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ザ
ミ

i
ン
ダ
i
ル
・

~ì 

植
民
地
・

そ
れ
ら

三一一義の

る
。
怠
は
こ
の
問
題
、
役
十
八
紀
後
議
か
ら
十
九
世
紀
初
調
の
イ
ン

ザブイ

1
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

へ
の
試
論

i
l

し

き

い
は
後
進
悶
・

菌
-

挺
下
に
お
か
れ
た
持
点
℃

ロ
I可

稔

品

の
社
会
経
済
史
研
究
に
お
い
て
、

の
ひ
と
つ
は
、

の
態
様
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
発
膝
段
階
を
確
定
す
る
こ
と
に
あ

こ
っ
パ

v
t
v
L
 

の
論
説
会
}
発
表
し

こ
れ
ら
は
と
も

て
か
ら
後
の

す
れ
ば
個
別
的
事
態
の
詮
索
に
終
始
し
が
ち
で

既
誌
の

の
自
己
批
部
刊
を
迫
る

へ
の
展
望
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
変
た
悲
が
稚
拙
な
作
業
会
蛤
め

う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
粗
野
な
も
の
で
も
全
体
像
講
成
へ
の

試
み
な
し
て
お
く
こ
と
は
、

し
て
二
十
年
に
ふ
た
な
い
日
本
の
南
ア
ジ
ア

の
現
状
か
ら
み
て
必
、
ず
し
も
無
意
味
で
は
な
い
。
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ザ
ミ

l
γ
ダ
l
ル
・
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

小
稿
は
私
の
見
解
の
う
ち
表
題
に
関
す
る
部
分
を
、
近
年
の
語
研
究
や
そ
の
後
に
求
め
え
た
資
料
に
も
と
づ
い
て
再
検
討
し
、
併
せ
て

若
干
の
仮
説
の
提
示
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

植
民
地
支
配
成
立
期
に
お
け
る
イ
ン
ド
東
部
地
方
の
社
会
構
成
研
究
に
お
い
て
、

ま
ず
私
自
身
の
採
用
し
た
資
料
と
方
法
か
ら
略
述

し
て
お
き
た
い
。

十
八
世
紀
後
期
の
同
地
方
は
、
経
済
的
に
は
主
に
自
家
需
要
充
足
を
目
的
と
す
る
農
業
生
産
が
優
勢
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
土
地
を
め
ぐ

る
諸
権
益
を
軸
と
し
て
政
治
的
・
社
会
的
諸
関
係
が
形
成
・
展
開
さ
れ
る
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
。
棉
花
や
タ
バ
コ
の
よ
う
な
商
品
作
物

の
栽
培
が
広
汎
に
み
ら
れ
(
拙
稿
三
)
、

い
わ
ゆ
る
閉
鎖
的
・
自
給
自
足
的
な

「
村
落
共
同
体
」

が
支
配
的
な
社
会
経
済
の
あ
り
方
で
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
商
品
生
産
を
基
軸
と
す
る
諸
関
係
が
優
勢
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
後
者
の
関
係
が
前
者
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の
関
係
を
解
体
せ
し
め
つ
つ
あ
一
る
途
上
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
状
態
の
分
析
結
果
を
、
土
地
所
有
関
係
、
権
力
構
造
の
そ
他
の
視
角
か
ら
整
序
し
、

ひ
と
つ
の
社
会
構
成
体
の
像
を
提
示
す
る
た

め
に
は
、
資
料
と
そ
の
然
る
べ
き
操
作
が
必
要
で
あ
る
o

イ
ン
ド
植
民
地
時
代
初
期
の
農
制
史
資
料
と
し
て
既
往
の
研
究
が
依
拠
し
て
き

た
の
は
、

植
民
地
政
府
に
よ
る
土
地
所
有
権
者
1
地
租
納
入
義
務
者
の
確
定
と
そ
の
地
租
額
決
定
の
た
め
の
作
業
こ
れ
を

H
Z己

F
E
E
M
m
E
¥
扇町〈

2
5
ω
叩丘四
B
Sべ
と
い
う
l
の
過
程
で
書
か
れ
た
行
政
文
書
が
主
で
あ
り
、
従
っ
て
記
述
内
容
は
も
っ
ぱ
ら
租
税

法
的
観
点
か
ら
す
る
土
地
諸
権
益
の
説
明
を
中
心
と
す
る
o

そ
し
て
植
民
地
行
政
官
の
学
問
と
し
て
始
ま
っ
た
イ
γ
ド
植
民
地
時
代
の
土

地
制
度
研
究
が
、
総
体
と
し
て
は
、
以
上
の
観
点
を
克
服
し
新
た
な
展
望
を
拓
く
論
理
を
見
出
さ
ず
に
今
日
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
改
め

て
説
く
ま
で
も
な
い
。



私
の
従
来
の
資
料
分
析
の
手
法
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
o

つ
ま
り
行
政
資
料
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
他
の
資
料
の
記
述
内
容
を
、

