
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
五
号
）

一
〇
六
（
六
六
〇
）

資

　
料

キ
ム
・
ク
ワ
ン

ス
ウ
ン

「
マ
ル
ク
ス
の
一
ア
ジ
ァ
的
土
地
所
有
形
態
一
と

　
　
　
　
　
　
一
封
建
的
土
地
国
有
制
一
に
関
す
る
諸
問
題
」

（
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
杜
会
科
学
院
経
済
研
究
所
『
経

済
研
究
』
一
九
六
四
年
第
三
号
　
通
巻
第
三
八
号
　
所
収
）

　
〔
解
題
〕
　
マ
ル
ク
ス
の
「
ア
ジ
ァ
的
生
産
様
式
」
論
に
っ
い
て
は
、
戦
前
よ
り
主
と
し
て
二
っ
の
問
題
を
ふ
ま
え
て
研
究
が
す

す
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
ひ
と
っ
は
、
二
〇
世
紀
帝
国
主
義
の
段
階
に
お
げ
る
ア
ジ
ァ
諸
国
の
経
済
的
発
展
の
停
滞
性
が
、
は
た
し

て
「
ア
ジ
ァ
的
生
産
様
式
」
の
内
在
的
原
因
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
帝
国
主
義
の
ア
ジ
ァ
諸
国
に
た
い
す

る
植
民
地
的
支
配
の
結
果
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
も
の
か
、
と
い
う
す
ぐ
れ
て
実
践
的
な
課
題
、
も
う
ひ
と
っ
は
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、

そ
も
そ
も
マ
ル
ク
ス
の
い
う
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
と
は
、
ア
ジ
ア
諾
国
に
お
け
る
原
始
共
同
体
、
奴
隷
制
、
封
建
制
の
す
べ
て
、

ま
た
は
そ
の
い
ず
れ
の
杜
会
経
済
構
成
体
を
想
定
し
た
も
の
な
の
か
、
と
い
う
経
済
の
継
起
的
段
階
を
画
定
す
ゐ
課
題
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
課
題
の
解
明
に
、
組
織
的
に
寄
与
し
た
の
は
、
中
国
に
お
げ
る
国
民
革
命
の
一
時
的
挫
折
と
関
連
し
て
、
コ
ミ
ソ
テ
ル

ソ
の
指
導
の
も
と
に
、
各
国
の
学
者
・
研
究
者
を
あ
っ
め
て
ひ
ら
か
れ
た
、
ゴ
ー
デ
ス
司
会
の
「
ア
ジ
ァ
的
生
産
様
式
」
に
か
ん
す



る
討
論
集
会
で
あ
っ
た
。
ゴ
ー
デ
ス
は
討
論
の
総
括
に
あ
た
っ
て
、
○
Ｏ
マ
ル
ク
ス
の
展
開
し
た
「
ア
ジ
ァ
的
生
産
様
式
」
と
は
、
ア

ジ
ア
に
お
け
る
奴
隷
制
生
産
様
式
に
眼
定
さ
れ
る
こ
と
、
吻
二
〇
世
紀
に
お
げ
る
ア
ジ
ア
諸
国
経
済
の
停
滞
性
は
、
帝
国
主
義
の
植

民
地
的
支
配
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
Ｋ
・
Ａ
．
ウ
ィ
ツ
ト
フ
オ
ー
ゲ
ル
の
主
張
す
る
が
ご

と
き
東
洋
杜
会
の
停
滞
性
に
か
ん
す
る
超
歴
史
的
な
地
理
的
唯
物
論
は
帝
国
主
義
の
植
民
地
主
義
を
合
埋
化
す
る
弁
護
論
で
あ
る
、

と
の
結
論
を
く
だ
し
た
。
ゴ
ー
デ
ス
の
総
括
は
、
そ
の
後
に
お
げ
る
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
の
研
究
に
基
本
的
方
向
付
け
を
あ
た
え

た
点
で
重
要
な
意
義
と
役
割
を
は
た
し
た
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
そ
の
研
究
に
終
止
符
が
う
た
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。

　
そ
の
後
に
お
け
る
研
究
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
草
稿
に
お
さ
め
ら
れ
た
「
資
本
主
義
的
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
」
の
発

表
と
か
ん
れ
ん
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
「
ア
ジ
ァ
的
生
産
様
式
」
の
理
論
に
ー
か
ん
す
る
文
献
考
証
や
ア
ジ
ァ
諾
国
に
お
げ
る
奴
隷
制
の

研
究
へ
の
適
用
、
さ
ら
に
ま
た
ウ
ィ
ツ
ト
フ
オ
ー
ゲ
ル
の
近
著
『
東
洋
的
専
制
主
義
」
（
穴
・
戸
オ
ー
葦
◎
需
Ｈ
一
〇
、
げ
箏
邑
Ｕ
窃
り
◎
ま
芦

宕
睾
）
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
植
民
地
主
義
弁
護
論
の
再
版
等
々
、
多
彩
な
展
開
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
島
田
斉
一
君
を
わ
ず
ら
わ
し
て
択
載
し
た
キ
ム
・
ク
ワ
ソ
ス
ウ
ソ
（
金
光
淳
）
氏
の
小
論
は
、
日
韓
併
合
後
、
日
本
帝
因

主
義
が
朝
鮮
で
お
こ
な
っ
た
土
地
収
奪
を
客
観
的
に
弁
護
す
る
役
割
を
は
た
し
て
き
た
、
　
「
封
建
的
土
地
国
有
制
」
の
理
論
（
誤
れ

る
「
ア
ジ
ァ
的
生
産
様
式
」
論
の
適
用
）
に
た
い
し
て
痛
烈
な
批
判
を
試
み
た
出
色
の
論
文
で
あ
り
、
日
韓
条
約
が
締
結
さ
れ
た
今

日
、
そ
の
現
代
史
的
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
わ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
げ
で
た
く
、
理
論
的
に
は
、
束

洋
的
国
求
地
代
］
租
税
と
ア
ジ
ァ
的
生
産
様
式
と
の
内
的
連
関
・
封
建
制
の
も
と
で
の
地
代
と
租
税
と
の
一
般
的
範
時
区
分
、
一
。
同
麗
．

李
朝
初
期
に
お
け
る
土
地
国
有
制
の
評
価
、
お
よ
び
李
朝
以
降
に
お
げ
る
口
本
帝
国
主
義
の
土
地
収
奪
と
「
封
建
的
土
地
国
有
制
」

理
論
と
の
む
す
び
っ
き
、
等
々
に
っ
い
て
、
き
わ
め
て
貴
重
な
指
摘
と
展
開
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。

　
　
　
金
光
淳
「
マ
ル
ク
ス
の
『
ア
ジ
ァ
的
土
地
所
有
形
態
』
と
『
封
建
的
土
地
国
有
制
』
に
関
す
る
諸
閉
題
」
　
一
〇
七
　
（
六
六
一
）

〃



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
．
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
（
六
六
二
）

　
っ
い
で
な
が
ら
、
キ
ム
．
ク
ワ
ソ
ス
ウ
ソ
（
金
光
淳
）
氏
の
論
放
に
っ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
「
ア
ジ
ァ
的
生
産
様
式
」
論
の
理
解
の

う
え
で
、
二
、
三
気
付
い
た
点
に
ふ
れ
て
お
げ
ぼ
、
キ
ム
氏
が
ア
ジ
ァ
に
お
け
る
総
括
的
奴
隷
制
の
も
と
で
の
奴
隷
が
征
服
戦
争
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
戦
争
捕
虜
か
ら
な
る
と
し
て
い
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
、
古
代
ロ
ー
マ
的
奴
隷
制
と
ア
ジ
ァ
的
奴
隷
制
と
の

混
同
か
ら
生
じ
た
誤
解
で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
す
で
に
『
先
行
す
る
諾
形
態
』
で
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う

に
、
ア
ジ
ァ
的
奴
隷
制
の
も
と
で
は
、
小
共
同
体
内
部
に
お
け
る
農
業
と
工
業
と
の
未
分
離
の
一
体
性
　
（
－
邑
薫
胃
８
訂
里
亭
¢
６

の
も
と
で
の
白
給
経
済
、
再
生
産
と
剰
余
生
産
の
す
べ
て
の
諸
条
件
を
共
同
体
の
な
か
に
も
ち
、
そ
し
て
、
ア
ジ
ァ
で
の
「
土
地
の

無
所
有
制
」
（
す
な
わ
ち
、
専
制
君
主
自
身
が
上
位
共
同
体
の
所
有
を
一
身
に
体
現
し
て
お
り
、
下
位
小
共
同
体
の
個
々
人
は
土
地
占

有
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
排
他
的
な
本
来
の
私
的
所
有
に
ま
で
、
土
地
所
有
制
が
ま
だ
分
解
し
て
い
な
い
）
の
も
と
で
は
、
土

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

地
所
有
と
農
業
が
排
他
的
に
優
勢
で
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
古
代
的
奴
隷
制
の
場
合
の
よ
う
に
征
服
戦
争
が
必
須
の
条
件
と
は

な
ら
な
か
っ
た
。
ア
ジ
ァ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
奴
隷
制
の
特
殊
性
も
ま
た
、
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｂ
・
Ｃ
二
五
〇

〇
年
代
の
古
代
ス
メ
ー
ル
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ぼ
ラ
ガ
ッ
シ
ュ
国
を
中
心
と
し
て
、
小
都
市
国
家
問
に
い
く
た
び
か
戦
争
が
く
り

か
え
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
戦
争
の
主
た
る
目
的
は
、
戦
争
捕
虜
の
か
く
と
く
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
運
河
を
は
さ
む
国
境
線

画
定
の
た
め
の
紛
争
の
解
決
や
唯
一
の
専
制
君
主
に
よ
る
小
都
市
国
家
の
統
合
に
あ
っ
た
。
当
時
、
交
戦
国
は
濠
や
運
河
の
破
壊
に

よ
る
相
手
国
農
業
の
衰
退
を
、
敵
の
戦
力
を
破
砕
す
る
も
っ
と
も
有
効
な
戦
術
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
も
う
ひ
と
っ
の
閉
題
に
か
ん
し
て
、
キ
ム
氏
は
「
ア
ジ
ァ
的
生
産
様
式
」
を
ア
ジ
ァ
に
お
げ
る
奴
隷
制
に
の
み
か
か
わ
ら

