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六
八

ノ

ノレ

てず

ン

征
服
以
前
の

英
岡
農
業

林

主主
J::t 

茂

人
聞
は
け
だ
し
天
性
進
歩
的
な
動
物
で
あ
る
が
、
外
部
の
刺
戟
も
人
間
の
進
歩
を
う
な
が
す
上
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
働
き
を
な
す
。
狩
猟
生
活
か
ら

農
業
生
活
え
の
移
行
過
程
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
す
く
な
か
ら
ざ
る
役
割
を
演
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
殆
ん
ど
疑
い
が
な
い
。
そ
れ
ら
の
中
で
最
も
軍
要
な
も

の
L

一
つ
は
野
獣
の
漸
減
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
や
が
て
家
畜
飼
養
の
起
原
え
導
い
た
こ
と
L
思
わ
れ
る
o
そ
の
こ
は
人
口
の
増
加
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
人
聞
を
し

て
天
然
生
活
資
源
の
増
殖
に
努
力
さ
ぜ
た
こ
と
ミ
考
え
ら
れ
る
o
か
く
し
て
農
業
は
自
由
選
恨
の
結
果
で
あ
る
と
-
同
時
に
必
要
の
結
果
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の

進
歩
は
自
然
に
対
し
て
一
層
積
極
的
な
生
活
態
度
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

農
業
の
発
達
に
は
三
つ
の
段
階
が
あ
る
。
第
一
は
農
業
が
採
集
及
び
狩
猟
の
仕
事
に
附
随
し
て
営
ま
れ
、
し
た
が
っ
て
粗
放
な
方
式
が
行
わ
れ
た
o
十
な
わ
ち

若
干
の
土
地
面
績
が
耕
作
さ
れ
る
が
、
一
度
作
物
が
収
穫
さ
れ
る
と
直
ち
に
草
地
に
反
さ
れ
る
。
か
L
る
方
式
の
農
業
が
人
類
の
定
住
后
も
引
続
き
行
わ
れ
た
o〉

第
二
に
農
業
は
集
約
的
な
段
階
に
発
達
し
、
お
そ
ら
く
土
地
不
足
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
が
、

J

園
式
農
業
が
開
始
さ
れ
た
。
ナ
な
わ
ち
同
一
の
土
地
が
泥
以
土

を
入
れ
た
り
、
肥
判
明
を
施
し
た
り
し
て
連
年
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
第
三
に
休
閑
及
び
作
物
輸
作
の
意
義
が
知
ら
れ
る
に
至
り
、
更
に
新
な
段
階
に
発
達
し

た
。
手
な
わ
ち
二
園
式
及
び
三
国
式
農
業
が
行
わ
れ
、
耕
地
の
二
分
の
一
叉
は
三
分
の
一
が
毎
年
休
閑
せ
し
め
ら
一
れ
る
に
至
っ
た
。
ノ
ル
マ
シ
の
征
服
以
前
に
お

い
て
、
英
国
の
農
業
は
す
で
に
第
一
、
第
二
の
段
階
な
す
ぎ
て
、
第
三
の
段
階
に
入
っ
て
い
た
o

)
 

4
E
A
 

(
 
E
ロ
ュ
・
肥
料
価
値
を
有
す
る
一
種
の
土
壌
。
多
量
の
石
灰
を
混
入
し
燐
酸
に
富
む
。

三

S
E
mユ
・
自
由
L
E
m同
y
p
α
Z
E
Z
-
等
が
あ
る
。



農
業
が
旧
石
器
時
代
に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
極
め
て
明
白
で
ゐ
る
。
し
か
し
新
石
器
時
代
に
農
業
生
活
の
最
初
の
痕
跡
を
認
め
得
る
や
否
ゃ
を
断
定
す
る

に
は
、
レ
〈
つ
か
の
困
難
が
あ
る
o

こ
の
時
代
に
新
に
英
国
に
渡
来
し
て
来
た
長
頭
民
民
・
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
か
外
穀
物
を
た
づ
さ
え
て
来
た
と
考
う
る
べ
き

若
干
の
根
拠
が
お
る
。
当
時
使
用
さ
れ
た
農
百
六
は
、
木
の
校
合
切
っ
て
尖
端
を
火
に
賠
っ
て
堅
く
し
た
い
わ
ゆ
る
掘
棒
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
o
更
に

新
石
器
時
代
に
お
け
る
農
業
の
存
在
を
支
持
す
る
学
説
に
蓋
然
性
を
与
え
て
い
る
所
の
芙
他
の
用
具
に
は
、
峰
崎
石
を
柄
に
は
め
た
原
始
的
な
鍬
、
鹿
角
で
つ
く
っ

た
鶴
瞬
、
牡
牛
の
一
肩
一
肝
骨
で
つ
く
っ
た
鋤
が
あ
る
o
ま
た
右
製
の
型
一
賦
や
長
さ
一

O
吋
の
鋭
利
な
燐
石
で
つ
く
っ
た
鎌
も
発
見
さ
れ
て
い
る
o
し
か
し
こ
れ
ら
の

用
具
が
、
実
際
に
新
石
器
時
代
に
製
作
さ
れ
旦
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
就
い
て
は
、
明
確
な
証
拠
が
な
い
o
な
貯
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
が
或
は
新
石

器
時
代
上
内
も
後
の
未
開
民
族
の
所
産
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
考
古
学
上
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
ア
ベ
パ
リ
か
ら
石
臼
が
出
土
し
、
叉
ウ
オ

ミ
ニ
ス
タ
1
の
附
近
か
ら
は
、
歯
の
商
に
穀
物
の
設
を
は
さ
ん
だ
頭
蓋
骨
が
発
見
さ
れ
て
い
る
o

し
た
が
っ
て
、
考
古
学
者
の
意
見
が
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
新
石
器
時
代
に
す
で
に
農
業
が
知
ら
れ
て
い
た
と
云
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
可
能
性
の
あ
る
こ
と
の
様
に
忠
わ
れ
る
。
そ
れ
は
心
ろ
ん
粗
放
な

，
も
の
で
あ
っ
て
、
全
〈
狩
猟
や
採
集
の
補
助
と
L
て
営
ま
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
叉
お
そ
ら
く
ぎ
わ
め
て
不
規
則
な
も
の
で
&
め
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
‘

h

吟

か
よ
う
に
新
石
器
時
代
に
就
い
河
は
異
論
も
あ
る
が
、
短
頭
民
院
が
渡
来
し
て
き
た
青
銅
器
時
内
に
お
け
る
農
業
の
存
在
に
就
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。

一
八
六
五
年
に
ヨ

1
グ
シ
ア
の
山
地
で
発
見
さ
れ
た
短
頭
民
族
の
墳
墓
の
中
に
ほ
、
少
量
の
小
麦
の
入
っ
た
壊
わ
れ
た
査
が
包
含
さ
れ
て
い
た
o
叉
青
銅
製
の
農

具
、
た
と
え
ば
斧
・
鍬
・
鶴
崎
及
び
鎌
の
知
き
北
の
も
、
多
く
の
場
所
か
ら
発
掘
さ
れ
て
い
る
一
一
更
に
穀
物
を
挽
く
磨
臼
の
発
見
は
、
完
全
な
証
拠
を
あ
た
え
る