付
直
接
生
産
者
に
関
係
す
る
事
象
ー
ー
ー
そ
の
土
地
に
対
す
る
権
益
、
生
産
労
働
の
た
め
の
諸
条
件
と
の
関
係
な
ど
ー
ー
と
、
同
直
接

生
産
者
の
剰
余
生
産
物
収
取
者
に
関
係
す
る
事
象
|
|
』
そ
の
土
地
・
生
産
物
に
対
す
る
権
益
、
収
取
様
式
、
直
接
生
産
者
に
対
す
る
支
配

諸
制
度
と
に
い
ち
お
う
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
る
諸
事
実
を
、
極
め
て
初
歩
的
な
論
理
操
作
で
関
連
づ
け
て
考
え
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

(
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
社
会
階
層
が
二
つ
に
裁
然
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
資
料
の
読
み
方
の
問

題
で
あ
る
o

)

し
か
し
か
か
る
手
法
は
結
局
の
所
、
異
な
っ
た
資
料
に
同
一
の
操
作
を
繰
り
返
し
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
を
量
的

に
拡
大
さ
せ
る
だ
け
に
終
る
危
険
が
あ
る
。
幼
稚
な
資
料
操
作
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
た
諸
事
実
を
整
序
し
理
論
化
す
る
の
で
は
な
い
限

り
、
質
的
な
発
展
は
期
待
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

次
に
前
記
の
よ
う
な
単
純
な
資
料
操
作
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
た
結
果
i

l
既
発
表
論
文
の
論
点
i
ー
を
、
先
の
ハ
?
凸
の
視
点
に
あ
わ
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せ
て
要
約
し
て
お
く
。

直
接
生
産
者
は
一
フ
イ

1
1ト

(gE二
百
戸
三
号
)
と
総
称
さ
れ
や
)
か
れ
ら
は
イ
ン
ド
の
他
地
域
に
お
け
る
と
同
様
に
、

ほ
ん
ら
い
は
自
治
体
的
内
部
統
治
組
織
と
共
同
体
内
分
業
と
を
も
っ
村
落
を
な
し
て
生
産
に
従
事
し
て
い
た
、
と
想
定
さ
れ
る
が
、
ベ
ン

ガ
ル
に
関
し
て
は
不
便
な
こ
と
に
こ
の
後
者
の
側
面
を
具
体
的
に
示
す
資
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
を
不
確

実
な
推
測
を
委
ね
る
ほ
か
な
い
。
た
だ
農
民
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
こ
と
が
わ
か
る
。
か
れ
ら
は
大
別
し
て
自
己
の
居
村
で
農
業
に
従
事

す
る
者
(
グ
ド
ー
ヵ
l
シ
ュ
ト
』
答
申
主
君
-
h
F

骨申告九

b
q
h
H
)

と
、
他
村
の
土
地
を
耕
作
す
る
者
(
バ

I
イ
1
1
カ

I
シ
ュ
ト
、
s

b

良
町
)

と
に
分
け
ら
れ
、
前
者
は
他
の
侵
犯
を
許
さ
な
い
ほ
ど
に
強
度
な
土
地
占
有
の
権
利
を
有
し
、
か
つ
自
己
の
計
算
に
お
い
て
農
業
に
従
事

し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
o

つ
ま
り
大
多
数
の
農
民
は
自
立
再
生
産
者
の
外
見
を
呈
し
、
し
か
も
か
れ
ら
の
間
に
あ
る
階
級
分
解
が
生
じ
て

北
大
文
学
部
紀
要



ザ
ミ
l
γ
ダ
l
ル
・
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
分
解
の
一
現
象
形
態
と
し
て
、
村
落
聞
の
出
作
・
入
作
が
ひ
ろ
く
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
村
落
内
部
に
お
い

て
地
主
・
小
作
関
係
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
o

土
地
保
有
者
・
農
民
諸
カ

l
ス
ト
と
職
人
諸
カ

I
ス
ト
と

の
聞
に
は
、

お
そ
ら
く
ジ
ヤ
ジ
マ

I
γ
u
カ
ミ

l
γ
関
係
が
存
在
し
た
と
推
測
さ
れ
る
が
明
証
を
え
な
い
。
自
治
団
体
的
構
成
と
カ

l
ス

ト
分
業
体
制
と
を
特
徴
と
す
る
「
村
落
共
同
体
」
は
、
そ
れ
が
か
つ
て
存
在
し
た
に
し
て
も
、
十
八
世
紀
後
期
か
ら
十
九
世
紀
初
期
に
か

け
て
は
、
以
上
に
の
ベ
た
ご
と
く
土
地
保
有
者
・
農
民
諸
カ

I
ス
ト
内
部
の
階
級
分
解
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
よ
り
富
裕
な
農
民
層
に
よ

る
よ
り
貧
困
な
農
民
層
の
収
奪
機
構
と
し
て
の
性
格
を
も
内
包
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