し
め
て
い
る
が
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
「
封
建
的
土
地
国
有
伽
」
を
批
判
す
る
か
ぎ
り
で
は
基
本
的
に
正
し
い
と
し
て
も
、
キ
ム

氏
ｎ
身
が
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
封
建
制
と
ア
ジ
ァ
封
建
制
と
の
特
殊
性
の
比
較
研
究
を
必
要
と
す
る
か
ぎ
り
、
ア
ジ



ア
諾
国
に
お
げ
る
封
建
制
の
特
性
を
あ
き
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ア
ジ
ァ
的
生
産
様
式
の
遺
制
（
基
本
的
に
は
解
体
し
て
い
て

も
）
が
な
お
残
存
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
に
っ
い
て
の
検
証
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
が
十
九
世
紀
に
「
ア
ジ
ア
的
生

産
様
式
」
を
研
究
し
た
と
き
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
実
践
的
課
題
は
、
彼
の
往
復
書
簡
や
ニ
ユ
ー
ヨ
ー
ク
．
ヘ
ラ
ル
ド
．
ト
リ
ビ
ユ
ー

ソ
ヘ
の
寄
稿
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
が
イ
ソ
ド
に
湊
透
し
た
時
代
の
イ
ソ
ド
封
建
制
の
も
と
で
の
「
ア
ジ
ァ
的

生
産
様
式
」
の
遺
制
、
た
と
え
ぼ
治
水
灌
概
事
業
と
そ
の
た
め
の
国
家
予
算
が
イ
ソ
ド
農
業
に
も
つ
意
義
と
役
割
、
古
来
の
白
給
白

足
的
村
落
共
同
体
の
残
存
、
お
よ
び
封
建
的
大
地
主
階
級
ジ
ヤ
ギ
ル
ダ
ー
ル
と
な
ら
ん
で
旧
徴
税
吏
か
ら
成
り
上
っ
た
ザ
、
、
、
ソ
ダ
ー

リ
、
ラ
イ
ヨ
ッ
ト
ワ
ー
リ
、
マ
ル
ク
ザ
ー
リ
等
々
、
村
落
共
同
体
ま
た
は
そ
の
首
長
の
地
主
へ
の
成
長
転
化
な
ど
に
っ
い
て
、
言
及

し
て
い
る
点
を
ど
う
評
価
し
た
ら
よ
い
か
。

　
マ
ル
ク
ス
は
も
ち
ろ
ん
ア
ジ
ァ
的
生
産
様
式
が
ア
ジ
ァ
の
封
建
制
に
そ
の
ま
ま
ひ
き
っ
が
れ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
彼
は

ア
ジ
ァ
的
生
産
様
式
１
１
総
括
的
奴
隷
制
の
な
か
に
胚
胎
す
る
矛
盾
を
フ
ア
ー
メ
ソ
ト
と
し
て
、
奴
隷
制
が
ア
ジ
ァ
諾
因
に
お
い
て
も

徐
々
に
解
体
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
封
建
的
領
主
的
土
地
所
有
が
や
が
て
支
配
的
と
な
る
と
し
て
も
、

そ
れ
が
ア
ジ
ァ
的
生
産
様
式
の
遺
制
の
う
え
に
形
成
さ
れ
る
と
す
れ
ぼ
、
そ
れ
は
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ぢ
で
封
建
的
生
産
様
式
の
分

解
を
お
く
ら
せ
る
朴
紺
粂
牛
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
ア
ジ
ァ
的
遺
制
と
関
連
し
て
、

十
九
世
紀
に
お
げ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
世
界
と
ア
ジ
ァ
世
界
と
の
杜
会
経
済
構
成
体
の
発
展
の
不
均
等
性
が
、
そ
の
後
に
お
こ
る
植
民
地

・
民
族
問
題
の
歴
史
的
前
提
を
な
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ぼ
、
ア
ジ
ァ
諾
国
に
お
げ
る
封
建
制
の
特
殊
性
に
っ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
「
ア
ジ
ァ
的
生
産
様
式
」
論
と

の
関
連
に
お
い
て
な
お
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
の
こ
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
金
光
淳
「
マ
ル
ク
ス
の
『
ア
ジ
ァ
的
土
地
所
有
形
態
』
と
『
封
建
的
土
地
国
有
制
』
に
関
す
る
諸
間
題
」
　
一
〇
九
　
（
六
六
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
（
六
六
四
）

　
な
お
、
当
経
済
学
部
共
同
研
究
会
に
お
い
て
、
紹
介
さ
れ
た
本
訳
稿
を
め
ぐ
っ
て
意
見
交
換
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
席
上
つ
ぎ
の

よ
う
な
諸
点
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

い
　
ア
ジ
ァ
（
と
く
に
朝
鮮
）
に
お
げ
る
奴
隷
制
よ
り
封
建
制
へ
の
発
展
過
程
は
ど
う
す
す
ん
だ
か
。
　
吻
　
朝
鮮
に
お
け
る
農

奴
制
の
も
と
で
の
農
奴
の
状
態
（
村
落
共
同
休
の
残
存
の
有
無
、
農
奴
の
土
地
占
有
の
仕
方
）
。
　
ゆ
　
李
王
家
の
領
主
的
土
地
所

有
と
国
有
地
と
の
統
計
的
研
究
。
　
↑
ｏ
　
封
建
制
の
も
と
で
の
地
代
と
租
税
と
の
分
離
に
っ
い
て
。
　
　
　
　
　
（
手
島
正
毅
）

◇

　
「
ア
ジ
ア
的
土
地
所
有
形
態
」
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
の
理
論
を
正

確
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
を
含
め
た
ア
ジ
ア
諾
因
の
土
地
所
有

制
度
の
歴
史
的
発
展
を
考
察
す
る
際
に
、
方
法
論
的
意
義
を
も
っ
て
い

る
。　

わ
が
国
の
一
部
の
学
老
の
あ
い
だ
で
は
、
朝
鮮
の
封
雄
制
度
の
も
と

で
の
土
地
所
有
関
係
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
「
ア
ジ

ァ
的
形
態
」
に
か
ん
す
る
理
論
を
閑
式
的
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
試
み

が
あ
っ
た
し
、
ま
た
外
国
の
一
部
の
学
者
た
ち
も
、
わ
が
国
の
封
迷
伽

度
に
つ
い
て
研
究
す
る
場
合
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ジ
ア
的
封
挫
伽
度
」
に

か
ん
す
る
誤
っ
た
理
諭
に
依
拠
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
　
「
ア
ジ
ァ
的
生

産
様
式
」
の
遺
榊
に
よ
っ
て
特
徴
的
な
変
容
を
う
け
る
よ
う
に
た
っ
た

◇

◇

封
建
制
度
と
い
う
意
味
で
、
朝
鮮
・
中
国
・
印
度
・
日
本
な
ど
の
封
建

制
度
を
「
ア
ジ
ァ
的
封
建
制
度
」
に
一
括
す
る
論
者
の
見
解
に
追
随
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
朝
鮮
を
ふ
く
む
一
連
の
ア
ジ
ァ
諾
国
に
お
げ
る
封
逮
制

度
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諦
国
の
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
一
連
の
特
殊
性
を
も

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
特
殊
性
は
い
わ
ゆ
る
「
ア
ジ
ア
的
封

雄
制
度
」
の
理
論
に
よ
っ
て
は
正
当
に
解
明
し
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ぼ

こ
の
理
論
は
ア
ジ
ア
諦
国
に
対
し
て
多
く
の
侃
見
と
非
科
学
的
な
「
仮

説
」
か
ら
出
発
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
ア
ジ
ア
諦
因

の
内
部
で
も
刺
鮒
と
巾
囚
、
口
木
と
印
度
と
の
あ
い
だ
に
は
た
が
い
に

和
違
点
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
国
を
「
ア
ジ
ァ
的
封
姓
制
度
」



と
い
う
名
の
下
に
ひ
と
ま
と
め
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
諸
国
　
　
　
土
地
所
有
の
ア
ジ
ア
的
形
態
の
特
殊
性
を
詳
細
に
解
明
し
て
い
る
。
こ

の
封
建
制
度
を
個
々
の
国
べ
っ
に
具
体
的
に
研
究
で
き
な
い
よ
う
に
し
　
　
　
の
ア
ジ
ァ
的
形
態
は
、
共
同
体
の
集
団
的
土
地
所
有
が
基
礎
に
な
っ
て

て
し
ま
う
の
で
あ
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り
、
共
同
体
か
ら
区
別
さ
れ
る
個
々
人
の
所
有
は
存
在
し
な
い
。
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
体
の
成
員
は
、
共
同
財
産
の
共
同
占
有
者
で
あ
り
、
特
定
の
土
地
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
の
世
襲
的
占
有
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
原
始
共
同
体
的
共
同

マ
ル
ク
ス
は
「
ア
ジ
ァ
的
土
地
所
有
形
態
一
に
っ
い
て
一
連
の
労
作
　
所
有
形
態
と
は
区
別
さ
れ
る
相
違
点
を
も
つ
て
い
る
。
「
ア
ジ
ァ
的
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
態
」
で
は
、
個
々
の
共
同
体
な
ら
び
に
そ
の
土
地
は
一
っ
の
大
き
な
集

の
な
か
で
解
明
を
あ
た
え
て
い
る
。
な
か
ん
づ
く
重
要
な
も
の
は
『
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
団
に
統
合
さ
れ
て
お
り
、
　
「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
小
さ
な
集
団
の
う
え
に

本
主
義
的
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
　
（
一
八
五
七
－
１
一
八
五
八
年
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

筆
一
・
一
資
本
論
一
一
第
三
巻
第
六
編
第
四
十
七
章
一
、
一
経
済
学
批
判
一
　
そ
び
え
立
つ
て
い
る
総
括
的
統
一
体
が
最
高
の
所
有
老
あ
る
い
は
唯
一

な
ど
で
あ
り
・
ま
た
ニ
ン
ゲ
ル
ス
と
の
一
連
の
往
復
書
翰
の
な
か
で
こ
　
　
　
小
所
有
者
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
現
実
の
共
同
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
こ
と
に
っ
い
て
意
見
を
交
換
し
て
い
る
。
ニ
ン
ゲ
ル
ス
も
ま
た
『
反
　
　
　
は
世
襲
的
な
占
有
者
と
し
て
の
み
現
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刊
注

デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
そ
の
他
の
著
作
で
同
問
題
に
っ
い
て
言
及
し
て
い
　
　
　
な
る
」
（
『
諸
形
態
』
）
属
．
竃
胃
戸
Ｏ
『
昌
宇
雰
¢
箒
『
穴
ま
宍
註
ｈ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ
罧
オ
９
彗
０
：
ぎ
昌
冒
ぎ
９
ｏ
訂
く
胃
Ｈ
晶
岩
轟
一
〇
〇
・
ｏ
ｏ
べ
９
手
島
正

　
マ
ル
ク
ス
は
、
　
『
資
本
主
義
的
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
　
（
以
下
　
　
　
毅
訳
『
資
本
主
義
的
生
産
に
先
行
す
る
諾
形
態
』
国
民
文
庫
一
九
六
三

『
諸
形
態
』
と
略
す
）
、
『
経
済
学
批
判
』
序
文
お
よ
び
『
筑
本
論
』
な
　
　
　
年
　
一
〇
頁
〕
。
　
こ
う
し
た
総
括
的
統
一
体
は
専
制
君
主
に
よ
っ
て
代

ど
に
お
い
て
、
古
代
東
方
杜
会
（
エ
ジ
プ
ト
、
バ
ビ
ロ
ニ
ァ
、
印
度
な
　
　
　
表
さ
れ
て
い
た
。

ど
）
を
「
古
代
ア
ジ
ァ
」
ま
た
は
「
ア
ジ
ァ
杜
会
」
と
よ
ん
で
い
る
。
　
　
　
　
〔
訳
注
〕
　
マ
ル
ク
ス
の
原
文
で
は
、
　
「
災
団
」
　
は
　
「
共
同
団
体
」

マ
ル
ク
ス
は
ア
ジ
ァ
杜
会
の
経
済
構
造
を
解
明
す
る
ヵ
ギ
を
、
そ
の
土
　
　
　
　
　
（
○
Ｏ
旨
０
ぎ
幕
。
・
彗
）
、
　
「
躰
、
ｎ
の
所
有
者
は
「
上
位
の
所
有
者
」

地
所
有
関
係
の
分
析
に
も
と
め
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
『
諦
形
態
』
で
　
　
　
　
　
（
｛
撃
プ
夢
、
、
。
里
・
ｑ
。
目
昌
昌
。
、
）
、
「
理
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る

　
　
　
　
金
光
淳
「
マ
ル
ク
ス
の
『
ア
ジ
ア
的
土
地
所
有
形
態
』
と
『
封
建
的
土
地
国
有
制
』
に
閑
す
る
諦
閉
題
」
　
一
一
一
　
（
六
六
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
五
号
）

　
　
よ
う
に
な
る
」
は
「
現
わ
れ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
総
括
的
統
一
体
（
国
家
）
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
古
代
東
洋
諸
国
に
お
け
る
原
始
的
農
業
の
特
殊
な
諸
条
件
、
な
か

ん
ず
く
自
然
的
地
理
的
諸
条
件
に
制
約
さ
れ
た
複
雑
な
灌
概
体
系
の
存

在
と
関
連
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
国
で
の
灌
が
い
農
業
の
発
生
・
発
展
は
、
よ
り
生
産
性

の
高
い
労
働
力
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
低
い
生
産
力
の
発

展
水
準
で
は
、
複
雑
な
灌
が
い
は
個
々
人
や
、
あ
る
い
は
個
別
的
家
族

や
氏
族
ま
た
は
そ
の
小
さ
な
連
合
だ
げ
で
は
到
底
処
理
し
え
な
い
仕
事

で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
小
さ
い
共
同
体
の
枠
を
越
え
て
広
範
な
基
礎

の
う
え
に
総
括
的
統
一
体
が
形
成
さ
れ
る
必
然
性
が
う
ま
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
総
括
的
統
一
体
は
、
灌
が
い
農
業
が
要
求
す
る
大
量

の
労
働
力
を
供
給
す
る
源
泉
を
征
服
戦
争
に
も
と
め
る
よ
う
に
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訳
注

そ
し
て
捕
虜
奴
隷
を
こ
れ
に
適
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

多
く
の
奴
隷
を
使
役
し
服
従
さ
せ
る
た
め
に
国
家
権
力
装
置
は
よ
り
一

層
整
備
・
強
化
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
代
の
奴
隷
は
、
ま
だ
個
々
人
や
個
別

的
家
族
の
所
有
に
は
な
り
え
ず
、
総
括
的
統
一
体
を
人
格
化
し
た
者
の

財
産
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
総
体
的
奴
隷
制
度
が
発
展
す
る
よ
う

に
な
っ
た
げ
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
初
期
の
奴
隷
制
に
対
応
す
る
政
治
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
（
六
六
六
）

態
が
東
洋
的
専
制
主
義
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
『
諸
形
態
』

の
な
か
で
っ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
東
洋
的
専
制

主
義
と
こ
の
専
制
主
義
の
ば
あ
い
に
法
制
上
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る

無
所
有
と
の
た
だ
な
か
で
は
、
実
際
に
は
こ
の
種
族
所
有
、
ま
た
は
共

同
体
所
有
が
基
礎
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
所
有
は

多
く
の
ぼ
あ
い
、
小
さ
な
共
同
体
内
部
の
工
業
と
農
業
と
の
結
合
に
よ

っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
…
」
属
・
く
胃
〆
○
；
己
ユ
ｏ
・
。
・
ｏ
…
一
〇
〇
・
ｃ
ｏ
ミ
一
手

島
訳
『
『
…
諸
形
態
』
　
一
一
頁
〕
。

　
〔
訳
注
〕
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
冒
頭
の
「
解
題
」
を
参
照
。
な

　
　
お
、
穴
・
く
弩
〆
○
昌
邑
ユ
・
Ｄ
０
．
ｏ
…
一
〇
〇
・
ｏ
ｏ
竃
一
手
島
訳
『
…
諸
形

　
　
態
』
四
〇
頁
、
同
訳
書
（
「
訳
者
ノ
ー
ト
」
）
　
一
四
四
頁
を
も
参
照

　
　
の
こ
と
。

　
こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
東
洋
的
専
制
主
義
は
、
そ
の
某
礎
と
し
て

「
ア
ジ
ア
的
土
地
所
有
形
態
」
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
専
制
主
義
の
下

で
は
土
地
の
私
的
所
有
が
発
展
し
え
な
か
っ
た
。
専
制
君
主
は
一
さ
い

の
政
治
権
力
と
経
済
力
を
白
己
の
手
中
に
掌
握
し
て
、
無
制
限
な
専
制

政
治
を
実
庵
し
、
直
接
的
生
産
者
の
剰
余
生
産
物
を
全
部
収
奪
し
た
の

で
あ
る
。

　
「
共
同
体
の
剰
余
労
働
部
分
は
、
け
っ
き
よ
く
は
一
種
の
人
物
と
し



て
存
在
す
る
最
高
の
集
団
に
帰
属
す
彗
一
一
諸
形
態
一
一
一
穴
』
婁
　
崖
の
艦
が
自
己
生
存
の
俸
の
み
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
７

０
昌
己
Ｈ
雰
９
Ｃ
０
・
Ｏ
。
ミ
一
手
島
訳
『
…
諸
形
態
』
一
一
頁
Ｊ
つ
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
亭
の
訂
｝
等
¢
邑
睾
穴
富
－
。
っ
Ｐ
胃
？
◎
旨
琴
一
昌
」
、
農
茉
と
手
工
業
が

　
〔
訳
注
〕
　
マ
ル
ク
ス
の
原
文
で
は
、
　
「
共
同
体
の
剰
余
労
働
部
分
」
　
　
　
一
つ
に
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
ヴ
て
れ
で
あ
る
」
（
『
諸
形
態
』
）

　
　
は
「
そ
の
（
小
共
同
体
の
）
剰
余
労
働
の
一
部
分
」
、
「
一
種
の
人
　
　
　
〔
『
冒
胃
戸
○
；
旨
亭
げ
Ｏ
。
？
・
一
〇
〇
・
Ｏ
．
Ｏ
．
９
手
島
訳
『
…
諸
形
態
』
二
九
頁
〕
。

　
　
物
と
し
て
」
は
「
人
格
と
し
て
」
（
～
〆
団
易
昌
）
、
「
曇
口
同
の
集
団
」
　
　
　
　
マ
ル
ク
ス
は
「
ア
ジ
ァ
的
形
態
」
を
分
析
し
た
あ
と
、
つ
い
で
「
古

　
　
は
「
上
泣
の
共
同
杜
会
」
（
２
０
ま
訂
お
０
０
昌
９
箏
。
。
Ｏ
ぎ
３
と
な
　
　
　
典
古
代
的
」
（
ロ
ー
プ
的
）
形
態
と
「
ゲ
ル
マ
ソ
的
」
形
態
を
相
互
に
対

　
　
っ
て
い
る
。
な
お
、
キ
ム
氏
は
こ
こ
の
研
究
に
あ
た
っ
て
若
干
の
　
　
　
比
し
な
が
ら
そ
の
特
殊
性
を
叙
述
し
、
土
地
に
た
い
す
る
私
的
所
有
の

　
　
見
お
と
し
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
氏
は
小
さ
な
　
　
　
発
生
・
発
展
の
合
法
則
的
過
程
を
も
っ
と
も
深
く
解
明
し
て
い
る
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
諸
共
同
体
の
剰
余
労
働
部
分
を
上
位
の
統
一
体
が
全
部
収
奪
す
る
　
　
　
よ
、
こ
こ
で
明
白
に
「
古
典
的
古
代
」
と
「
ア
ジ
ァ
」
と
を
対
置
さ
せ

　
　
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
は
上
掲
引
用
文
に
　
　
　
て
い
る
。
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
は
ギ
リ
シ
ァ
・
ロ
ー
マ
の
奴
隷
制
に
ょ

　
　
っ
い
で
そ
う
し
た
収
奪
は
「
貢
納
」
と
か
「
共
同
労
働
」
の
形
を
　
　
　
っ
て
代
表
さ
れ
る
「
古
典
古
代
的
奴
隷
制
」
と
東
洋
諸
国
で
形
成
．
発
娯

　
　
と
る
と
言
っ
た
あ
と
、
小
共
同
体
っ
ま
り
下
位
の
共
同
体
の
「
独
　
　
　
し
た
総
体
的
奴
隷
制
と
を
明
確
に
区
別
し
、
そ
れ
ら
の
特
殊
性
を
そ
れ