も
の
で
あ
る
0

年
代
の
莫
然
と
し
た
古
代
ウ
エ
州
ズ
の
神
話
に
よ
っ
て
、
ヒ
ユ

1
・
ザ
・
マ
イ
テ
イ
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
る
型
も
、
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
た

ら
し
レ
。
そ
れ
は
最
初
は
人
問
、
特
に
婦
人
に
よ
っ
て
牽
仲
れ
た
ら
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
原
始
時
代
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
筋
肉
労
働
を
負
担
す
る
の
は
婦
人

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

L
青
銅
器
時
代
に
は
一
聯
の
牛
も
使
わ
れ
て
い
た
様
で
あ
る
o

ス
カ
シ
ヂ
十
ピ
ヤ
で
発
見
さ
れ
た
青
銅
器
時
代
の
岩
石
彫
刻
に
は
、

型
を
牽
い
て
い
る
牛
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
ス
カ
ン
ヂ
十
ピ
ヤ
で
あ
り
得
る
こ
と
は
、
す
べ
て
英
国
に
於
い
て
も
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
農
業
が
他

の
一
層
原
始
的
な
経
済
活
動
に
対
し
て
、
二
次
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
し
た
が
っ
て
む
ろ
ん
粗
放
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
o
人
口
が
少
い
た

ノ、
九



七

O 

め
土
地
を
で
き
る
だ
け
集
約
的
に
利
用
す
る
必
要
は
な
く
、
叉
獲
物
に
不
自
由
す
る
こ
と
も
い
ま
だ
殆
ん
ど
な
か
っ
た
ら
し
い
。
集
団
が
社
会
組
織
の
単
位
を
な

し
て
い
た
持
ら
、
農
業
が
洪
同
の
基
盤
の
上
に
色
ま
れ
て
い
た
と
断
定
す
る
こ
と
も
、
き
わ
め
て
妥
当
で
あ
る
。

鉄
器
時
代
は
ブ
リ
ト
シ
人
の
渡
来
と
共
に
始
ま
る
が
、
そ
れ
は
非
常
に
重
要
な
進
歩
を
も
た
ら
し
た
。
青
銅
器
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
鉄
器
が
新
に
用
い
ら
れ
は
じ
め
、
南
部
及
び
南
東
部
に
於
て
は
相
当
の
発
展
が
み
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
ピ
セ
ア
ス
は
紀
元
前
三
五

O
年
乃
至
三

0
0年
に
英
国
会
訪
れ
た
が
、
穀
物
か
ら
ピ
1
ル
が
醸
造
さ
れ
、
小
麦
が
屋
根
の
あ
る
納
屋
で
脱
穀
さ
れ
、
叉
北
部
で
は
燕
麦
の
み
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
事
実
を

指
過
し
て
い
る
o

シ
1
ザ
ー
は
小
麦
畑
が
き
わ
め
て
広
大
で
、
紀
元
前
五
五
年
に
一
二
、

0
0
0人
の
軍
隊
を
二
週
間
養
う
に
足
る
充
分
な
小
麦
が
ウ
エ
ル
マ
ー

で
収
穫
さ
れ
、
叉
紀
元
前
五
四
年
に
外
人
部
隊
及
び
一
、
二

O
O人
の
騎
兵
隊
を
附
属
す
る
四
軍
団
の
為
の
充
分
な
小
麦
を
エ
セ
ツ
グ
ス
か
ら
速
座
に
徴
発
し
た

と
述
べ
て
い
る
。
ヵ
シ
タ
ベ
リ

μ
の
近
く
で
発
見
さ
れ
た
莫
大
も
な
い
数
の
刈
取
鎌
と
際
日
並
に
鉄
製
の
型
頭
と
小
鎌
は
、
シ
1
ザ
1
の
言
葉
が
決
し
て
誇
張

で
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

ケ
ル
ト
人
の
農
業
状
態
に
関
ナ
る
五
口
々
の
知
識
は
、
主
と
し
て
一

O
世
記
の
ハ
ウ
エ
ル
・
ダ
の
法
典
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
o
そ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
荒

蕪
地
・
牧
草
地
及
び
耕
地
の
三
つ
が
あ
っ
て
、
後
者
す
な
わ
ち
耕
地
は
地
条
に
分
割
さ
れ
、
各
地
条
は
八
一
矧
牽
の
型
に
よ
る
一
日
分
の
労
働
量
を
し
め
し
た
o
五

つ
の
地
条
が
各
部
族
員
に
与
え
ら
れ
た
が
、
共
同
型
耕
の
参
加
者
に
は
更
に
多
〈
の
も
の
が
あ
た
え
ら
れ
た
。
耕
作
は
依
然
と
し
て
共
同
で
行
わ
れ
、
何
人
も
絶

対
的
な
所
有
権
を
土
地
の
如
何
な
る
部
分
に
対
し
て
も
持
っ
て
い
る
と
云
う
こ
と
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
各
々
が
良
い
土
地
と
惑
い
土
地
と
が
入
交
っ
た
持
分
を

持
つ
様
に
、
各
人
は
お
そ
ら
く
分
散
し
た
地
条
を
保
有
し
、
叉
地
条
の
適
期
的
な
再
分
配
が
行
わ
れ
て
い
た
様
で
ゐ
る
。
し
か
し
ロ

1

マ
人
の
侵
入
当
時
に
は
、

南
東
部
で
は
♂
す
く
な
〈
も
一
園
式
に
よ
る
集
約
農
業
も
す
で
に
発
生
し
て
い
た
ら
し
い
。

(1) 

巴
E
・時間

=
E
の
附
近
の
め
と
一

2
E
=
に
お
け
る
人
類
の
遺
物
の
発
見
に
よ
っ
て
、
第
三
間
氷
河
期
(
H
O
C
-
き
C
回・の・

1
8・ccc
∞-P)
に
英
国
に
人
類
が

住
λ
で
い
た
こ
と
が
明
で
あ
る
。
当
時
彼
等
は
打
製
石
器
を
使
用
し
て
い
た
の
で
、
考
古
学
者
は
こ
の
一
時
代
を
旧
石
器
時
代

(F-gE庄
の
K
M
m
立

と

呼
ぶ
。

Z
う
♀
ご
『
仙
台
〉

m
p
(
〆A

X
)
{
)

回・め・
1
1
N

・2
5ロ・ゎ・)

形
質
人
類
学
上
の
用
語
。
頭
蓋
骨
の
か
た
ち
が
長
径
を

J

一
O
O
と
し
た
場
合
短
径
が
七
五
以
下
な
る
時
、
こ
れ
を
長
頭
ハ
L
Z
E
2
2司
F
F
5
2
F口開，

(3)(2) 



(7) (6) (5) (4) 