日
夕
ア
ル
グ
ダ

l
ル

ラ
イ

l
ヤ
ッ
ト
か
ら
の
貢
租
収
取
と
収
取
分
の
一
定
部
分
の
国
家
へ
の
輸
納
と
は
、
ザ
ミ

l
γ
ダ

I
ル

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
ピ
ハ

l
ル
で
は
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
の
所
領
が
狭
小
な
た
め
、

(
N
G
S
刊誌に守、)、

フ
ズ

l
リ

l

(
~
N
N
h
N

ぬ司、問

H
h
へ
お
~
~
志
向
丸
九
州
司
)

諸
ザ
ミ

I
ン
ダ

l
ル
の
上
に
国
家
の
収
租
官
ア

l
ミ
ル

ザ
ミ

l
γ
ダ
I
ル
の
ラ
イ

l
ヤ
ッ
ト
か
ら
の
収
取
峠

土
地
貢
租
に
限
ら
れ
ず
、
荒
廃
地
・
湖
沼
・
河
川
な
ど
領
内
非
耕
地
部
分
の
用
益
科
や
臨
時
的
諸
課
徴
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
り
、
ザ
ミ

I

ン
ダ

l
ル
は
自
己
の
領
内
で
聞
か
れ
る
市
場
、
領
内
を
通
過
す
る
商
人
ま
た
は
商
品
に
対
し
て
も
上
納
金
や
通
関
料
を
納
入
さ
せ
た
。
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
は
ま
た
領
内
で
一
定
の
裁
判
権
・
警
察
権
を
行
使
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
タ
ア
ル
グ
ダ

l
ル
も
ま
た
よ
り
小

さ
な
規
模
で
こ
れ
ら
の
権
力
を
行
使
し
(
問
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
ず
、
、

l
γ
ダ
I
ル
・
タ
ア
ル
ク
ダ

l
ル
が
一
定
の
領
主
的
権
益
を
も
っ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
o

ム
ガ
ル
国
家
は
か
か
る
領
主
的
階
層
を
媒
介
と
し
て
貢
租
を
徴
収
し
た
。

(
バ
刊
さ
ミ
)
が
お
か
れ
た
。
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概
略
以
上
の
ご
と
き
根
拠
、
つ
ま
り
直
接
生
活
者
に
お
け
る
自
立
再
生
産
と
領
主
的
権
益
の
支
配
と
を
も
っ
て
、
私
は
植
民
地
支
配
成

立
期
の
ベ
シ
ガ
ル
を
「
封
建
的
」
社
会
と
し
て
把
握
し
う
る
と
考
え
た
o

も
と
よ
り
こ
こ
に
は
、
イ
ン
ド
的
特
殊
性
と
し
て
の
カ

I
ス
ト

四間
分
業
体
制
が
あ
り
、

ザ
ミ

I
ン
ダ

l
ル
の
著
し
い
国
家
へ
の
従
属
性
は
あ
っ
た
。
ま
た
日
本
・
西
欧
中
世
の
特
色
た
る
封
建
家
臣
団
の



存
在
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
以
上
の
根
拠
は
当
時
の
ベ
ン
ガ
ル
が
と
も
か
く
も
現
象
的
に
は
「
封
建
的
」
土
地
所
有
と
規
定
し

う
る
も
の
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

但
し
こ
の
「
封
建
的
」
社
会
は
十
八
世
紀
後
期
に
は
変
容
過
程
に
あ
っ
た
。
棉
花
の
ご
と
き
基
本
的
生
活
資
料
は
既
に
商
品
作
物
と
し

て
栽
培
さ
れ
て
お
り
、
暗
唱
好
品
た
る
タ
バ
コ
も
同
様
で
あ
っ
た
。
か
か
る
商
品
経
済
の
拾
頭
の
中
で
ベ
シ
ガ
ル
で
は
貢
租
金
納
化
が
実
現

さ
れ
て
お
り
、
ザ
ミ
l
γ
ダ
l
リ

1
売
買
の
よ
う
な
事
態
や
ザ
ミ
l
ン
ダ
l
ル
の
負
債
状
態
を
生
じ
て
い
た
。

以
上
が
私
の
今
ま
で
の
研
究
の
大
筋
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
方
法
・
観
点
の
上
で
の
大
き
な
欠
落
が
あ
る
o

第
一
は
「
封
建
的
」
諸

特
徴
が
十
八
世
紀
後
期
と
い
う
一
時
代
の
断
面
に
水
平
的
に
配
列
さ
れ
た
の
み
に
終
り
、
諸
関
係
の
歴
史
的
展
望
を
与
え
な
か
っ
た
点
で

五あ
る
o

第
二
は
資
料
に
一
記
載
さ
れ
た
租
税
法
上
の
諸
関
係
に
よ
っ
て
蔽
わ
れ
て
い
る
農
村
社
会
内
部
の
|
|
前
者
を
か
り
に
公
法
的
諸
関