　
　
立
併
存
」
ぱ
か
り
で
な
く
、
そ
の
成
員
で
あ
る
個
人
が
彼
の
分
有
　
　
　
ぞ
れ
規
定
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
見
地
か
ら
『
径

　
　
地
で
家
族
と
と
も
に
独
立
し
て
生
産
す
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
認
　
　
　
済
学
批
判
』
序
文
で
、
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
き
わ
め
て
概
略
的
に
、
ア
ジ

　
　
め
て
い
る
。
だ
か
ら
、
統
一
体
が
収
奪
す
る
の
は
ば
あ
い
に
よ
っ
　
　
　
ア
的
、
古
代
的
、
封
雄
的
、
お
よ
び
近
代
資
木
主
炎
的
生
産
様
式
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
て
は
下
位
の
諸
共
同
体
の
剰
余
労
働
の
一
榔
分
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
杜
会
経
済
構
成
体
の
継
起
的
発
展
の
諦
股
附
－
、
し
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で

　
「
ア
ジ
ァ
的
形
態
」
は
、
不
可
避
的
に
も
っ
と
も
頑
強
に
、
も
っ
と
　
　
　
き
る
」
、
と
叙
述
し
た
の
で
あ
る
　
属
・
竃
胃
戸
　
Ｎ
冒
穴
ま
寿
箒
『

も
長
く
維
持
さ
れ
る
。
　
「
そ
の
恨
拠
は
こ
の
形
態
の
前
提
の
中
に
あ
る
。
　
　
り
昌
茅
｝
雪
０
：
ぎ
８
冒
ぎ
９
黒
Ｎ
く
弩
一
晶
宕
胃
．
Ｃ
ｏ
．
Ｈ
卜
式
田
陸
夫

す
な
わ
ち
、
個
々
人
が
共
同
体
に
た
い
し
て
ｏ
立
し
て
い
な
い
こ
と
、
　
　
　
他
訳
『
経
済
学
批
判
』
朴
波
文
咋
一
九
五
七
年
一
四
頁
〕
。
　
彼
は
同
序

　
　
　
　
金
光
淳
「
マ
ル
ク
ス
の
『
ア
ジ
ア
的
土
地
所
有
形
態
』
と
『
封
建
的
土
地
因
有
制
』
に
閑
す
る
諸
閉
題
」
　
一
一
三
　
（
六
六
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
五
号
）

文
で
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
と
古
代
的
生
産
様
式
を
区
別
し
て
お
り
、
と

同
時
に
、
そ
れ
は
両
者
を
異
っ
た
杜
会
経
済
構
成
体
と
し
て
で
は
な
く

同
一
の
奴
隷
所
有
老
的
生
産
様
式
の
変
種
と
し
て
規
定
し
た
も
の
で
あ

り
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
う
し
た
区
別
は
、
　
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
第

四
節
に
そ
の
ま
ま
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
マ
ル
ク
ス
は
「
古
代
ア
ジ
ア
的
、
古
代
的
等
々
の
生
産
様
式
に
お
い

て
は
、
生
産
物
の
商
品
へ
の
転
化
は
－
…
・
従
属
的
役
割
を
演
じ
る
」
と

述
べ
て
い
る
（
『
資
本
論
』
　
第
一
巻
第
一
分
冊
一
一
〇
頁
、
傍
点
は
筆

者
）
〔
穴
．
く
胃
〆
Ｕ
轟
穴
亀
－
訂
ポ
く
．
向
．
－
Ｉ
Ｈ
易
ま
巨
一
団
Ｐ
Ｈ
一
Ｃ
つ
．

ｏ
．
９
長
谷
部
文
雄
訳
『
資
本
論
』
青
木
書
店
第
一
分
皿
…
一
八
二
頁
〕
。
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
　
こ
こ
で
も
、
　
マ
ル
ク
ス
は
「
古
代
ア
ジ
ア
的
」
と

「
古
代
的
」
を
区
別
し
て
使
い
わ
け
し
て
い
る
。

　
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
六
編
第
四
十
七
章
で
マ
ル
ク
ス
が
与
え
て
い

る
「
租
税
と
地
代
と
の
一
致
」
に
つ
い
て
の
命
題
は
、
ま
さ
に
「
ア
ジ

ァ
的
古
代
」
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
個
所
で
「
ア
ジ
ァ
で
の
よ

う
に
国
家
が
土
地
所
有
者
だ
と
す
れ
ぼ
」
と
言
っ
た
さ
い
の
、
こ
の

「
ア
ジ
ァ
」
は
古
代
東
洋
諸
国
を
さ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
総
体
的

奴
隷
制
を
基
礎
と
す
る
初
期
奴
隷
制
国
家
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る

〔
穴
・
峯
胃
〆
ｏ
竃
穴
君
ざ
芦
団
ｏ
・
昌
一
〇
っ
・
ｏ
。
呂
一
長
谷
部
訳
青
木
書
店
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
（
六
六
八
）

五
分
冊
一
一
一
四
頁
〕
。
　
こ
の
よ
う
に
確
証
で
き
る
い
ま
一
つ
の
根
拠

は
、
　
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
六
編
の
緒
論
で
地
代
の
本
質
に
言
及
し
た

さ
い
、
　
「
こ
の
場
合
所
有
者
が
ア
ジ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
等
々
で
の
よ
う
に

国
家
（
○
¢
昌
ｏ
ぎ
考
窃
彗
）
を
代
表
す
る
人
物
や
、
ま
た
は
こ
の
土
地
所

有
が
奴
隷
制
度
や
農
奴
制
度
の
も
と
で
の
よ
う
に
：
…
・
」
と
い
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
二
分
冊
二

三
七
頁
）
。
〔
穴
．
峯
弩
〆
一
Ｕ
轟
穴
老
さ
芦
団
ｐ
目
一
ｃ
ｏ
・
ｏ
ｏ
◎
ト
　
長
谷
部

訳
青
木
書
店
第
五
分
冊
八
九
二
頁
〕
。

　
マ
ル
ク
ス
は
ア
ジ
ア
、
ユ
ジ
プ
ト
等
々
で
国
家
（
ゲ
マ
イ
ン
ヴ
ェ
ー

ゼ
ン
）
を
代
表
す
る
人
物
が
土
地
所
有
者
に
な
っ
て
い
る
場
合
を
あ
げ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
さ
い
彼
が
共
同
体
を
意
味
す
る
「
ゲ
マ
ィ

ン
ヴ
ヱ
ー
ゼ
ン
」
を
国
家
と
し
て
特
に
そ
う
入
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ

の
国
家
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
古
代
東
洋
杜
会
の
専
制
君
主
を
さ
す

た
め
の
意
図
で
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
マ
ル
ク
ス

が
同
書
第
六
編
第
四
十
七
章
で
ア
ジ
ア
で
は
国
家
が
土
地
所
有
者
で
あ

る
と
述
べ
る
さ
い
の
「
ア
ジ
ア
」
と
い
う
も
の
が
、
な
に
を
意
味
し
て

い
る
か
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
羊
、
口
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
「
ア
ジ
ア
」

に
っ
い
て
の
規
定
を
「
ア
ジ
ァ
的
封
雄
因
有
制
」
と
理
解
す
る
こ
と
は

誤
っ
た
解
釈
で
あ
っ
て
、
　
「
ア
ジ
ア
的
土
地
所
有
形
態
」
は
封
碓
的
土



■

地
所
有
に
先
行
す
る
形
態
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
相
異
な
る
　
　
　
げ
ら
れ
る
気
候
に
あ
る
と
思
う
」
（
『
マ
ル
ク
ス
．
エ
ン
ゲ
ル
ス
書
簡
選

も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
集
』
ロ
シ
ア
語
版
七
五
頁
）
。

　
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
あ
っ
て
も
、
マ
ル
ク
ス
と
同
一
の
思
想
か
ら
「
ア
ジ
　
　
　
　
ニ
ン
ゲ
ル
ス
は
近
東
諸
国
に
お
い
て
封
建
的
土
地
所
有
が
発
展
し
え

ア
」
・
「
東
洋
」
に
っ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
な
か
っ
た
原
因
を
究
明
し
て
い
る
の
だ
が
、
〔
当
時
〕
こ
れ
ら
の
諸
国
で

　
す
な
わ
ち
「
共
同
体
ま
た
は
国
家
が
土
地
所
有
者
と
た
っ
て
い
る
東
　
　
　
は
封
建
的
土
地
所
有
よ
り
も
、
も
っ
と
お
く
れ
た
土
地
所
有
形
態
が
支

洋
全
体
で
は
、
言
語
に
領
主
〔
○
；
邑
ぎ
冒
〕
と
い
う
こ
と
ぱ
さ
え
な
　
　
　
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
」
、
と
言
っ
て
い
る
（
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
』
二
三
〇
頁
）
局
・
向
甲
　
　
　
　
以
上
で
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
諸
労
作
の
な
か
で
使
っ
て
い
る

０
ｑ
Ｏ
河
曽
胃
昌
窒
。
ｑ
彗
Ｏ
夢
ユ
目
。
ｑ
。
。
ｑ
旨
考
讐
昌
馬
｛
胃
考
雰
彗
。
。
Ｏ
罫
津
　
　
　
　
「
ア
ジ
ァ
」
．
「
東
洋
」
（
オ
リ
ェ
ン
ト
）
な
ど
が
、
ど
う
い
う
内
容
を
も

く
声
鼻
－
Ｉ
Ｏ
－
ヲ
巨
０
ｑ
ｙ
９
¢
訂
く
胃
一
晶
Ｈ
８
９
Ｃ
っ
．
胃
９
邦
訳
『
マ
ル
　
　
　
つ
も
の
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

ク
ス
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
選
集
』
第
十
四
巻
大
月
書
店
三
二
二
頁
〕
。
　
　
　
　
　
　
　
マ
ル
ク
ス
が
『
諦
形
態
』
に
お
い
て
「
ア
ジ
ァ
的
形
態
」
と
対
比
し

　
そ
の
さ
い
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
が
言
う
「
東
洋
」
と
い
う
の
は
、
マ
ル
ク
　
　
　
っ
っ
ロ
ー
マ
的
、
ゲ
ル
プ
ソ
的
形
態
を
分
析
し
、
土
地
に
た
い
す
る
私