]
富
山
L
え
)
と
云
う
。
こ
k

で
は
イ
ベ
ロ
ア
人
(
同
げ

2
2ロ
)
を
指
す
O

LMm由
UMmamψzor・

k
r
T
E
Z
C
H
〉
吉
岡
ヲ
英
蘭
の
当
E
島
町
。
に
あ
る
村
落
名
。
。

E
王
寺
院
の
遺
祉
が
あ
り
、
白
石
建
造
物
が
あ
る
の
で
著
名
で
あ
る
。

週
日
E
E
E
2
2
者
号
E
E
r
u
F
英
蘭
の
詞
E
佐
官
に
あ
る
玄
号

r
g口
問
ぎ
耳
目
・

頭
蓋
骨
の
か
た
ち
が
長
径
を
一

O
Oと
し
た
場
合
短
径
が
入
五
以
上
な
る
時
は
こ
れ
を
短
頭

(
F
S
Z
S
M
V
E
r
s
z
E
E
L
E
F主
主
)
と
云
う

o
こ

L

で
は
プ
イ

ν人
(
出
口
切
)
を
一
京
寸
。

p
s
z
z
p
(
M
u
g
s
-の・
1
8
0回
-P)
、

可。
H
F
E
E
d司。
E
F
4
2
r岳
山
富
は
英
蘭
北
東
部
の
州
名
。

』F
-
2・
。
百
三

F
E
Z
の
西
部
の
一
地
方
。

出口四
F
A
r
o
富
mvq・
大
カ
男
の
意
。

白
百
}
S
C同
2
2・
腕
に
繋
い
だ
一
聯
(
ツ
ガ
イ
)
の
牛
。

同C
。
r，。
P
同〈山口問・

r
s
k
t
m
o・
(
言
。
出
h
・ikH・0
・
お
}

】

w
ミ
F
S
Z
F吉
田
・
ケ
ル
ト
族
の
一
派
、
長
頭
民
族
。

同M
i
r
s
。
同
玄
白
呂
町
お
(
玄
自
由
己
命
}
・
マ
ル
セ
1

ユ
出
身
の
ギ
リ
シ
ャ
の
航
海
者
に
し
て
地
理
学
者
。

kC2hお
口
令
HHFめ
の
言
え
と
略
同
時
代
で
、
ギ

リ
シ
ャ
人
で
英
国
を
訪
れ
た
最
初
の
入
と
さ
れ
る
。

』己宮∞

P
2
2・
2
2
∞-pyi怠切・
2
そ
の
箸
「
ガ
リ
ア
戦
記
」
(
号
ゲ
の

H
Z
(
U
P
-
-
w
p
U
2
C住
宅
宮
内
号
開
)
は
タ
シ
タ
ス
の
「
ゲ
ル
マ
二
ア
」

(
C
2
E
Eぽ
)
と
並
ん
で
、
中
部
ヨ

1

ロ
ヲ
パ
の
古
代
史
に
関
す
る
こ
大
原
資
料
で
あ
る
。

d

司釦

-
E
2・
英
商
聞
の
南
東
端
に
あ
る
関
⑦
回
目
州
の
東
部
に
忘
る
町
名
。

F
S
H・
英
樹
の
南
西
部
に
あ
る
州
名
。

P
E⑦
同
ゲ
ロ
円
〈
・
英
蘭
の
列
。
回
同
州
℃
あ
っ
た
古
代
都
市
O

F
州
主
∞
。
問
問
。
耳
o
z
u
p
ウ
エ
ル
ズ
王
国
。
当
。
=

U釦
(

m
E
E門
岡
市
町
山
・
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is--
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
週
三
島

C
5
ハ
ウ
エ
ル
ズ
の
法
典
)
の
こ
と
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七

ロ
ー
マ
の
治
刊
で
は
英
国
は
「
北
の
穀
負
」
と
呼
ば
れ
た
o

ヅ
シ
ム
刊
の
記
述
に
よ
る
と
、
紀
元
一
一
一
五
九
年
に
少
〈
も
八

O
O胞
の
船
が
穀
物
を
積
ん
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
陸
え
出
帆
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
o
侵
入
者
で
あ
る
ロ

1

マ
人
の
事
蹟
を
明
に
ナ
る
に
は
、
第
一
に
彼
等
の
農
業
組
織
、
そ
れ
か
ら
第
二
に
彼
等
の
農

業
方
法
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
も
特
色
品
川
あ
る
構
成
単
佼
は
グ
イ
円
で
あ
っ
て
、
そ
の
多
く
は
幹
線
道
路
の
附
近
の
田
舎
町
の
周
聞
に
散
在
し
て
い
た
o
グ
イ
ラ
は
グ
ロ
ウ
ゼ
川
タ
1
州
や

ザ
マ
セ
ッ
ト
ル
に
は
特
に
多
く
存
在
し
、
東
部
ザ
マ
セ
ッ
ト
州
で
は
五
八
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
o
ヴ
イ
ラ
は
ロ
ー
マ
入
叉
は
ロ

1

7
系
プ
リ
ト
パ
人
に
よ
っ

て
所
有
さ
れ
た
大
農
場
で
あ
っ
て
、
そ
の
大
部
分
は
所
有
者
自
身
叉
は
そ
の
管
理
人
の
監
督
の
下
に
奴
隷
労
働
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
た
o
し
か
し
農
場
の
一
部
分
は

コ
ロ
引
に
貸
与
さ
れ
、
彼
等
は
そ
の
代
償
と
し
て
毎
週
一
定
日
数
の
賦
役
を
木
場
に
於
い
て
負
担
し
、
ま
た
農
産
物
や
家
蓄
を
貢
献
し
た
。
ヴ
イ
ラ
に
関
す
る
僅

か
の
知
識
は
英
国
の
資
料
に
も
と
づ
〈
も
の
で
は
な
く
、
ゴ
ー
ル
の
そ
れ
に
由
来
ナ
る
o
グ
イ
ラ
が
中
世
の
マ
ナ
ー
の
唯
一
の
母
体
で
あ
る
と
想
定
す
る
も
の
も

あ
る
が
、
そ
れ
は
ゴ
ー
が
に
就
い
て
は
疑
い
も
な
く
正
し
い
。
し
か
し
後
述
の
如
く
英
国
に
お
い
て
は
茶
他
の
影
響
が
加
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
o
グ
イ
フ
と

は
別
に
ミ
リ
タ
リ
ー
ロ
ニ
ー
が
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
退
役
軍
人
の
団
体
が
住
ん
で
い
た
が
、
彼
等
が
独
立
し
た
自
由
民
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
し
か

し
国
内
の
大
部
分
に
お
い
て
ロ

1

マ
人
は
ケ
ル
ト
人
の
村
落
に
は
子
を
つ
け
ず
に
お
い
た
が
、
そ
の
主
要
な
特
徴
は
租
税
の
徴
収
そ
目
町
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
ハ

ウ
エ
ル
・
ダ
の
法
典
に
一
示
さ
れ
て
い
る
。
更
に
園
内
の
所
々
に
原
住
民
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
粗
放
な
方
法
で
経
営
さ
れ
て
い
た
単
独
農
場
が
若
干
ら
っ
た
様
で
あ

る
o

ロ
ー
マ
人
は
非
常
に
実
際
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
L
め
、
全
国
に
対
し
て
劃
一
的
な
制
度
を
強
い
る
と
云
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
勾

英
国
内
の
農
業
方
法
も
同
様
に
区
々
で
あ
っ
た
o
農
日
六
は
あ
ま
り
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
一
般
に
一
一
度
乃
至
コ
一
度
の
交
叉
型
耕
を
必

要
と
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
c
し
か
し
ロ

1

マ
人
が
牡
牛
を
型
の
牽
引
に
使
回
し
て
い
た
こ
と
は
疑
レ
な
い
。
彼
等
は
小
麦
・
大
麦
・
一
豆
類
・
蚕
豆

一
国
巨
・
甘
監
等
生
栽
培
し
て
い
た
が
、
コ
一
園
式
農
法
も
或
は
彼
等
が
始
め
て
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
一
一
一
国
式
に
よ
っ
て
耕
地
は
ご
一
つ
の
園
場