係
と
よ
ぶ
な
ら
ば
そ
の
内
付
た
る
私
法
的
諸
関
係
を
、

ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
点
で
あ
る
o

か
か
る
欠
落
が
生
じ
た
原
因
は
、

い
ち
お
う
は
歴
史
的
展
望
な
り
私
法
的
諸
関
係
な
り
を
端
的
に
こ
の
時
代
に
つ
い
て
示
す
研
究
や
資
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
う
事
情

-109一

に
よ
っ
て
も
弁
解
で
き
る
が
、
根
本
的
に
は
私
自
身
が
素
朴
実
証
主
義
以
外
の
い
か
な
る
論
理
を
も
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、

判
断
の
枠
組
み
が
脆
弱
で
あ
っ
た
こ
と
、

の
た
め
で
し
か
な
い
。

た
と
え
ば
、

イ

γ
ド
社
会
に
つ
い
て
「
封
建
的
」
性
格
を
云
々
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
「
封
建
」
の
中
に
い
わ
ゆ
る
「
ア
ジ
ア
的
」

特
質
が
い
か
な
る
か
た
ち
で
貫
徹
し
て
い
る
か
を
読
み
と
る
こ
と
を
、
私
は
自
ら
に
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
継
承

す
べ
き
理
論
的
著
述
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
o

ま
た
そ
の
「
封
建
」
が
現
代
に
お
け
る
「
反
帝
・
反
封
建
」
と
い
か
な
る
歴
史
的

脈
絡
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
も
、
思
索
を
怠
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
再
検
討
の
眼
目
は
こ
こ
に
あ
る
o

北
大
文
学
部
紀
要



ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
・
ラ
イ

l
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

(
1
〉
拙
稿
一
「
十
八
世
紀
後
期
に
お
け
る
べ
ン
ガ
ル
地
方
の
農
民
層

(
問
由
民
間
百
円
)
に
つ
い
て
」
(
「
史
学
雑
誌
」
六
八

i
一
O
)
、
二
「
永
代
定

額
地
租
査
定
以
前
の
ザ
ミ

i
ン
ダ

I
ル
に
つ
い
て
」
(
「
東
洋
学
報
」
四
二

|
二
・
一
二
)
、
一
二
「
ベ
ン
ガ
ル
棉
・
タ
バ
コ
栽
培
史
料
(
一
七
八
九
年
)

覚
書
」
(
同
四
七

l
一
口
、
四
「
十
九
世
紀
初
期
の
ピ
ハ
l
ル
州
に
お
け
る

何
回
民
間
百
円
の
階
層
構
成

F
・
ブ
キ
ヤ
ナ
ン
報
告
の
研
究
一
」
(
「
北
大

文
学
部
紀
要
」
一
一
一
一
ー
l
一
)
、
五
「
十
九
世
紀
初
期
の
ビ
ハ
l
ル
州
に
お

け
る
地
代
と
農
民
の
土
地
保
有
と
に
つ
い
て

l
同
二
」
(
同
一
四
一
一
)
、

六
「
植
民
地
支
配
成
立
期
に
お
け
る
イ
ン
ド
農
村
社
会
の
一
動
向
|
プ
ル

ニ
ア
県
の
富
農
層
に
つ
い
て
の
覚
書
」
(
同
一
五
|
一
一
)
、
七
「
コ
i
γ
ウ

オ
リ
ス
日
シ
ス
テ
ム
批
判
論
の
形
成
」
(
同
一
七
|
一
)

0

(

2

)

ひ
と
つ
の
反
省
と
し
て
拙
稿
五
第
一
節
、
最
近
の
学
界
動
向
と
し
て

桶
舎
典
男
「
イ
ン
ド
近
代
経
済
史
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配

l

主
と
し
て
最
近
の
イ
ン
ド
人
の
業
績
を
め
ぐ
っ
て
」
(
「
一
橋
論
叢
」
五
五

l
五
〉
参
照
。

(

3

)

一
般
に
「
農
民
」
と
理
解
さ
れ
、
私
も
し
ば
し
ば
そ
の
よ
う
に
書
く
が

原
義
は
「
帥
断
続
群
」
、
転
じ
て
「
保
護
を
受
け
る
者
」
・
「
臣
民
」
を
意
味

し
、
イ
ン
ド
で
は
租
税
法
上
の
用
語
と
し
て
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
に
貢
租
を

支
払
う
者
を
さ
す
。
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
の
語
義
を
公
法
上
の
貢
租
負
担
農
民

H
土
地
保
有
農
民
に
限
定
す
る
用
法
も
あ
る
が
、
手
工
業
職
人
も
ラ
イ

l

ヤ
ッ
ト
で
あ
り
う
る
し
(
拙
稿
五
第
三
節
註
部
)
、
貢
租
負
担
農
民
を
特

ミ
ミ
hNhmNS、
問
、
白
J
H
ミ
と
よ
び
刈
分
小
作
農
を

h
弘
、
ご
.
h
w
dぜ
出
向
同

『こ

と
よ
ぶ
用
語
法
も
あ
っ
た
ら
し
い
(
同
第
二
節
七
〉
の
で
、
私
は
ラ
イ

l

ヤ
ッ
ト
を
直
接
生
産
者
一
般
と
解
す
る
。

(

4

)