ス
が
使
っ
て
い
る
「
ア
ジ
ア
」
と
同
一
の
意
味
で
用
い
て
い
る
と
い
う
　
　
　
的
所
有
の
発
生
・
発
展
過
程
を
解
明
し
た
こ
と
は
、
彼
の
巨
大
な
科
学

こ
と
も
多
く
の
説
明
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
の
貢
献
の
一
っ
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
集
団
的
〔
共
同
団
体
的
ー

　
エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
べ
っ
の
個
所
で
も
っ
と
は
っ
き
り
と
、
　
「
ア
ジ
ァ
的
　
　
　
訳
者
〕
所
有
と
私
的
所
有
と
を
閉
確
に
対
置
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
集

土
地
国
有
制
」
と
「
封
連
的
土
地
所
有
」
と
を
対
性
さ
せ
て
い
る
。
　
　
　
　
団
的
所
有
の
も
と
で
は
個
々
人
は
占
有
者
に
す
ぎ
ず
、
土
地
に
た
い
す

　
す
な
わ
ち
「
近
東
（
ト
ル
コ
、
ベ
ル
シ
ァ
、
ヒ
ソ
ド
ス
タ
ン
）
で
封
　
　
　
る
私
的
所
有
は
全
く
存
在
し
た
い
の
で
あ
り
、
「
ロ
ー
マ
的
形
態
」
の
場

迷
的
土
地
所
有
に
ま
で
到
達
で
き
な
か
っ
た
原
因
は
、
主
に
土
地
の
状
　
　
　
ム
ロ
は
国
有
財
産
・
公
有
地
と
し
て
の
共
向
体
的
所
布
は
私
的
所
布
か
ら

態
、
こ
と
に
サ
ハ
ラ
か
ら
ア
ラ
ビ
ァ
、
ベ
ル
シ
ァ
、
印
度
お
よ
び
タ
タ
　
　
　
分
灘
さ
れ
て
お
り
、
ゲ
ル
マ
ン
人
に
あ
っ
て
は
公
布
地
（
っ
ま
り
共
Ｎ

－
ル
を
維
て
ア
ジ
ア
埴
尚
の
高
地
に
隣
接
す
る
大
砂
漠
地
借
に
条
件
づ
　
　
　
体
の
土
地
、
狩
猟
地
、
採
卓
地
、
採
伐
林
と
し
て
人
比
が
共
同
で
利
用

　
　
　
　
金
光
淳
「
マ
ル
ク
ス
の
『
ア
ジ
ァ
的
土
地
所
有
形
態
』
と
『
封
建
的
土
地
国
有
制
』
に
関
す
る
諦
問
題
」
　
一
一
五
　
（
六
六
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
五
号
）

し
て
分
割
さ
れ
て
い
な
い
土
地
部
分
）
は
個
人
的
財
産
の
補
充
物
に
す

ぎ
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
『
経
済
学
批
判
』
で
共
同
体
的
所
有
が
解
体
し
て
私
的

所
有
が
発
生
す
る
過
程
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
般
的
叙
述
を
与

え
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
「
ア
ジ
ア
的
な
、
こ
と
に
イ
ン
ド
的
な
共
有
形
態
を
も
っ

と
く
わ
し
く
研
究
し
て
み
る
な
ら
ぼ
、
白
然
発
生
的
な
共
有
の
さ
ま
ざ

ま
な
形
態
か
ら
、
そ
の
解
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
ど
の
よ
う
に
し
て

生
ず
る
か
を
証
明
し
え
よ
う
。
こ
う
し
て
た
と
え
ぼ
、
ロ
ー
マ
的
な
共

有
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
か
ら
み
ち
び
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
」
（
『
経
済

学
批
判
』
）
〔
穴
・
く
弩
〆
Ｎ
毫
穴
ま
寿
ｑ
撃
ｏ
◎
－
｛
茅
｝
彗
０
：
ぎ
９
昌
｛
９

ｃ
ｏ
・
ミ
一
武
田
他
訳
岩
波
文
庫
三
一
頁
〕
。

　
共
同
体
的
土
地
所
有
形
態
が
解
体
し
、
そ
こ
か
ら
土
地
に
た
い
す
る

私
的
所
有
が
出
現
す
る
過
程
に
っ
い
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
ま
た
、
マ
ル
ク

ス
と
同
様
に
っ
ぎ
の
よ
う
に
、
一
一
、
口
っ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
　
「
商
品
生
産
と
と
も
に
個
々
人
の
白
己
計
算
に
よ
る
耕

作
が
出
現
し
、
そ
の
後
す
ぐ
、
ま
た
胴
人
の
土
地
所
有
が
出
現
し
た
」
。

「
も
と
も
と
氏
族
ま
た
は
櫛
族
か
ら
分
与
さ
れ
た
分
割
地
に
対
す
る
伽

々
人
の
所
・
行
舵
は
、
今
や
こ
の
土
地
部
分
が
世
襲
的
財
産
確
と
し
て
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
　
（
六
七
〇
）

ら
に
属
す
る
ほ
ど
撃
問
化
さ
れ
た
」
（
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
』

第
二
巻
第
一
分
冊
五
五
五
頁
）
。

　
「
完
全
に
自
巾
な
土
地
所
有
惟
は
、
単
に
差
さ
わ
り
な
く
無
制
隈
に

占
有
す
る
可
能
性
を
意
味
す
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
土
地
を

譲
渡
す
る
可
能
性
を
も
意
味
し
て
い
た
。
土
地
が
氏
族
の
財
産
で
あ
っ

た
あ
い
だ
は
、
こ
う
し
た
可
能
性
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
。
「
し
か
し
新

し
い
土
地
所
有
考
が
、
氏
族
お
よ
び
禰
族
の
最
高
所
有
椛
の
束
縛
を
終

局
的
に
脱
」
た
と
き
、
彼
は
い
ま
ま
で
彼
を
不
可
分
的
に
土
地
と
緕
合

さ
せ
て
い
た
紐
帯
を
も
附
ち
ぎ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
阿

を
息
味
す
る
か
は
、
土
地
私
有
確
と
同
時
に
発
明
さ
れ
た
貨
幣
が
彼
に

教
え
た
こ
と
で
あ
る
。
土
地
は
、
八
フ
や
阪
売
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か

も
抵
当
に
で
き
る
商
品
に
転
化
し
た
。
土
地
所
有
惟
が
確
立
さ
れ
る
や
、

す
で
に
抵
当
が
発
明
さ
れ
た
」
（
上
掲
鳩
五
五
五
～
五
五
六
頁
）
。

　
ま
た
、
そ
の
後
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
共
同
体
が
解
体
し
そ
こ
か
ら
私
的

所
有
が
発
生
・
発
展
す
る
合
法
則
性
に
っ
い
て
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
一
一
．
口
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
共
同
体
に
っ
い
て
、
、
口
う
な
ら
ぼ
、
そ
れ
が
可

能
で
あ
る
の
は
そ
の
成
〔
一
…
の
｛
吊
の
走
が
少
い
と
き
に
か
ぎ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
差
が
大
き
く
な
る
や
い
な
や
、
若
干
の
成
＾
が
よ
り
岱
裕
な

成
〔
一
の
廣
務
奴
隷
に
転
化
す
る
や
い
な
や
、
共
同
体
は
も
は
や
存
続
す



る
こ
奈
で
差
い
一
２
ソ
ゲ
ル
ス
の
ダ
一
一
ル
ソ
ン
宛
の
手
紙
、
　
ロ
ツ
バ
諸
国
の
そ
れ
と
た
が
い
に
相
異
な
る
一
連
の
相
違
点
を
も
つ
て

一
八
九
三
年
一
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
こ
と
を
無
視
し
て
も
よ
い
と
は
決
し
て
思
つ
て
い
た
い
。
む
し
ろ
、

　
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
解
明
と
れ
た
土
地
所
有
の
私
的
　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
ア
ジ
ァ
諸
国
の
封
建
制
度
の
発
宇
発
展
、
そ
し
て
そ
の

所
有
へ
の
発
展
過
程
に
か
ん
す
る
科
学
的
分
析
は
、
杜
会
経
済
の
歴
史
　
分
解
の
具
体
的
諸
条
件
を
厳
格
に
歴
史
主
義
的
見
地
か
ら
解
明
し
淳

的
発
展
の
一
般
的
合
法
則
性
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
　
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も
封
建
制
度
発
展
の
一

う
し
た
合
法
則
性
が
ヨ
ー
口
一
パ
と
ア
ジ
ア
に
お
い
て
異
一
た
作
用
を
　
般
的
合
法
則
性
が
ア
ジ
ァ
に
お
い
て
も
そ
の
妻
貫
徹
し
た
、
と
い
う

す
る
美
だ
と
・
鶉
か
ら
前
捉
し
て
か
か
る
こ
と
は
は
窪
だ
し
い
　
こ
と
を
大
前
提
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
を
う
え
る
こ
と
で
あ
る
。

錯
誤
で
あ
る
。
古
代
杜
会
や
封
建
杜
会
の
経
済
発
展
が
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

ァ
ジ
ァ
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
相
異
っ
た
合
法
則
性
に
よ
っ
て
規
制
さ

れ
る
と
み
る
の
は
・
何
ら
の
妥
当
性
走
い
見
解
で
あ
る
。
西
ヨ
ー
口
　
一
時
、
一
部
の
学
者
の
あ
い
だ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ジ
ア
聾
建

ツ
バ
の
「
東
方
学
者
た
ち
」
と
、
彼
ら
と
歩
調
を
と
も
に
す
る
班
代
修
　
　
　
制
度
」
に
か
ん
す
る
理
論
が
提
唱
さ
れ
た
。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
わ

正
主
諏
論
家
た
ち
は
・
西
洋
と
累
と
で
之
れ
ぞ
れ
異
一
た
杜
会
　
が
国
の
封
擶
度
の
特
殊
性
は
中
央
集
権
的
．
官
僚
的
麸
制
度
と
い

策
法
則
が
作
用
す
る
と
表
し
っ
っ
、
「
罪
礼
会
震
の
特
殊
法
　
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
は
集
矯
公
田
制
、
っ
ま
り
封
篭
家
に
よ