に
分
割
さ
れ
、
い
つ
れ
の
竿
も
そ
の
一
つ
の
闘
場
に
ば
秋
に
小
麦
が
播
か
れ
、
他
の
国
場
に
は
春
に
大
麦
又
は
燕
麦
が
播
か
れ
、
更
に
第
三
の
圃
場
は
休
閑
さ
せ

ら
れ
た
。
か
く
し
て
耕
地
の
各
部
分
は
一
一
一
年
に
一
度
休
閉
ざ
せ
ら
れ
、
他
の
二
年
間
に
は
具
る
作
物
が
栽
培
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ロ

1

7
人
は
耕
地
の
二
分
の
一



が
休
閑
さ
せ
ら
れ
る
二
園
式
の
時
代
を
十
ぎ
て
コ
一
園
式
の
時
代
に
至
る
や
、
た
だ
に
壮
一
関
の
意
義
を
知
っ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
更
に
輪
作
の
工
夫
を
発
見
し

た
。
す
な
わ
ち
同
じ
小
麦
を
栽
培
す
る
に
も
燕
麦
叉
は
大
麦
の
あ
と
に
栽
培
す
る
場
合
は
、
小
麦
を
二
度
続
け
て
栽
培
す
る
場
合
よ
り
も
地
力
を
減
耗
す
る
こ
と

が
少
い
と
一
玄
う
事
実
を
知
る
に
至
っ
た
。
目
出
灰
土
の
施
与
や
肥
料
の
使
用
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
更
に
ロ
ー
マ
人
は
常
に
相
当
の
土
地
を
牧
草
地
及
び
放
牧
地

と
し
て
残
し
て
お
い
た
。
ミ
リ
タ
リ
・
コ
ロ
ニ
ー
ズ
に
於
い
て
い
か
な
る
農
業
方
法
が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
い
が
、
し
か
し
輪
作
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
は
路
々
確
実
で
あ
る
。
ケ
ル
ト
人
の
村
落
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
地
条
件
に
応
じ
て
集
約
的
叉
は
粗
放
的
農
業
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

単
独
農
場
で
は
最
も
低
度
な
農
業
方
式
が
普
及
し
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ー
マ
人
の
占
領
地
域
で
は
農
業
は
相
当
の
進
歩
を
遂
げ
、
長
百
六
は
な
お
組
末
で
あ

り
叉
国
内
の
大
部
分
は
P

1
マ
人
に
よ
っ
て
殆
ん
ど
干
渉
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
英
国
に
お
け
る
穀
物
の
総
生
産
量
が
増
大
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ロ
ー
マ
人
は

英
国
を
ロ

1

マ
帝
国
内
の
他
の
地
方
に
対
す
る
穀
物
生
産
国
と
み
な
し
て
、
英
国
の
農
業
に
対
し
て
多
大
の
カ
を
尽
し
た
。

ω
紀
元
四
コ
一
年
乃
至
四
一

O
年。

聞

の

E
5
2

。同
H
F
2
2
H
Y

同

NCEEω
・
組
一
元
五
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
の
歴
史
家
で
、
臣
民
《
}
円
可
。
問
問

2
5口
開
自
立

Z
含
耳
M
M
E
S
A
V
K
M
・
己
・
の
著
が
あ
る
o

制
三
一
Z
・

間

2
2
0
2
Z
5
E
2・
英
蘭
の
西
部
に
あ
る
州
名
。

岡

山

山

岳

E
3
3
m
E
B
-
英
蘭
の
南
西
部
に
あ
る
州
名
。

肘

F
s
a
g
s
F吉田・

闘
の
。
-cE・
g-。
出
口
切
の
複
数
で
農
奴
の
意
。

仰
の
き
}
・
北
部
イ
タ
リ
ヤ
・
ブ
ラ

ν
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
・
す
ラ
シ
ダ
・
ス
イ
ス
・
ド
イ
ツ
の
一
部
を
含
ん
だ
古
代
国
家
。

附

E
E
Z
コ
g
r
u
-
2・
2-片
岡
山
々

g
u
z
の
複
数
で
駐
屯
地
の
意
。

川

間

百

凶

拘

-

⑦

『

E
E
P一

仰

の

B
E
E
-
s
m
w
w
U
M叩
・
ロ
ー
マ
人
は
通
常

u
E
Z
E
E
(無
輸
型
)
左
呼
ぶ
軽
い
車
輸
の
な
い
型
・
を
用
い
た
が
、
こ
れ
は
穿
入
力
が
乏
し
い
た
め
軽
い
土

壌
に
お
い
て
さ
え
も
二
度
の
交
叉
型
耕
を
必
要
と

L
た
o

(
戸
。
・
。
。

-EmzvCLELM-zey
冨
3
2・
問
。

E
E
∞Z
E白
血

E
p
o
開国間

F
r

伊
三
、
E
S
F

。H
P
L
凶
器
少
宅

-
M
E
1
8
F
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七
四

。功

二
図
式
に
お
い
て
も
、
そ
の
作
付
地
に
は
通
常
冬
穀
と
春
穀
と
を
半
々
宛
作
付
す
る
か
ら
、
耕
地
の
一
半
に
お
い
て
冬
穀
l
休
閑
!
春
穀
休
閑
な
る

関
係
が
成
立
し
、
休
閣
の
度
数
こ
そ
多
い
が
冬
穀
と
春
穀
と
の
街
環
が
包
含
せ
ら
れ
、
輪
作
の
観
念
が
認
め
ら
れ
る
と
ナ
る
小
松
氏
の
説
は
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
む
し
ろ
三
園
式
の
影
響
と
も
解
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
少
く
も
二
国
式
の
始
滅
的
形
態
と
し
て
冬
穀
叉
は
春
闘
棋
の
み
と
休

閑
の
交
替
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
行
過
ぎ
で
あ
る
o

小
松
芳
喬
「
二
国
農
法
管
見
」
(
「
封
建
英
国
と
そ
の
崩
壊
過
程
」
所
収
)
参
照
。

四

T

Y
グ
ロ
・
サ
グ
シ
の
侵
ね
は
殆
ん
ど
二
世
畑
に
渡
っ
て
継
続
し
、
英
国
の
国
内
に
大
混
乱
を
も
た
J

刊
し
た
が
、
当
時
の
農
業
界
の
情
勢
は
主
と
し
て
レ
グ
チ

テ
ユ
ヂ
ネ
ス
・
シ
川
グ
ラ
ル
ム
・
。
ヘ
ル
ヅ
ナ
ル
ム
と
一
玄
う
十
「
世
紀
の
文
書
及
び
ド
メ
ス
デ
イ
・
プ
ツ
グ
の
如
き
史
料
に
よ
っ
て
推
論
す
る
以
外
に
み
ち
は
な

い
。
ノ
ル
マ

γ
征
服
の
時
代
に
は
英
国
の
農
業
は
マ
十

1
制
度
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
主
た
る
特
徴
は
各
自
若
干
の
土
地
を
保
有
し
つ
L