拙
稿
一
第
六
節
、
同
五
第
四
節
で
主
に
村
落
の
首
長
に
つ
い
て
述
べ

一。
争
れ

(

5

)

拙
稿
一
第
二
・
三
節
。
実
際
に
は

A
村
の
ク
ド
H
カ
l
シ
ュ
ト
が

B

村
に
入
作
す
れ
ば
そ
こ
で
は
パ

l
イ
l

H
カ
1
シ
ュ
ト
と
な
る
、
と
い
う

例
は
あ
っ
た
も
の
と
思
う
。
な
お
こ
れ
と
関
係
し
て
拙
稿
四
第
八
節
末
の

両
者
の
人
口
比
を
三
対
一
な
い
し
こ
と
し
た
指
摘
は
、
概
数
と
し
て
は
差

支
え
な
い
が
、
職
人
カ

l
ス
ト
の
農
業
労
働
者
を
も
パ

l
イ
!
日
カ

I

シ

ュ
ト
に
ふ
く
め
る
よ
う
誤
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
記
述
が
正
確
で
は

な
し
。

(
5
)

土
地
保
有
農
民
カ

l
ス
}
に
お
け
る
階
級
分
解
の
状
況
に
つ
い
て
は

地
域
的
に
限
定
さ
れ
る
が
、
拙
稿
六
第
二
・
二
一
節
を
二
八
一

O
年
ご
ろ
の

ビ
ハ

l
ル
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
同
五
第
四
・
六
節
を
参
照
。
拙
稿
五
の
「
郷

紳
層
」
は
相
重
な
る
征
服
の
過
程
で
既
存
農
業
社
会
の
上
方
に
累
積
さ
れ

た
支
配
層
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
は
そ
の
点
を
問
う
必
要
は
な
い
。
十
八

世
紀
後
期
ベ
ン
ガ
ル
の
農
民
諸
階
層
に
つ
い
て
は
、

Z-
州内・

ω一口
E
W
吋

Z

Hwgロ
cgF口
出

u
g
q
c『
図
。
口
問
ωー
-
骨

O
B
古
田
ω巾
可

H
C
H
μ
R
5
8
0口付

∞
。
己

2
5ロ
ゲ

〈

c
-
-
N
W
(い巳

2
2問
、
呂
町
NW
』
守
』

Y
H
ω
H
E
串
・
参
照
。

(
7
)

拙
稿
二
第
一
・
四
・
五
節
、
松
谷
賢
次
郎
つ
ヘ
ン
ガ
ル
の
ザ
ミ
l

ン
ダ

l
ル
に
つ
い
て
」
(
「
ア
ジ
ア
経
済
」
五
|
一
・
一
二
)
、

2
・
民
・

ω
E
E
W
q
b
n
N
H
J
h
v
b
・
H
S
I
H
N
∞
・
参
照
。
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(
8
)

拙
稿
一
第
四
・
五
節
参
照
。

(
9
)

拙
稿
二
第
六
節
参
照
。

(
叩
)
拙
稿
二
第
二
・
三
節
、

z・
7
P
Y
E
P『

L
E
Z口
巾
日
E
H
U
C
Z
8
山
口

回
g
m
m
H
-
N
W
G
U
l
N
M
V
M
U
F
N
〉

ω叶
己
(
同
同

c
h
H
7
0
Z
F
注
目
三
宮
口
R
E口
ou

h
と
口
戸
3
P
H由
民

(
)
w
b
b
-
U
N
l
ω
ω
、
ω
日

u

印
寸
品

(
)
W

印(〕l日
ω
山
〉
・
ゎ
・
H
v
m
Z
H
m
r

H
，Z
〉
仏
g
E
U可
m
H
F
O
ロ
C
H
T
ω
丘
町
ゆ
戸
口
L
2
任
命
何
日
門
同
出
品
目
仰
の
O
B
宮
口
可

ル
ロ
∞
m
ロ
m
m
L祖
国
F
F
R
田
口
L
Oロ
自
P
回
O
B
r
印
可
両
町
内
-
w
同
∞
∞
N
-
b
b
・
]
広
1
5
w

N
C
l
N
T
Z
・
同
・
∞
古
Z
-
D
b
喜
・

7
3・
H
N
∞
1
5
H
・
参
照
。
こ
れ
ら
の
権

力
を
通
し
て
ザ
ミ
ー
ン
ダ

l
ル
が
カ

l
ス
ト
的
身
分
秩
序
や
分
業
体
系
を

維
持
し
、
支
配
の
一
支
柱
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
上
掲
拙
稿
で
は

