
明
括1.

方
：に
お
い
.て
商
業
•貨
幣
経
済
の
発
達
が
、
武
士
及
び
農
民
：階
紙 

に
貧
_
を
.も
た
ら
し
、.社
会
不
安
発
生
の
：因
と
：な
：る
；こ
へ
と
.を
.
指

掎

し

て

い

る

■■
:

と
同
時
：に
、
：他
方
ね
お
い
.
て
：商
業
；
貨
幣
経
済
め
：障
盛
：私
終
局
に
お
い
て
武 

士
及
び
農
民
階
^

.
の
貧
'困
を
解
決
す
る
所
以
で
あ
る
こ
-と
を
：強
調
し
て
い
る 

,

^

は
法
目
^

値
す
'る
。
紅
か
る
議
論
が
形
成
し
た
そ
.の
背
後
に
は
、
時
代
の 

推
移
*か
'
明
白
^

ょ
み
と
_
れ
る
。
す
で
に
自
然
経
済
丨
農
業
本
位
の
時
代
が
■過 

ぎ
去
^'

つ
つ
.あ
り
、
し
か
も
，そ
の
維
持
が
要
請
さ
れ
つ
つ
あ
る
ぅ
ち
に
、
新 

•■
'
:し
い
時
代
べ
動
い
て
：い
た
：。.
商
業
に
、；
交
通
機
関
の
整
備
を
も
ふ
く
め
て
、
 

.ょ
っ
て
経
済
活
®

を
.有
利
.に
行
い
、.：.
以
.て
.
.富
裕
.に
.な
ら
ん
^

す
る
こ
.
.と
.の
中

ベ

に
、H

業

の

：
発

達

.が

や
：が
て
待
望
さ
れ
：.て
来
る
。
か
か
る
時
代
の
推
移
が
、
.
 

実
は
科
明
の
農
政
論
の
性
格
と
そ
の
発
展
の
限
界
と
を
生
み
出
し
た
こ
と

と 

無
関
係
で
は
な
が
っ
，た.
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.

,
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昭
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三
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年
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カ
ル
ド
ア
•
モ
デ
ル
に
閨
す
る
若
千
の
論
評

•
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.
.
.

’

経

済

成

長

，
の
.モ
デ

ル.
.
.ビ
ル
デ
ィ
シ
ダ
に
関
し
て
、
.最

近一
つ
め
責
献
が
直 

撕
さ
れ
た
。'す
な
わ
ち
、
カ
ル
ド
ア
の

H

コ
ノ
ミ
ッ
ク
‘

ジ
T

丨
ナ
ル
認
上
に 

お
け
る
研
突
が
そ
れ
で
あ
る
。.力
ル
ド
ア
*

モ
デ
：ル
の
貢
献
と
目
さ
れ
る
も
の 

は
、
経
済
の
長
期
観
察
に
あ
ら
わ
れ
た
資
本

—

産
出
高
比
率(

資
本
係
数〕

.の 

不
変
性
と
分
_

の
恒
常
性
と
を
同
時
的
に
解
明
し
た
点
で
あ
る
と
い
え
よ 

5

0
カ
ル
ド
ア
は
両
者
の
同
時
的
な
解
明
に
当
っ
て
、

奋

_

が
投
罾
丨
双
得 

.比
率
に
依
存
す
る
と
い
》

巨
視
的
分
配
原
理
を
理
論
的
支
桂
と

じ
て
い
，る
0. 

け
れ
ど
も
、
同
時
に
導
入
さ
れ
た
経
済
成
長
に
関
す
：る
新
古
典
派
的

ヴ
ィ
ジ
ョ 

ン
と
こ
の
分
^

決̂
定
の
^

需̂
要
原
理
と
は
、
：は
た
し
て
ど
..こ
ま
ち
緊
密
な 

提
携
を
保
ち
づ
づ
け
る
こと
が
で
き
る
だ
ろ
ぅ
か
.
。
.
私

の

水

論

の

目

的

は

こ

の
 

点
を
読
者
の
批
判
に
ゆ
だ
ね
る
ベ
く
、
カ
ル
ド
ア
•
モ

デ

ル

の

基

本

的

^

^

を 

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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力
ル
ド
ア
，.
モ
デ
ル
の
構
造
に
特
色
を
.与

え

て

い

る

も

の

は

(&
)

技

術

進

歩

函
 

数
と
⑶
投
資
函
数
と
の
一
石
.で
あ
る
，
以
下
は
じ
め
に
、
.
こ
の
一
一
つ
の
㈣

罾
の 

性

質
. ^

説
明
し
て
お
こ
.ぅ
。
: ;
、
>
: 

' 

.

㈨

技
術
進
歩
屋

'.

へ

力
ル
ド
ア

は
生
産
函
m

と
そ
の
時
間
的
，推
移
と
の
機
械
的
結
合
の
か
わ
り
に 

.技
術
進
歩
函
数
な
る
も
の
を
摁
示
-
^ね
0.
技
靈
歩
函
数
と
い
3
の
は
、
労
働

.
 

人
口一

人
当
り
産
出
高
の
増
加
率
す
な
わ
ち
労
働
生
産
性
の
上
昇
率
と
、
同
じ 

く

一 ,

人

当

り

資

本

の

増

加

率

す

な

：わ

ち

資

本

I

労
働
比
率
の
上
昇
率
と
の
間
に 

函
数
関
傲
を
設
定
し
た
ネ
の
で
あ
る
パ
棱
霊
歩
函
数
は
次
頁
の
ょ
ぅ
な
國
で 

あ
ら
わ
さ
れ
奋
。1
贫

働

生

唐

を

2/
、資
本
丨
労
働
比
率
を
た
と
す
れ
ば
、雨
者 

の
上
昇
率
の
询
輕
ば
|
|

〗

で
示
さ
れ
る
ー
定
の
関
係
が
存
在
す
る
。
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