マ
十
ー

の
領
主
に
隷
属
し
て
い
る
住
民
に
よ
っ
て
土
地
が
三
国
式
に
依
り
耕
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
o

マ
十

1
制
度
の
起
源
は
か
な
り
議
論
の
あ
る
問
題
で
あ
る
o

一
方
に
お
い
て
ロ

1

7
訟
は
ロ
ー
マ
の
グ
イ
ラ
と
中
世
の
マ
ナ
ー
と
の
聞
に
明
か
な
連
続
が
あ
る
と
亨
え
て
い
る
o

他
方
に
お
い
て
チ
ユ

1
ト
シ
誌
は
マ
ナ
ー
は

ず
イ
ラ
で
は
な
く
、
ア
ジ
グ
廿
・
サ
グ
ソ

ν
の
自
由
村
務
共
・
同
体
凡
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
前
の
学
説
は
ア
シ
グ
ロ
・
サ
グ
ソ
U
J

の
侵
入
者

，
は
単
に
ロ
ー
マ
人
に
取
っ
て
代
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
英
国
の
農
民
の
地
位
は
奴
隷
か
ら
農
奴
え
と
向
上
し
た
も
の
と
考
え
る
。
こ
れ
に
反
し
後
の
学
説

は
ア
シ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
シ
の
侵
入
者
は
彼
等
自
身
の
農
業
組
織
を
英
国
に
お
い
て
再
現
し
、
し
た
が
っ

τ農
民
の
地
位
は
自
由
民
か
ら
農
奴
え
と
転
落
し
た
も
の

と
み
な
す
。
こ
の
点
が
論
争
の
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
か
ら
、
，
対
立
す
る
両
者
の
議
論
が
次
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
レ
。

さ
て
ロ

I
Z肌
は
チ
ユ

1
ト
内
の
侵
入
者
は
破
壊
の
た
め
で
は
な
〈
利
益
を
得
る
た
だ
ド
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
支
配
階
級
の
地
位
に
立
っ
た
と

考
え
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
紀
元
一
位
紀
の
ゲ
ル
マ
シ
人
に
関
す
る
タ
シ
タ
マ
へ
の
調
査
は
彼
等
の
間
に
一
一
酋
長
と
奴
隷
の
両
方
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
が
、
か
L

る
階
級
分
化
は
紀
元
五
世
紀
頃
に
は
一
層
強
ま
つ
戸
と
苧
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
は
侵
入
者
が
ロ
ー
マ
人
に
取
っ
て
代
る
こ
と
を
容
易
な
ら
し
め

た
で
あ
ろ
う
と
主
張
さ
れ
る
。
フ
リ
ー
ス
ラ
シ
ド
や
ユ

1
ト
ラ
y
ド
で
は
紅
一
冗
五
枇
記
に
ア
シ
グ
ロ
・
ザ
グ
ソ
シ
一
は
一
般
に
一
園
式
を
踏
襲
し
て
現
代
に
及
ん
で

い
る
以
上
、
三
国
式
が
ア
シ
グ
ロ
・
サ
グ
ソ
シ
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
と
云
う
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
実
な
ロ

1

7
人
の



占
領
に
由
来
す
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
o
独
逸
や
北
仏
蘭
凶
の
マ
十
ー
が
直
接
ロ

1

マ
人
の
占
領
に
由
来
ナ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
同
じ
原
理
は

英
国
に
就
い
て
も
正
当
に
ち
が
い
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。
記
録
上
の
証
拠
が
同
じ
結
論
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
マ
ナ

1
制
度
の
明
確
な
存
在
は
ド
メ
ス
デ

イ
ブ
ツ
グ
や
レ
グ
チ
テ
旦
ヂ
、
不
ス
・
シ

Y
グ
ラ
ル
ム
・
ベ
ル
、
ソ
ナ
ル
ム
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
だ
け
で
な
〈
、
六
世
紀
及
び
七
世
紀
の
記
録
に
お
レ
て
も
同
様
に

見
出
さ
れ
る
が
、
マ
十
ー
が
五
世
田
叫
か
ら
六
世
紀
の
間
に
突
如
発
生
し
た
と
云
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
向
、
そ
れ
は
ロ

1

マ
人
の
占
領
に
も
と
つ
〈
に
ち
が
い

な
い
と
主
張
さ
れ
る
。
最
後
に
分
割
の
権
利
は
自
由
保
有
と
の
み
結
合
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
グ
イ
レ
内
の
保
有
す
る
耕
地
の
不
可
分
は
保
有
地
の
奴
隷
的
起

原
を
一
部
す
明
白
な
証
拠
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。

チ
ユ

1
ト
シ
説
は
こ
れ
に
反
し
新
来
者
は
自
由
な
武
人
の
団
体
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
ロ
ー
マ
文
明
の
あ
ら
ゆ
る
残
骸
を
破
壊
し
て
自
由
共
同
社
会
を
か
た
ち
づ

ー
く
っ
た
と
考
え
る
o
英
国
は
一
度
の
戦
闘
で
は
な
〈
一
五

O
年
も
つ
Y

い
た
長
レ
戦
争
の
過
程
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
お
い
て
原
住

民
は
或
は
絶
滅
せ
ら
れ
或
は
山
地
に
逐
払
は
れ
た
と
、
述
べ
ら
れ
る
。
英
国
は
ロ

1

マ
帝
国
の
縁
辺
に
位
し
て
い
た
か
ら
、
ロ
ー
マ
文
明
が
探
く
根
を
下
す
こ
と
は

不
可
能
で
あ
っ
た
と
一
五
う
意
見
が
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
ロ
ー
マ
の
法
律
・
言
語
・
宗
教
が
後
代
に
伝
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
英
国
の
慣
習
法
に
は
ロ
ー

マ
の
影
響
が
殆
ん
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
英
語
の
中
に
は
ロ

1

マ
の
き
一
ロ
葉
が
殆
ん
ど
入
っ
て
い
な
い
こ
と
、
更
に
一
五

O
年
の
閉
チ
ユ

1
ト
シ
人
が
具
教
徒
で
あ

っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ア
シ
グ
ロ
・
サ
タ
ソ
シ
の
記
録
、
か
グ
イ
ラ
の
存
続
を
証
明
ナ
る
と
云
う
暗
躍
肢
は
、
ド
メ
ス
デ
ゾ
・
プ
ツ
グ
に
お
い
で
す
ら
そ
の
内
容

が
劃
一
で
は
、
尽
く
種
々
で
み
め
る
と
云
う
理
由
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。
一
方
で
は
グ
ラ
シ
チ
ェ
ス
夕
日
の
如
く
、
デ
1

y
枠
内
に
起
原
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
確

実
で
わ
し
か
も
な
ん
ら
マ
ナ
1
制
度
の
痕
跡
が
な
い
若
干
の
自
由
村
落
の
存
在
が
指
適
さ
れ
る
。
他
方
で
は
相
当
数
の
自
由
民
を
包
含
す
る
マ
十
1
の
存
在
が
指

適
さ
れ
、
か
L

る
マ
十

1
の
存
在
は
本
来
の
自
由
を
想
定
ナ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
説
明
さ
れ
得
る
と
、
主
張
さ
れ
る
o
更
に
グ
イ
レ
シ
の
保
有
地
の
事
実
上
の
均