ザ
ミ

l
ン
タ
ー
ル
が
兵
力
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
ベ
ン
ガ
ル
の
例
で
は
な
い
が
、
同
・
出
向
r
H
Y
吋
『
刊
〉
開
門
阻
止
山
口
ω
3
5
5

0同

ζ
ロ
m
y
m
]
同
ロ
岳
P
(
同
日
出
l
H叶
O
寸
)
出
O
B
r
q
n
H
F

巴
g
w
h
u
b
-

思
ω
l

gmw・
を
も
参
照
。

(
日
〉
拙
稿
二
第
四
節
参
照
。

(
ロ
)
ヒ
ン
ド
ゥ

l
王
朝
期
お
よ
び
ム
カ
ル
支
配
以
前
の
ム
ス
リ
ム
王
朝
期

の
ベ
ン
ガ
ル
の
事
情
は
審
か
で
な
い
が
、
ム
ガ
ル
支
配
の
波
及
し
た
時
代

に
は
領
主
的
階
層
は
既
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
ム
ガ
ル
支
配
者
は
か
れ
ら

の
既
得
権
益
を
容
認
す
る
か
わ
り
に
貢
租
を
納
入
さ
せ
る
と
い
う
関
係
を

結
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
拙
稿
二
第
二
・
四
節
で
ふ
れ
た
ご
と
く
、
ム
ガ

ル
国
家
に
よ
る
ザ
ミ
I
ン
ダ
l
ル
の
任
免
、
ザ
ミ
l
ン
タ
l
リ
l
の
売
買

な
ど
の
事
態
が
、
こ
の
後
発
生
し
て
い
る
。

北
大
文
学
部
紀
要

(
お
)
拙
稿
一
第
八
節
、
同
一
一
第
七
節
参
照
。
但
し
私
が
実
証
し
え
た
範
囲

は
、
非
常
に
狭
い
の
で
構
成
も
粗
雑
で
あ
る
。
「
封
建
的
」
と
括
弧
し
た

の
は
そ
の
よ
う
な
限
界
を
考
え
て
で
あ
る
。

(
U
H
)

ザ
ミ

l
ン
ク
ー
ル
に
従
属
す
る
軍
事
要
員
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
ム
カ

ル
国
家
に
よ
っ
て
直
接
掌
握
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
会
社
政
府
に
よ
っ
て

解
体
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
た
め
、
従
来
本
格
的
に
検
討
さ
れ
て
い
な

い
。
管
見
の
範
囲
で
は
、
一
七
九
二
年
九
月
一
日
受
信
の
、
ダ
ラ
ン
グ

(
U
R
E
凶
間
)
の
ザ
ミ
l
ン
タ
ー
ル
、
マ
ハ
l
ラ
l
ジ
ャ
l
H
F
り
シ
ュ
ナ

H
ナ
l
ラ
l
ヤ
ン
の
下
に
あ
っ
た
、
リ
サ
l
ラ
ダ
|
ル
(
ミ
h
h
N昌
弘

hHWJ

w
d
h
h
E
h
芯
可
)
・
ジ
ャ
ム
タ
ー
ル

(kss£
S
J
K
S司

H
b
S
同
国
、
)
、
バ
ル
ク
リ
ア

ン
ダ
ー
ズ

(
b
b
ミ
ー
ミ
ミ
h
N
-
b
s
、白
h
S由
ら
と
.
)
た
ち
か
ら
会
社
政
府
宛
の

訴
状
の
一
節
が
、
か
れ
ら
の
性
格
を
一
示
す
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
訴
状
の

主
回
日
は
、
か
れ
ら
が
会
社
政
府
の
名
を
か
た
っ
て
ア
ッ
サ
ム
を
却
捺
し
た

と
い
う
問
罪
に
抗
議
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
節
が
次
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
か
れ
ら
は
在
地
人
口
外
か
ら
徴
募
さ
れ
て
い
る
。

チ
ヤ

1
カ

山

戸

ム

h
W
1
p

私
ど
も
マ
ハ
l
ラ
l
ジ
ャ
l
の
従
士
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
か
ら
来
て

パ
リ
ジ
ヤ
ナ
1
ド

そ
の
側
に
仕
え
、
日
を
送
り
門
私
ど
も
の
い
]
家
族
な
ど
の
生
活
を
支

ニマケル・サリヤツト

え
て
お
り
ま
し
た
。
私
ど
も
の
塩
の
法
(
忠
節
の
道
〉
は
か
く
の
ご
と

く
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
人
に
仕
え
る
時
に
は
そ
の
人
の
命
令
ど
お
り
に

ム
ル
ー
タ

行
動
す
る
の
で
す
。
会
社
と
な
の
っ
て
ア
ッ
サ
ム
国
を
却
掠
し
て
は
い

サ
W
カ

1
戸

サ

戸

カ

1
山戸

ま
せ
ん
。
一
政
府
に
仕
え
な
が
ら
他
政
府
を
な
の
る
理
由
が
あ
り
ま
し

ょ
う
か
。
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そ
れ
ら
の
上
位
に
立
つ
統
一
体
(
政
府
)
の
事
業
と
し
て
営
ま
れ
る
ご
と