川
一
藁
見
す
る
の
に
熱
中
し
て
い
る
。
東
洋
杜
会
の
特
殊
隻
鵠
　
る
土
地
国
有
制
を
そ
の
経
済
的
纏
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
・
特
殊
な
「
ア
ジ
ァ
聾
補
産
春
在
し
て
、
こ
こ
で
は
西
洋
　
　
「
朝
鮮
の
封
諾
土
地
公
有
形
能
一
一
に
か
ん
す
る
理
論
は
、
「
土
地

と
は
ち
が
一
た
あ
る
特
禁
漠
則
芹
用
す
る
と
言
の
は
、
け
つ
　
因
有
浬
澱
に
お
け
る
ア
ジ
ァ
的
封
蒲
度
一
の
纏
を
な
し
て
い

き
よ
く
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
「
東
方
学
者
一
震
瀦
緑
に
誰
す
る
こ
と
　
る
、
と
い
う
主
張
に
集
中
的
に
壷
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
論
に
よ
れ

を
凍
す
今
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
、
朝
鮮
で
巾
央
簾
的
官
擶
度
は
封
笛
家
に
よ
る
土
地
の
集
巾

そ
う
か
と
い
一
て
・
わ
れ
わ
れ
は
ア
ジ
ァ
諦
国
の
封
擶
度
が
ヨ
ー
　
－
土
地
に
た
い
す
る
国
家
腺
有
と
不
可
分
的
に
結
合
さ
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
金
光
淳
「
マ
ル
ク
ス
の
一
ア
ジ
ア
的
土
地
所
有
形
態
』
と
『
封
建
的
土
地
国
有
制
』
に
関
す
る
諸
間
題
一
二
七
一
六
七
一
一
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土
地
国
有
制
を
某
礎
と
し
て
の
み
中
権
的
・
官
僚
的
封
建
制
度
が
央
集

樹
立
で
き
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
部
の
学
者
は
、
マ
ル
ク
ス

が
『
資
木
論
」
第
三
巻
第
…
編
第
四
十
七
章
で
展
開
し
て
い
る
、
ア
ジ

ア
の
土
地
国
有
制
に
つ
い
て
の
規
定
が
そ
の
ま
ま
朝
鮮
に
該
当
す
る
も

の
と
み
て
、
　
「
租
税
と
地
代
と
の
一
致
」
に
か
ん
す
る
理
論
を
わ
が
国

の
封
建
時
代
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
理
論
の
本
質
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
す
る

こ
と
１
」
し
よ
う
。

　
は
や
く
も
ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
杜
会
学
者
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
バ
ー

は
、
東
洋
の
封
連
制
度
に
っ
い
て
、
こ
こ
で
は
特
殊
的
法
則
が
作
用
す

る
も
の
と
み
な
す
と
こ
ろ
か
ら
、
東
洋
杜
会
で
の
封
迷
的
領
有
を
認
め

ず
、
集
中
化
し
た
形
態
の
国
家
的
土
地
所
有
・
官
僚
的
国
家
的
所
有
が

支
冊
す
る
と
支
俵
し
て
い
る
。
彼
は
、
　
「
官
吏
の
奴
隷
的
支
配
」
・
「
舳
庚

民
の
村
落
的
拘
束
」
・
「
共
同
体
的
隷
属
」
の
史
実
を
強
調
し
、
こ
う
し

た
「
東
洋
的
所
有
形
態
」
を
東
洋
の
農
業
関
係
、
す
な
わ
ち
准
が
い
を

と
も
な
う
胴
耕
的
農
業
（
ガ
ル
テ
ン
・
バ
ウ
）
を
も
っ
て
説
明
し
て
い

る
。　

ま
た
、
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
彼
の
「
東
洋
杜
会
の
理
論
」
の

な
か
で
、
や
は
り
東
洋
的
土
地
所
有
形
態
を
専
制
的
、
官
僚
的
困
家
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
（
六
七
二
）

所
有
と
み
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ぼ
、
東
洋
杜
会
で
は
「
国
家
が
剰
余
生

産
物
と
用
役
労
働
の
は
る
か
に
多
く
の
最
大
量
を
自
己
の
手
に
集
中
さ

せ
る
最
高
か
つ
最
大
の
領
主
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
本
質
的
な
杜
会

関
係
」
は
「
村
落
的
に
拘
東
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
白
由
農
民
と
絶

対
的
国
王
お
よ
び
官
僚
と
の
そ
れ
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
彼
に
あ

っ
て
も
ま
た
、
こ
う
し
た
東
洋
的
土
地
所
有
形
態
を
東
洋
の
灌
が
い
農

業
と
超
地
方
的
規
模
の
治
水
事
業
に
よ
っ
て
説
い
て
い
る
。
ウ
ェ
バ
ー

と
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
　
「
東
洋
杜
会
」
で
主
に
中
国
を
念
頭
に

お
い
て
、
巾
国
で
は
「
官
僚
的
国
家
と
集
中
し
た
土
地
所
有
形
態
が
再

生
し
て
封
建
主
義
の
十
分
な
成
熟
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と

主
張
し
て
お
り
、
こ
こ
に
東
洋
杜
会
の
特
殊
性
を
も
と
め
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
日
帝
の
杜
八
ム
学
者
が
刺
鮒
の
封
述
制
度
の

特
殊
性
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ウ
ェ
バ
ー
や
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ

ル
、
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
と
え
ぼ
森
谷
克
巳
は
、
　
「
市
…
艇
初
期
や
李
刺
初
期
に
は
土
地
所
有

の
国
家
的
炎
巾
化
を
凶
り
、
封
雌
的
嬰
糸
を
漉
人
し
た
卑
制
的
、
官
瞭

的
困
家
秩
序
を
樹
立
し
た
」
と
一
一
、
口
っ
て
お
り
、
　
「
刺
鮒
で
は
、
げ
っ
き

ょ
く
封
雌
的
土
地
所
有
は
十
分
に
閉
花
、
成
挑
し
え
な
か
っ
た
」
と
の



結
論
を
ひ
き
だ
し
て
い
る
（
『
朝
鮮
杜
会
経
済
史
概
論
』
）
。
　
　
　
　
　
　
　
さ
せ
て
い
る
。

　
森
谷
の
見
解
は
、
封
建
国
家
に
よ
る
土
地
の
集
中
と
中
央
集
権
的
官
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
「
ア
ジ
ア
的
封
建
国
家
」
理
論
が
、
マ
ル
ク
ス
の
「
ア

僚
制
度
と
を
結
び
つ
げ
る
実
例
の
一
つ
で
あ
る
。
彼
の
見
解
に
し
た
が
　
　
　
ジ
ア
的
形
態
」
に
か
ん
す
る
理
論
と
何
ら
の
共
通
性
も
な
い
と
い
う
こ

え
ば
・
土
地
の
国
家
的
集
中
化
に
よ
っ
て
の
み
専
制
的
、
官
僚
的
封
建
　
　
　
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
総
体

国
家
が
樹
立
さ
れ
る
の
で
あ
り
・
こ
れ
は
特
殊
な
「
ア
ジ
ァ
的
封
建
国
　
　
　
的
奴
隷
制
と
土
地
の
国
家
所
有
を
基
礎
と
す
る
東
洋
的
専
制
主
義
に
っ

家
」
で
あ
っ
て
・
そ
こ
で
は
封
建
的
土
地
所
有
は
成
熟
で
き
ず
国
家
的
　
　
　
い
て
分
析
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
土
地
に
た
い
す
る
共
同
体
的
所
有

所
有
彩
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
っ
ま
り
ウ
イ
ツ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
　
　
　
を
前
提
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
こ
の
共
同
体
的
土
地

ル
が
「
東
洋
で
は
封
建
主
義
が
十
分
に
成
熟
し
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
　
　
　
所
有
と
東
洋
的
専
制
主
義
と
の
相
互
関
係
に
っ
い
て
、
　
「
個
々
の
共
同

こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
と
す
れ
ぼ
、
森
谷
は
朝
鮮
で
は
「
封
建
的
　
　
　
体
相
互
問
の
こ
う
し
た
完
全
な
孤
立
は
、
全
国
的
に
同
一
で
は
あ
る
が
、

土
地
所
有
が
十
分
に
成
熟
し
え
な
か
一
た
一
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
　
し
か
し
共
通
で
な
い
利
害
関
係
を
っ
く
り
だ
す
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
東
洋
的
専
制
主
義
の
た
め
の
自
然
的
基
礎
を
な
し
て
い
る
」
と
一
一
一
一
口
っ

　
日
帝
の
御
用
歴
史
家
で
あ
る
和
田
一
郎
は
、
　
『
朝
鮮
の
土
地
制
度
お
　
　
　
て
い
る
（
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
選
集
』
策
二
巻
策
一
分
冊
八
二

よ
び
地
税
制
度
調
査
報
告
書
』
の
な
か
で
朝
鮮
の
封
麓
時
代
の
「
公
田
　
　
　
頁
）
。

制
」
支
配
論
を
主
張
し
て
お
り
、
多
く
の
日
帝
御
用
学
者
た
ち
は
彼
の
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
マ
ル
ク
ス
が
彼
の
諦
労
作
の
な
か
で
展
開
し
て
い
る
ア

見
解
に
追
随
し
て
い
る
（
多
く
の
実
際
資
料
を
引
用
で
き
る
が
、
こ
こ
　
　
　
ジ
ァ
的
形
態
・
東
洋
的
専
制
主
義
に
か
ん
す
る
理
論
を
朝
鮮
（
ま
た
は

で
は
省
略
す
る
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
国
、
日
本
な
ど
）
に
結
び
っ
げ
て
、
そ
の
満
命
題
を
そ
の
ま
ま
適
用

　
こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
東
方
学
者
」
や
日
帝
の
杜
会
学
者
・
　
　
　
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
な
ん
ら
の
根
拠
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

歴
史
学
者
た
ち
は
、
　
「
ア
ジ
ァ
的
封
建
制
度
」
を
土
地
国
有
制
と
結
び
　
　
　
　
マ
ル
ク
ス
が
東
洋
杜
会
に
っ
い
て
分
析
し
た
こ
と
を
、
一
〇
～
一
五

っ
け
て
お
り
・
朝
鮮
の
封
建
制
度
を
「
ア
ジ
ァ
的
封
雄
国
家
」
に
帰
属
　
　
　
世
紀
の
わ
が
国
の
封
雄
制
度
の
特
殊
性
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
援
用