等
が
奴
隷
的
起
原
を
証
明
す
る
と
云
う
説
は
、
実
際
は
多
〈
の
自
由
保
有
地
が
家
族
的
原
因
で
分
割
さ
れ
な
か
っ
た
と
云
う
理
由
で
否
定
さ
れ
る
o
な
お
若
干
の

人
格
的
自
由
及
び
法
律
上
の
権
利
を
持
っ
て
い
た
コ
ロ
エ
と
そ
れ
を
全
〈
も
た
な
か
っ
た
ず
イ
レ
シ
と
の
間
に
は
相
違
が
あ
る
主
さ
れ
、
叉
三
闘
式
は
数
世
紀
に

渉
る
自
然
的
発
達
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

仙

〉

国

間

T
Y
F
H
E
E
d
2
3
5・
(
K
J

・C
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主唱
i
l〕

同

F
2山
吉
会
問
。
初
旬
誤
認
Z
E
E
E
H
M
3
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8
2
5
E・
国
2
司
踊
纂
の
〉
田
氏
。
E
F
2
5
2
L
Z
m
Z
E
2・
MM・お
H

に
印
行
さ
れ
て
い
る
。
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沿
岸
諸
国
を
掠
奪
し
て
レ
た
北
方
民
族
で
、
紀
元
九
世
紀
か
ら
一

O
世
紀
に

か
け
て
屡
々
英
蘭
の
北
部
及
び
北
東
部
に
侵
入
し
た
。
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五

実
際
に
お
レ
て
こ
れ
ら
両
説
の
各
々
の
極
端
な
る
主
張
者
以
「
い
づ
れ
も
過
度
の
単
純
化
を
敢
え
℃
す
る
こ
と
に
よ
円
て
、
け
だ
し
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
一

般
的
な
公
式
を
求
め
た
り
い
英
国
を
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
背
後
に
一
つ
の
原
因
が
存
在
す
る
単
一
体
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
o
ア
シ
グ
て
サ
グ
ソ
シ
時
代
の
英
国
の

本
質
は
そ
の

P

1
カ
リ
ズ
何
に
ゐ
る
。
異
る
原
因
が
国
内
の
異
る
地
方
に
お
い
て
異
る
様
に
作
用
心
得
る
し
、
発
展
の
速
度
も
臭
っ
て
い
る
。
証
拠
不
充
分
の

根
本
的
な
理
由
は
、
一
つ
の
型
に
は
ま
っ
た
農
業
組
織
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
マ
ナ

1
制
度
に
向
う

J

般
的
な
傾
向
の
み
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
o

或
場
合
に
は
ア

シ
グ
ロ
・
サ
グ
ソ
シ
の
侵
入
者
は
逃
去
っ
た
ロ
ー
マ
人
に
取
っ
て
代
り
、
一
ニ
図
式
を
継
承
し
た
で
あ
ろ
う
o
他
の
場
合
に
は
ア
シ
グ
ロ
・
サ
グ
ゾ
シ
は
ロ
ー
マ
文

明
の
あ
ら
ゆ
る
残
痕
を
破
壊
し
て
、
自
由
民
よ
り
な
る
ゲ
ル
マ
シ
人
の
共
同
社
会
司
令
一
再
現
し
、
各
々
の
家
族
は
一
ハ
イ
ド
す
な
わ
ち
約
一
二

O
エ
ー
カ
ー
を
あ
た

え
ら
れ
た
で
あ
ろ

k
o
も
し
当
時
行
か
れ
て
い
た
農
業
の
方
法
が
一
国
式
に
拠
っ
て
レ
た
と
す
れ
ば
、
二
園
式
及
び
三
国
式
え
の
発
達
は
実
際
上
の
経
験
か
ら
生

れ
出
た
自
然
的
改
良
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
o
叉
ア
ジ
グ
ロ
・
サ
グ
ソ
ン
は
時
に
は
奴
隷
を
伴
っ
て
来
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
の
場
合
に
は
マ
十

1
の
社
会
構
造
と

類
似
し
た
も
の
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
o
し
か
し
多
く
の
自
由
村
落
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
か
〈
も
多
数
の
移
住

民
が
い
か
に
し
て
ノ
ル
マ
ン
征
服
の
時
代
ま
で
に
、
彼
等
の
独
立
の
多
く
を
失
っ
た
か
の
説
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ジ
グ
ロ
・
サ
グ
ソ
シ
の
侵
入

か
ら
/
ル
マ
シ
征
服
に
至
る
ま
で
の
五
世
紀
間
に
予
充
分
満
足
の
ゆ
〈
説
明
を
あ
た
え
得
る
数
多
〈
の
因
子
が
存
在
す
る
o

第
一
に
重
要
な
因
子
は
ア
シ
グ
ロ
・
サ
グ
ソ

Y
時
代
位
通
じ
て
の
中
央
政
府
の
弱
体
で
あ
っ
た
。
混
甜
し
た
社
会
状
態
の
下
で
は
国
王
が
広
範
囲
の
治
安
を
維

持
ナ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
地
方
分
権
が
そ
の
時
代
凶
社
会
秩
序
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
o

こ
の
傾
向
に
は
二
つ
の
面
が
あ
る
。
一
方
で
は

国
王
は
教
会
叉
は
俗
人
の
権
力
者
に
対
し
て
、
領
土
の
一
部
分
に
領
主
取
の
認
可
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
場
合
国
王
出
彼
の
王
権
を
譲
渡
し
た
の
で
、
人
民
の
大

部
分
は
国
王
裁
判
所
よ
り
も
む
し
ろ
領
主
の
私
的
裁
判
所
に
服
属
す
る
結
果
左
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
農
奴
た
る
身
分
の
別
断
の
標
準
と
な
る
一
要
素
で
あ
る
。
他

方
で
は
遠
方
の
国
王
か
ら
直
接
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
弱
少
の
輩
は
、
自
分
自
身
を
誰
か
地
方
の
領
主
に
托
駅
ナ
る
必
要
を
認
め
た
。
か
ぐ
し
て
彼
は

そ
の
保
護
者
の
家
来
と
な
っ
た
が
、
理
論
的
に
は
兎
も
角
も
自
由
保
有
者
の
地
位
に
と
ピ
ま
っ
た
。
し
か
し
領
主
権
の
認
可
と
何
人
も
領
主
を
持
た
ざ
る
べ
か
ら

ず
と
宣
言
し
た
ア
ゼ
ル
ス
タ
引
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
托
身
の
実
行
と
は
、
相
待
っ
て
人
民
の
大
多
数
の
地
位
を
低
下
さ
せ
、
や
が
て
村
氏
の
土
地
に
対
す
る
権

七
七



七
八

利
は
領
主
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
、
領
主
は
そ
の
代
償
と
し
て
賦
役
を
徴
発
し
裁
判
を
強
行
し
う
る
に
至
つ
ん
は
0

所
謂
経
済
的
封
建
制
度
は
こ
の
二
、

つ
の
要
素
に
よ
っ
て
成
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
デ
1

y
族
侵
入
の
混
乱
時
代
に
出
特
に
重
要
な
意
義
を
持
っ
た
。
権
力
は
ど
こ
か
一
点
に
集
中
さ
れ

る
と
一
斉
う
様
な
こ
と
は
な
く
、
分
散
さ
れ
多
〈
の
領
主
に
分
配
さ
れ
た
o
政
治
は
中
央
政
府
の
手
を
醗
れ
て
、
勢
力
の
大
な
る
個
人
の
子
に
掌
握
さ
れ
た
。