き
関
係
、
と
し
て
考
え
て
お
く
。
た
だ
し
、
こ
の
「
統
一
体
(
政
府
)
」

を
王
朝
国
家
権
力
と
直
接
同
一
視
し
て
、
「
一
君
万
民
」
的
体
制
を
構
想

す
る
も
の
で
は
な
く
、
大
小
の
「
統
一
体
(
政
府
)
」
の
階
統
的
関
係
の

存
在
を
仮
定
し
た
い
。
付
言
す
れ
ば
、
私
の
関
心
は
い
わ
ゆ
る
「
ア
ジ
ア

的
」
段
階
に
は
な
く
、
イ
ン
ド
「
封
建
」
社
会
の
「
ア
ジ
ア
的
」
特
質
の

解
明
に
あ
り
、
実
証
的
に
確
認
し
う
る
史
実
を
整
序
し
て
仮
説
を
立
て
る

め
に
こ
の
概
念
を
用
い
る
に
と
ど
め
た
い
。

(
幻
)
学
界
に
お
け
る
「
封
建
制
」
概
念
の
混
乱
と
も
い
え
る
多
様
性
は
既

に
指
摘
さ
れ
て
き
た
所
で
あ
る
が
(
た
と
え
ば
、
矢
口
孝
次
郎
「
イ
ギ
リ

ス
封
建
社
会
経
済
史
」
日
本
評
論
社
一
九
四
九
年
第
一
章
第
一
節
、
上
原

専
禄
「
歴
史
学
序
説
」
大
明
堂
一
九
六
一
年
所
収
『
封
建
制
度
概
念
の
多

様
性
』
参
照
)
、
日
本
を
除
く
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
も
、

同
じ
く
こ
の
概
念
の
検
討
は
充
分
と
は
い
え
な
い
。
積
極
的
な
概
念
規
定

と
し
て
み
ら
れ
る
の
は
、
仁
井
田
陸
「
中
国
法
制
史
研
究
奴
隷
農
奴
法

・
家
族
村
落
法
」
(
東
大
出
版
会
一
九
六
二
年
)
所
収
『
中
国
社
会
の

「
封
建
」
と
フ
ュ

1
ダ
リ
ズ
ム
』
ぐ
ら
い
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
ア
ジ

ア
史
に
お
い
て
「
封
建
」
を
歴
史
的
に
問
題
に
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

資
本
主
義
に
移
行
す
る
前
提
条
件
と
し
て
で
は
な
く
、
帝
国
主
義
支
配
の

一
支
柱
と
し
て
の
、
そ
れ
ゆ
え
に
相
共
に
被
抑
圧
階
級
の
歴
史
的
実
践
を

通
じ
て
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
、
「
封
建
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
封
建
」
が
イ
ン
ド
史
上

北
大
文
学
部
紀
要

で
認
識
さ
れ
て
く
る
の
は
、
一
九
二

0
年
代
末
か
ら
三

0
年
代
に
か
け
て

で
あ
る
(
出
・
ロ
・

ζ
m
g
i
E
w
〈ニ一

m
m
o
pロロ
E
E
Z
E
F
L
5
2
ヨ〈

ロ
巳

E
・
5
日
町
w
b
h
v
-
H
∞叩
l
l
N
O
N
-

参
照
)
。
わ
れ
わ
れ
が
イ
ン
ド
に
つ
い
て

歴
史
的
範
臨
時
と
し
て
の
「
封
建
的
」
諸
関
係
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
れ
ば

出
発
点
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
世
西
ヨ

l

ロ
ヅ
パ
と
は

違
う
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
植
民
地
支
配
成
立
期
の
イ
ン
ド
社
会
を

「
前
近
代
社
会
」
と
よ
ぶ
こ
と
で
、
問
題
が
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、

共
産
主
義
者
の
い
う
「
封
建
」
は
政
治
的
標
語
で
あ
っ
て
学
問
的
で
な
い
と

し
て
斥
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
の
い
う
「
反
封
建
(
白
Z
F
F戸仏巳)」

の
内
容
が
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
な
い
。

私
自
身
の
概
念
規
定
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
非
生
産
者
的
土
地
所
有
者
の

経
済
外
的
強
制
力
を
も
っ
て
す
る
直
接
生
産
者
の
収
奪
を
基
礎
に
お
く
社

会
構
成
を
「
封
建
的
」
な
も
の
と
す
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
史
実
整
序
の
た

め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
利
用
す
る
に
と
ど
ま
り
、
西
欧
中
世
と
の
類
推

や
資
本
主
義
へ
の
移
行
を
直
ち
に
演
鐸
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
経
過

的
な
用
語
法
で
あ
り
、
「
ア
ジ
ア
的
」
と
同
じ
く
究
極
概
念
で
は
な
い
。

な
お
後
に
参
考
す
る

D
-
D
コ
l
サ
ン
ピ

i
氏
の
著
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
特
に
イ
ギ
リ
ス
の
封
建
制
(
旬
。
戸
門
rzmB)
に
指
標
を
求
め
て
い
る
が
、

私
は
全
体
制
的
比
較
を
意
図
す
る
も
の
で
な
く
、
生
産
関
係
に
視
点
を
局

限
し
た
い
。

-1:13-
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5，000 

1，451 
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10 

9 

8 

14 

4 

4 

27 

33 

417 

557 

7 

6 

57 

7，591 

TI. Futta Sing， 8 Annas Division. 