　
　
　
　
金
光
淳
「
マ
ル
ク
ス
の
『
ア
ジ
ァ
的
土
地
所
有
形
態
』
と
『
封
建
的
土
地
国
有
制
』
に
関
す
る
諸
問
題
」
　
一
一
九
　
（
六
七
三
）
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す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
わ
が
国
の
封
建
制
度
に
つ
い
て
「
中
央
集
権
的
国
家
の
属
性
の
一
つ

と
し
て
、
土
地
国
有
の
原
則
が
貫
徹
し
て
い
た
」
、
　
と
い
う
あ
る
論
老

の
主
張
に
つ
い
て
も
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
論
者
の
見
解

は
、
お
そ
ら
く
す
で
に
み
た
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
の
上
記
個
所
で

（
ア
ジ
ア
的
土
地
国
有
に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
）
「
こ
の
場
合
、
国
家

は
最
高
の
地
主
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
主
権
は
、
国
民
的
規
模
で
集
積

し
た
土
地
所
有
で
あ
る
。
」
、
と
言
っ
て
い
る
命
題
を
曲
解
し
た
結
果
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
二
分
冊
四
四
七
頁
）
。

〔
内
．
峯
胃
戸
Ｕ
易
穴
昌
岸
芦
団
ｑ
・
昌
一
ｃ
っ
．
ｏ
。
昌
一
長
谷
部
訳
青
木
書

店
箪
五
分
冊
一
一
一
四
頁
〕
。

　
マ
ル
ク
ス
の
命
題
は
、
政
治
的
権
力
が
土
地
に
た
い
す
る
国
家
的
所

有
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、

政
治
的
形
態
と
し
て
の
東
洋
的
専
制
主
義
は
土
地
国
有
に
某
礎
を
お
い

て
い
る
、
と
い
う
意
味
に
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
解
釈

で
き
る
根
拠
は
、
マ
ル
ク
ス
が
上
の
命
題
を
提
起
し
た
あ
と
、
す
ぐ
っ

づ
げ
て
っ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ぼ
わ
か
る
。

　
「
生
産
諸
条
件
の
所
有
老
と
直
接
的
生
産
者
と
の
直
接
的
関
係
…
…

こ
そ
は
、
っ
ね
に
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
全
杜
会
的
構
造
の
、
し
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
　
（
六
七
四
）

っ
て
ま
た
主
権
Ｈ
お
よ
び
従
属
関
係
の
政
治
的
形
態
の
、
要
す
る
に
そ

の
と
き
ど
き
の
独
自
的
国
家
形
態
の
、
い
ち
ぱ
ん
奥
の
秘
密
、
か
く
さ

れ
た
基
礎
、
を
見
だ
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
　
（
上
掲
書
四
四
七
～

四
四
八
頁
）
〔
穴
・
く
實
戸
Ｕ
竃
穴
四
旦
訂
ポ
戊
ｑ
．
Ｈ
月
ｃ
ｏ
．
ｏ
ｏ
§
一
長
谷
部
訳

青
木
書
店
第
五
分
冊
一
一
一
五
頁
〕
。

　
こ
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
明
白
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
政

治
的
形
態
と
し
て
の
国
家
主
権
の
い
ち
ば
ん
奥
深
い
基
礎
を
そ
の
杜
会

の
生
産
諸
関
係
の
分
析
に
も
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
命
題
を
「
中
央
集
権
的
国
家
の

属
性
の
一
つ
と
し
て
の
土
地
国
有
の
原
則
」
に
置
き
か
え
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。

　
こ
の
誤
っ
た
規
定
は
、
土
地
国
有
制
は
朝
鮮
に
お
け
る
ア
ジ
ァ
的
封

建
制
度
の
基
礎
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
要
は
、
土
地
国
有
制
が
封
建
制
度
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
か
、
そ
う

で
な
け
れ
ば
「
中
央
集
権
的
国
家
の
属
性
の
一
つ
が
土
地
国
有
の
原
則

な
の
か
」
、
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。

　
中
央
集
権
的
国
家
が
、
土
地
所
有
を
そ
の
属
性
の
一
つ
と
し
て
も
っ

て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
わ
が
国
の
封
建
君
主
と
東
洋
的
専
制
主
義
と
は
た
が
い
に
異
っ
た
性



質
を
も
一
て
い
る
も
の
で
あ
り
・
高
麗
や
李
朝
の
封
竃
家
は
、
東
洋
　
で
あ
り
、
「
落
後
的
一
を
の
で
あ
つ
て
、
封
建
的
土
地
所
有
に
ま
で

的
専
制
主
義
政
権
と
異
っ
た
内
容
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
朝
鮮
の
　
　
　
到
達
し
え
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。

封
建
的
王
権
は
、
も
ち
ろ
ん
総
体
的
奴
隷
制
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
は
　
　
　
　
実
際
に
お
い
て
、
も
し
朝
鮮
（
ま
た
は
中
国
）
で
は
封
建
的
土
地
所

な
い
し
・
そ
れ
は
王
を
含
め
た
地
主
・
ヤ
ソ
バ
ン
（
良
班
）
・
官
僚
な
ど
　
　
　
有
に
ま
で
到
達
し
え
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
「
十
分
に
開
花
．

に
１
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
地
主
階
級
の
独
栽
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
　
　
　
成
熟
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
す
れ
ば
、
朝
鮮
の
封
建
主
義
は
「
未
熟
な
も

共
同
体
的
閉
鎖
性
を
地
盤
と
す
る
も
の
で
は
た
く
、
発
展
し
た
土
地
に
　
　
　
の
」
だ
と
主
張
す
る
根
拠
に
な
り
え
た
で
あ
ろ
う
。

た
い
す
る
私
的
所
有
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ル
ク
ス
は
「
ア
ジ
ァ
的
土
地
所
有
形
態
」
の
、
そ
れ
以
後
の
発
展

　
朝
鮮
臥
封
建
時
代
の
土
地
所
有
制
度
、
お
よ
び
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
　
　
　
に
ー
っ
い
て
「
奴
隷
制
と
農
奴
制
と
は
、
種
族
団
体
に
も
と
づ
く
所
有
が

生
産
諸
関
係
の
発
展
の
歴
史
を
正
し
く
把
握
す
る
た
め
に
は
、
ア
ジ
ァ
　
　
　
一
段
と
発
展
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
（
『
諸
形
態
』
）

の
特
殊
性
に
っ
い
て
の
一
さ
い
の
誤
（
た
先
入
観
か
ら
脱
げ
だ
す
こ
と
　
　
　
〔
５
睾
胃
き
？
旨
津
雰
？
ぷ
９
ｏ
。
り
ド
手
島
訳
『
…
諸
形
態
』
四
〇
頁
〕
。

が
必
要
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
か
ら
封
建
的
土
地
所
有
に
ま
で
ま
だ
到
達
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
は
、
こ
れ
よ
り
も
お
く
れ
た
「
ア
ジ
ア
的
形
態
」
が
支
配
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
こ
と
に
な
る
。

ヨ
ー
一
一
バ
の
「
東
方
学
者
一
が
東
洋
杜
会
の
落
後
性
を
論
証
す
る
　
し
か
し
、
朝
鮮
で
こ
の
よ
う
な
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
一
が
支
配
し

た
め
に
「
東
洋
杜
会
震
の
特
殊
的
法
則
一
を
発
見
す
る
の
に
熱
中
し
　
て
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
し
、
朝
鮮
の
封
建
主
義
の
全
時
代
を

た
と
す
れ
ぼ
・
日
帝
の
御
用
学
老
は
融
の
封
建
集
一
の
後
進
性
を
立
　
通
じ
て
、
土
地
に
た
い
す
る
「
零
制
原
則
一
で
は
な
く
地
主
的
私
的

呼
る
の
に
多
く
の
努
力
を
そ
そ
い
で
き
た
・
と
い
え
る
二
二
一
　
所
有
が
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
の
封
建
時
代
に
お
い
て
、
土

パ
の
「
東
方
学
老
」
や
日
帝
の
杜
会
学
者
た
ち
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
や
　
　
　
地
私
有
制
は
封
建
国
有
地
に
た
い
し
て
規
定
的
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ

日
本
の
封
筆
義
に
比
し
て
・
宙
・
朝
鮮
の
封
建
主
義
は
「
未
熟
一
　
つ
て
、
封
竃
有
地
は
実
質
的
に
一
種
の
土
地
私
有
制
の
彩
式
を
な
し

　
　
　
　
金
光
淳
「
一
ル
ク
ス
の
一
ア
ジ
ァ
的
土
地
所
有
形
態
一
と
一
封
建
的
土
地
国
有
制
一
に
関
す
る
諸
問
題
二
一
二
一
六
七
五
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
五
号
）

て
い
る
。
朝
鮮
の
封
建
時
代
に
封
建
制
度
の
基
礎
を
な
す
土
地
所
有
制

度
は
土
地
私
有
制
で
あ
っ
た
。

　
も
と
よ
り
「
国
有
」
と
「
私
有
」
の
二
つ
の
型
は
、
た
が
い
に
排
除

し
あ
う
も
の
で
あ
っ
て
、
　
「
国
有
制
」
が
支
配
す
る
場
合
に
は
土
地
私

有
権
は
存
続
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
単
に
個
人
ま
た
は
公
共
的
占
有
権

が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
土
地
私
有
制
が
支
配
し
て
い
た
朝
鮮
で
は
国
家

が
握
っ
て
い
る
土
地
も
や
っ
ぱ
り
私
有
地
の
性
格
を
お
び
ざ
る
を
え
な

い
し
、
国
家
も
地
主
の
性
格
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
あ
た
か
も
資
本
主
義
の
も
と
で
国
家
資
本
と
私
的
資
本
と
が
あ
る
の

と
同
じ
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
の
も
と
で
国
家
が
資
本
を
握
っ
て
い
る

場
合
に
は
国
家
も
ま
た
資
本
家
の
人
格
を
代
行
す
る
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
朝
鮮
で
は
封
建
時
代
に
国
家
は
一
定
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
（
王