次
に
ア
ジ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
シ
時
代
に
お
け
る
課
税
の
重
圧
は
、
社
会
を
し
て
同
じ
方
向
に
向
わ
し
め
た
所
の
一
因
子
で
φ

め
っ
た
。
こ
れ
は
デ
l

y
族
の
侵
入
が

開
始
さ
れ
た
当
時
に
お
い
て
は
特
に
重
要
で
あ
っ
て
、
メ
1
ト
ラ

y
ド
は
そ
れ
を
重
視
す
る
余
り
、
マ
ナ

1
制
度
発
生
の
す
べ
て
の
原
因
を
そ
れ
に
帰
せ
し
め
て

い
る
程
で
あ
る
。
彼
は
マ
十

1

・
ハ
ウ
ス
を
デ
1
ν
ゲ
ル
ト
を
徴
集
す
る
た
め
の
本
拠
と
み
な
し
、
叉
領
主
の
権
FA
は
彼
が
必
要
金
額
調
達
の
責
任
を
引
受
け
る

こ
と
自
体
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
た
。
こ
れ
は
厳
密
に
い
っ
て
正
確
で
は
な
い
が
、
し
か
し
課
税
が
人
民
の
大
部
分
の
地
位
の
低
下
が
7

も
た
ら
し
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。
租
税
徴
集
者
の
要
求
に
応
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
は
、
誰
か
地
方
の
富
者
か
ら
借
金
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
適
時
的
彼
等
に
借
金
の
返
済

を
期
待
ず
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
o

一
一
極
の
永
久
的
な
抵
当
権
が
彼
等
の
土
地
の
上
に
設
定
せ
ら
れ
、
借
金
の
貸
手
が
そ
の
土
地
の
事
実
上
の
地
主
と
な
り
、

そ
の
結
果
か
つ
て
の
自
由
保
有
者
は
借
地
継
続
の
代
償
と
し
て
賦
役
を
呈
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
〈
な
っ
た
。
経
済
上
の
力
た
と
え
ば
凶
作
の
連
続
の
如
き
が
、

愛
乏
な
自
由
民
を
ま
ず
ま
ず
逼
迫
さ
せ
る
と
一
去
っ
た
場
合
が
少
く
な
か
口
た
が
、
そ
れ
ら
の
場
合
に
は
課
税
の
重
圧
が
富
裕
層
に
対
し
て
一
段
と
ι

有
利
に
働
い
た

こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
更
に
デ
l

y
族
の
破
壊
及
び
ア
シ
グ
ロ
・
サ
グ
ソ
シ
の
刑
法
の
過
酷
は
と
も
に
、
比
較
的
小
さ
な
土
地
保
有
者
の
経
済
的
安
定
に
対

し
て
極
め
て
著
し
い
被
害
を
あ
た
え
た
附
加
的
因
子
で
あ
っ
た
。

最
後
に
ア
シ
グ
ロ
・
サ
グ
ソ
シ
時
代
に
軍
事
階
級
の
発
生
が
為
っ
た
が
、
そ
れ
は
デ
1

ン
族
侵
入
の
当
時
に
は
特
に
重
要
な
意
義
を
持
っ
た
o
ア
シ
グ
ロ
・
サ
グ
ソ

ン
の
国
民
軍
は
敢
然
と
し
て
こ
の
外
敵
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
職
業
的
な
軍
人
が
発
生
す
る
に
至
っ
た
。
職
業
的
軍
人
で
あ
る
ゼ

1

y
は
貨
幣

で
報
酬
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
国
王
は
そ
の
服
役
の
代
償
と
し
て
通
常
五
ハ
イ
ド
の
土
地
を
彼
等
に
あ
た
え
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
か
〈

し
て
人
民
の
大
部
分
は
戦
う
必
要
が
な
く
な
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
義
務
を
免
が
れ
た
代
償
と
し
て
、
彼
等
は
ゼ
1
v
J
に
対
し
て
貢
物
や
賦
役
の
か
た
ち
で
償
い

を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
o
叉
ゼ

1

y
は
勢
力
が
あ
っ
た
の
で
、
前
述
の
如
く
保
護
を
受
け
る
た
め
に
近
く
の
勢
力
者
に
托
身
す
る
こ
と
を
必
要
と
感
じ

た
弱
者
を
誘
引
し
た
o
更
に
ア
シ
グ
ロ
・
サ
グ
ソ
シ
の
国
王
も
通
常
ゼ

1

y
に
好
意
を
よ
せ
、
そ
の
結
果
彼
等
は
中
央
政
府
の
代
理
者
と
目
さ
れ
て
、
地
方
に
お

け
る
秩
序
維
持
の
責
任
者
た
ら
し
め
ら
れ
、
自
然
前
述
の
領
主
権
が
あ
た
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
o

か
く
し
て
土
地
の
上
で
労
働
す
る
人
々
と
戦
を
す
る
人
々
と
の



間
に
明
確
な
区
別
が
生
じ
、
時
の
経
過
と
と
も
に
後
者
の
み
が
自
由
民
と
考
え
ら
れ
、
彼
等
を
扶
養
す
る
こ
と
が
前
者
の
義
務
と
な
る
に
至
っ
た
。

ω
ロ
1

マ
説
に
し
ろ
チ
ユ

1
ト
シ
説
に
し
ろ
古
典
的
学
説
は
、
い
づ
れ
も
一
部
を
以
て
全
体
な
推
寸
と
こ
ろ
に
誤
り
が
あ
る
o

今
世
紀
に
入
っ
て
夫
々

の
地
方
に
関
す
る
実
証
的
研
究
が
勃
興
す
る
に
及
び
、
幾
多
の
例
外
が
発
見
せ
ら
れ
、
い
ず
つ
れ
の
説
も
無
条
件
で
は
支
持
し
難
き
こ
と
が
明
か
に
な
っ

た
。
小
松
芳
喬
「
マ
十
研
究
史
概
要
」
(
「
封
建
英
国
と
そ
の
崩
壊
過
程
」
所
収
)
参
照
。

-23rms-
地
方
主
義
。

ハ
シ
ド
レ
ツ
ト

メ
1
ト
ラ
シ
ド
は
ア
シ
グ
ロ
・
サ
グ
ソ

Y
は
そ
の
本
国
に
お
け
る
軍
隊
制
度
す
な
わ
ち
百
人
組
に
よ
っ
て
征
服
地
を
割
当
て
、
自
由
民
(
家
長
)
は
す

べ
て
一
律
に
一
ハ
イ
ド
す
な
わ
も
耕
地
一
二

O
エ
ー
カ
ー
を
与
え
ら
れ
た
と
な
す
。
し
か
し
ハ
イ
ド
は
必
ず
し
も
一
二

O
エ
ー
カ
ー
と
限
ら
ず
、
小
さ

な
ハ
イ
ド
は
一
二

O
エ
ー
カ
ー
に
す
ぎ
ぬ
も
の
も
あ
っ
た
。
明
・

4
・
豆
急
-
S
F
己

CE唱
え
ミ
回
g
r
s
L
F
右
足

(HCMH)
宅
-
u
s
l
u
q
c
及
び
野

村
兼
太
郎
「
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
」
(
改
造
社
・
経
演
学
会
集
第
二
十
九
巻
「
各
国
経
済
史
」
所
収
)
司
・

8
参
照
。

LAWの
ゆ
回

z
d
ロ
ωm昨
日
。
国

F
f
M
O
C
E
ω
}
〕

Z
Z
L宣
言
y

領
主
権
の
認
可
は
特
許
状
の
付
与

F(rgr吉
岡
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。

同

V
E
E
Z
。。
z
Z
2
-
E
E
E戸内々
の。
E-Y

2
5
E
g合
A
U
P

単
に
社
会
的
に
下
位
に
位
す
る
困
窮
し
た
人
々
が
そ
の
保
護
者
と
の
聞
に
結
ぶ
関
係
の
み
な
ら
ず
、
武
士
階
級
が
そ
の
主
君
と
の

聞
に
結
ぶ
関
係
す
な
わ
ち
臣
従
の
意
を
含
む
。
矢
口
・
前
掲
書
匂

-
S
参
照
。

kpFro-ωg出

(SUlHC¥凶
吋
ま
ど
・
ア
シ
グ
ロ
・
サ
グ
ソ
シ
時
代
の
英
蘭
王
で
ア
ル
フ
レ
タ
ト
大
王
の
孫
に
あ
た
る

o

当
時
「
裁
判
は
大
き
な
儲
け
口
」
{
目
指
E
E
S
E
-
Z
5
2
Z
E
2
二
E
Z
E
)
と
一
五
わ
れ
、
賦
役
の
徴
発
と
並
ん
で
領
主
の
重
要
な
財
源
の
一
つ
で
あ

っ
た
o

C

・
C
・
の
。
己
Z
F
露。
&
2函
』
〈
告
白
問
。

-iHU

『円。
ι
h
z鳥
羽
目
白
Z
E
宮
E
E
E
-
G
¥
N∞
5
8
l
H
N
¥
s
s
c
ε

英
国
の
法
制
史
家
に
し
て
教
育
象
。

E
8
2
F
5・
荘
園
の
領
主
邸
。

巴

8
0明
記
・
ヨ
F
F
O
L
戸

s
g
l
H
C
H品
)
が
デ

I
Y族
を
買
収
す
る
基
金
を
得
る
た
め
に
、
各
ハ
イ
ド
に
二
志
づ
L
課
し
た
税
金
で
、
英
国
に
お
け
る

最
初
の
貨
幣
租
税
で
あ
る
と
一
広
わ
れ
る

o
当
初
は
戦
時
特
別
税
と
し
て
の
臨
時
的
性
質
を
持
っ
て
い
た
が
の
自
口
言
(
志

+
l
ロ
¥
H
M
E
U企
玉
の
時
代

以
後
恒
久
的
土
地
税
と
化
し
、
ノ
ル
マ
シ
征
服
後
一
二
世
紀
の
後
半
ま
で
存
続
し
た
o

p
o
m
z
Z
F
2
5・
己
居
間
口
に
は
国
王
に
直
接
奉
仕
す
る

E目
白

.aHrmロ
の
外
に
領
主
教
会
等
に
属
す
る

H
2
m
a
p
aロ
が
あ
っ
た
。

(3) (2) (7) (6) (5) (4) (9) (8) (鈎 (11)(10) (13) 

七

九



A 
O 

-'-・
ノ¥

以
上
の
如
き
径
路
を
経
て
マ
ナ

1
制
度
と
き
わ
め
て
類
似
し
た
も
の
が
ア
シ
グ
ロ
・
サ
グ
ソ
ン
時
代
に
成
立
し
、
四
つ
の
主
要
な
階
級
が
発
生
し
た
。
第
一
は

ゼ

l

y
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
自
由
民
で
軍
役
に
従
事
し
、
道
路
や
橋
梁
の
保
全
に
対
し
て
責
任
を
負
い
、
中
世
の
領
主
に
き
わ
め
て
類
似
し
た
存
在
で
あ
っ
た
o

第
二
は
ゲ
ニ

1
hで
あ
っ
て
、
彼
等
は
身
分
的
に
自
由
で
あ
っ
た
が
土
地
合
保
有
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
領
庄
の
た
め
に
運
送
・
収
穫
・
種
蒔
等
の
賦
役
を
負
担

し
、
中
世
の
自
由
民
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
o
第
三
は
三

O
エ
ー
カ
ー
の
土
地
を
保
有
す
る
不
自
由
民
の
ゲ
ブ
ー
ル
で
ら
つ
で
、
彼
等
は
か
な
り
の
量
の
賦
役
の
呈
供

を
強
制
さ
れ
、
そ
の
数
が
き
わ
め
て
多
く
、
マ
十

1
の
グ
イ
レ
シ
に
酷
似
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
第
四
は
コ
ツ
ト
セ
ッ
ト
ラ
1
で
為
つ
で
、
彼
等
は
五
エ
ー
カ
ー

の
土
地
を
保
有
し
、
毎
週
一
日
及
び
以
穫
時
に
=
一
日
賦
役
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
中
世
の
コ
ツ
タ
1
に
相
当
す
る
階
級
で
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
外
に
む
ろ
ん

少
数
の
奴
隷
が
存
在
し
た
。

し
か
し
レ
グ
チ
テ
ユ
ヂ
ネ
ス
・
シ

ν
グ
ラ
ル
ム
・
。
ヘ
ル
ゾ
ナ
ル
ム
及
び
ド
メ
ス
デ
イ
・
ブ
ッ
ク
の
い
づ
れ
を
み
て
も
、
農
業
組
織
が
決
し
て
一
様
で
な
か
っ
た

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ケ
ル
ト
人
の
村
落
や
単
独
農
場
も
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
o
し
か
し
ノ
ル
マ
シ
征
服
以
前
に
お
い
て
も
、
か
な
り
の
発
展

が
中
世
の
所
謂
マ
十

1
制
度
の
方
向
に
な
さ
れ
て
い
た
o

新
来
者
で
あ
る
ノ
ル
マ
シ
人
の
役
割
は
、
マ
十

1
制
度
を
し
て
一
層
組
織
的
且
均
一
的
な
ら
し
め
た
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

(5) (4) (3) (2) (1) 
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p
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げ
=
円
・

の
C
H
m
O
2
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-
。吋・

2
2
2
2
2
2
2・
小
屋
住
農

マ
ナ

1
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
は
∞
町
ざ
吉
田
時

E
C戸‘
H
4
5

の
さ
ま
r
。同

p
o
冨
自
主
宅
・
N
H
M
l
M
U
日
・
及
び
開
・
口
同
協
c
p

】
凶

Z
E
E
-今

百
三
。
ミ
え
何
回

mrz-F
署
-
H

出
・
な
参
照
。
叉
こ
れ
と
表
一
一
表
を
な
す
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
は
月
忌

-
g
g
z
p
↓rO

5
2
Pロ
さ
弓
丸
阿
国
間

-
z
r
F
E丘一
E
F
H
C
U
N

及
び

0
・の

-
U
E間
-
z
d
E
Zミ
E
E
P
Z
z
o
m門
白

色

何

回

mcmyFZL弘
一
明
言
(
開
。
c
P

E
E
-
-
H
2・
云

2
・
3
3
)
よ
な
参
照
。