室
と
王
族
が
所
有
し
て
い
た
司
宙
庄
田
の
私
有
的
性
格
に
つ
い
て
は
論

議
す
る
必
要
が
な
い
の
で
慮
外
に
お
く
）
、
　
が
、
し
か
し
最
的
比
承
が

少
な
か
っ
た
ぼ
か
り
で
な
く
、
土
地
所
有
権
の
形
態
、
地
代
収
奪
の
形

式
、
経
済
外
的
関
係
な
ど
の
渚
点
で
、
っ
ね
に
私
有
制
の
特
徴
を
反
映

し
て
い
る
。
つ
ま
り
封
挫
国
家
は
白
己
所
有
の
土
地
で
直
接
的
生
産
者

か
ら
賭
租
（
小
作
料
）
を
受
け
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
土
地
私
有
制
の
も
と
で
は
地
代
と
租
税
と
は
分
雛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
（
六
七
六
）

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
地
代
は
土
地
所
有
の
経
済
的
実
現
で
あ
り
、

租
税
は
公
民
が
国
家
に
お
さ
め
る
貢
納
で
あ
る
。
租
税
は
公
的
権
力
を

維
持
す
る
た
め
の
貢
納
で
あ
る
か
ら
、
租
税
徴
収
権
と
い
う
の
は
上
部

構
造
と
し
て
の
国
家
と
納
税
者
で
あ
る
公
民
と
の
あ
い
だ
の
関
係
で
あ

る
の
に
た
い
し
て
、
地
代
は
土
地
所
有
者
と
土
地
利
用
者
問
に
結
ぼ
れ

る
牛
産
諸
関
係
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
た
が
い
に
全
く
異
な
る
性

質
を
も
っ
両
者
を
混
同
し
て
は
な
ら
ず
、
こ
の
両
者
を
区
別
し
な
い
か

ぎ
り
大
き
な
混
乱
に
お
ち
い
る
。

　
そ
こ
こ
で
、
日
帝
が
朝
鮮
に
侵
入
し
た
初
期
に
、
彼
ら
は
朝
鮮
人
民

か
ら
の
土
地
の
略
奪
を
正
当
化
す
る
た
め
に
「
公
田
制
」
の
支
配
を
主

張
す
る
一
方
、
そ
の
主
張
に
相
反
し
て
、
地
代
と
租
税
と
を
厳
格
に
区

別
す
る
立
場
を
堅
持
し
た
こ
と
は
特
徴
的
な
史
実
と
言
え
る
。
日
帝
は

年
種
の
い
っ
わ
り
、
口
実
の
も
と
に
私
有
地
（
民
有
地
）
を
国
有
地
に

編
入
さ
せ
て
収
奪
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
国
有
地
紛
争
」
を
解
決
す

る
電
要
な
基
準
と
し
て
地
代
を
納
め
た
か
ま
た
は
租
税
を
納
め
た
か
に

依
拠
し
、
そ
れ
が
租
税
を
納
け
し
て
き
た
場
合
は
私
有
地
（
民
有
地
）
、

小
作
料
を
負
担
し
た
場
含
は
同
有
地
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
認
め
た
。
そ
の

さ
い
、
租
税
と
小
作
料
と
は
そ
の
綱
の
さ
が
り
が
省
し
い
の
で
、
そ
の

額
を
比
校
す
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。



　
こ
う
し
た
「
紛
争
」
で
く
や
し
く
も
土
地
を
奪
わ
れ
た
私
有
権
者
は
、
　
　
代
（
小
作
料
）
を
徴
収
し
て
き
た
し
、
私
的
所
有
地
（
地
主
の
所
有
地
や
農

数
百
年
来
そ
の
土
地
の
分
と
し
て
国
家
に
租
税
を
納
付
し
て
き
た
こ
と
　
　
　
民
の
白
営
地
）
か
ら
は
地
租
を
と
っ
て
い
た
、
と
い
ヅ
こ
と
は
も
ろ
も

を
主
張
し
て
訴
訟
を
お
こ
し
、
し
か
も
数
世
紀
に
わ
た
り
売
買
・
相
続
　
　
　
ろ
の
史
実
を
通
じ
て
疑
い
も
な
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

・
低
当
な
ど
に
よ
っ
て
つ
た
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
確
か
な
私
有
地
と
　
　
　
　
し
か
し
、
囚
内
の
一
部
の
学
者
は
、
こ
れ
ま
で
朝
鮮
の
封
建
時
代
の

し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
主
張
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
地
制
度
に
っ
い
て
論
議
す
る
さ
い
、
地
代
と
租
税
と
を
区
別
す
る
初

　
こ
れ
に
対
し
て
日
帝
は
、
そ
れ
が
「
国
有
地
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
　
　
　
歩
的
問
題
に
お
い
て
混
乱
し
て
い
た
。

「
旺
明
」
す
る
た
め
に
、
そ
の
土
地
か
ら
小
作
料
を
徴
収
し
て
き
た
と
　
　
　
　
同
時
代
の
土
地
所
有
関
係
の
本
質
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
地
代

主
張
し
た
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
紛
争
」
は
、
と
く
に
私
有
的
性
格
　
　
　
と
租
税
と
の
相
互
関
係
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
重
要
な
意
義
を
も

が
も
っ
と
も
顕
著
な
司
宮
庄
土
を
中
心
に
多
く
行
わ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
言
え
ぼ
、
土
地
国
有
制
の
も
と
で
は
地
代
と
租

　
も
と
も
と
司
宮
庄
土
は
王
室
と
そ
の
一
族
の
私
有
地
で
あ
る
が
、
日
　
　
　
税
と
は
一
致
す
る
か
ら
、
こ
の
場
合
は
租
税
と
区
別
す
る
地
代
に
っ
い

帝
は
こ
の
土
地
も
全
部
い
わ
ゆ
る
「
国
有
地
」
　
（
っ
ま
り
李
刺
封
述
国
　
　
　
て
論
ず
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
土
地
私
有
制
の
条
件
の
も
と
で

宋
の
名
儀
で
所
有
し
て
い
た
土
地
）
と
同
じ
規
定
を
し
た
う
え
、
そ
の
　
　
　
は
じ
め
て
地
代
と
租
税
と
の
分
離
が
閉
題
に
な
る
。

土
地
か
ら
賭
租
（
小
作
料
）
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
根
処
に
し
て
、
そ
　
　
　
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
朝
鮮
の
封
煙
時
代
の
「
土
地
国
有
制
原
則
」
を
主

れ
が
司
宮
庄
土
に
ち
が
い
な
い
と
弊
し
っ
っ
・
擶
的
に
司
官
庄
土
　
張
す
る
一
薯
た
ち
は
、
地
代
と
租
税
の
本
箪
お
よ
び
両
者
の
相
互
関

に
編
入
さ
れ
て
い
た
土
地
（
混
合
入
地
）
を
全
部
収
奪
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
係
に
っ
い
て
あ
い
ま
い
な
表
象
し
か
も
っ
て
い
な
い
。

　
わ
が
国
の
封
雄
時
代
に
国
家
名
儀
に
な
っ
て
い
る
国
有
地
や
、
ま
た
　
　
　
　
あ
る
論
者
は
「
封
碓
国
宋
の
、
躯
。
ｎ
士
上
権
者
で
あ
る
国
王
は
徴
税
権
を

は
王
室
お
よ
び
そ
の
一
族
の
所
有
物
に
な
っ
て
い
る
土
地
は
、
私
的
地
　
　
　
通
じ
て
全
国
の
土
地
に
た
い
し
て
支
肥
権
を
掌
握
し
て
い
た
の
で
、
こ

主
の
土
地
で
の
よ
う
に
小
作
農
民
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
（
あ
る
い
は
奴
　
　
　
う
し
た
意
味
で
土
地
国
有
の
原
則
が
貰
徹
し
て
き
た
」
と
主
張
す
る
か

碑
を
使
っ
て
直
営
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
直
接
的
生
産
者
か
ら
地
　
　
　
と
忠
え
ぼ
、
べ
っ
の
論
者
は
、
　
「
封
連
同
家
が
良
民
Ｈ
農
民
に
租
税
を

　
　
　
　
金
光
淳
「
マ
ル
ク
ス
の
『
ア
ジ
ァ
的
土
地
所
有
形
態
』
と
『
封
建
的
土
地
国
有
制
』
に
関
す
る
諸
閑
題
」
　
一
二
三
　
（
六
七
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
五
号
）

賦
課
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
封
建
国
家
も
そ
の
土
地
所
有
に
お

い
て
白
己
の
分
け
前
を
も
っ
て
い
る
か
ら
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

　
前
者
の
見
解
は
、
国
王
が
全
国
の
土
地
か
ら
租
税
（
田
税
、
つ
ま
り

地
税
）
を
徴
収
で
き
た
か
ら
「
土
地
国
有
制
が
貫
徹
」
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
甚
し
い
混
乱
で
あ
る
。
だ
い
い
ち
租
税
徴
収
権

と
土
地
所
有
権
と
は
、
上
で
み
た
よ
う
に
結
び
つ
げ
え
な
い
別
個
の
も

の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
類
型
の
搾
取
国
家
は
歴
史
発
展
の
相
異
な
る
時

代
に
、
土
地
の
国
家
的
所
有
な
し
に
土
地
か
ら
租
税
を
徴
収
す
る
権
限

を
行
使
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
後
者
の
見
解
も
前
者
の
そ
れ
と
一
脈
杣
通
ず
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
封
建
国
家
が
農
民
に
田
税
を
賦
課
で
き
た
と
い

う
兄
地
か
ら
、
土
地
所
有
の
う
ち
国
有
の
分
け
前
を
も
っ
て
い
る
と
み

な
し
て
い
る
の
て
、
こ
れ
も
土
地
所
有
と
租
税
徴
又
儘
と
を
結
ひ
っ
け

る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
見
脈
は
、
す
べ
て
の
上
部
構
造
と
し
て
の
国
家
椛
力
の

収
奪
行
為
と
、
私
的
土
地
所
有
老
の
搾
取
行
為
と
を
混
同
す
る
も
の
に

す
ぎ
な
い
。

　
（
原
註
）
　
靱
鮮
の
封
建
時
代
の
土
地
所
有
制
度
研
兜
に
「
国
有
制
原

　
　
則
」
を
適
用
し
た
場
合
、
　
『
経
国
大
典
』
の
土
地
関
係
条
狽
を
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
（
六
七
八
）

釈
す
る
う
え
で
如
何
な
る
不
合
理
が
生
ず
る
か
、
に
つ
い
て
は

『
歴
史
科
学
』
　
（
一
九
六
三
年
第
四
号
）
所
載
の
拙
稿
を
参
照
さ

れ
た
い
。
本
稿
は
前
稿
の
続
編
で
あ
る
。