MUSaharah 

タールク収入

私有地収入

Salkar (特定作物産出地の税)

結婚費用 (Marriagecharges) 

N々 ir(宗教行事費用〉

Salal判t

Khamar hastobud (収入〉

Dinagepore 

'恥'"ー)，~ ~え Q阪市長〈

Rs. As. Gs. Ks. 

29，730 12 15 

3，239 

首長 H同

Moysadul 

MUSaharah (月あたりの収入〕

私有地 (ownfarm)収入

1. 

15 

9 

1 

17 

O 

10 

11 

14 

13 

2，461 

1，076 

2，104 

9，683 

Deva Puja用地収入

Deva Puja供物

各種 Salamz (贈り物・上納〉

その他

E
 

17 14 48，296 計



Rs. As. Gs. Ks. Rs. As. Gs. Ks. 

20 

20 

Nazar babat Dasahara 

(ダシヤハラー祭のための上納金〕

結婚のための SiddayMorrachak (?) 

Na;:ar salami 

Cakaran salami 

2 

。
O 

17 

O 

。
O 

8 

10 

159，375 

41，502 

77，703 

26，621 

MUSaharh 

私有地収入収入

Cakaran Zamin (従者給養用地収入〕

家事使用人 (Domestics)経費用地収入

Deva Puja供物

その他

言十

N. Satsyka 

MUSaharah 

私有地収入

Salami (ライーヤットの支払うもの〕

宗教行事用費

Salami (祭礼時の贈与として〉

5十

V. Tahirpore， 6 Annas Division 

MU;:ahara 2，416 

自営地 (Ta'luq，Taluk) 1，426 

N向。rBandobasti (地代査定時の上納金 33

10 

91 

77 

(ザミーンダールあるいはその従者の徴する私税〕

計

VI. Mahomecl Shayhy， 13 Annas Division 

O 5 

7 

25，197 

9，727 

各種 Salami

Holi祭の費用

l
m
H
H
l
 

15 

MUSahara 14，440 

Brtti地* 11，618 10 

Sanad授与の際の贈り物 90 

Na;;ar (下僚任命の際の謝礼金 261

宗教行事費用(ライーヤットより徴収 3，128

罰金 (Fines)として徴収される Ba'rJiJam' 12 

現金調達の Brtti

自営地 (khamarjam') 

Cakaran salami (従者よりの贈り物) 353 

計 32，761 14 (sic) 

ネ Brtti()v1，'tti)はノミラモンの扶持料をいみする。当領のザミ

ーγダールはノミラモンであった。

15 4，082 

1， 750 

1，194 

2 

13 

2 

13 

13 

。

15 

2 

3 

9 

16 

O 

6 

6 

5 

15 

6 

12 

12 

6 

O 

O 

12 

6 

53，319 

7，977 

401，423 

5，108 

1，434 

546 

533 

817 

8，439 

寺oi'-lく令〈朴指足跡(



Rs. As. Gs. Ks. 

5 6 

11 

566，765 

180，346 

177 

26，031 

67，082 

lli . Din<J.gepore 

総支 出

うち宗教行事費

内訳祖霊祭の費用

宗教家への菓子代

慈善事業

Deva Paja 

争中'"一入、一え・ 1トャー与ートム~\:)S Q I!!基副

""*' 'r， _ ~\~~会 e 最長~~坦総 11111ぜ

Moysadu! 

Rs. As. Gs. Ks. 

11 13 91，913 

ー
也
」
[
阿

l

6 

6 

6 

17 

10 

15 

12 

5 

8 

4 

15 

2 

7 

16，745 

92 

76 

538 

13 

4，629 

512 

982 

182 

14 

371 

N. Satsyka 

総支 出

うち宗教行事費

諸祈祷・礼拝

祖霊祭の費用

パラモンの喜捨

慈善事業

Masjid (?sic， Mudjud)の費用

6 

6 

10 

V. TahirpQre， 6 Annas Division 

総支 出

うち宗教行事費

Gaurzρ詑ja(? sic. Cowany Poojah) 

祖霊祭の費用

Deba Seba (Deva seva) 

2 17 

10 

17 

4 

7 

A
‘

F
D
F
b
 

噌

'A

噌
・

4

7 

9 

3 

12 

15.784 

1，450 

3，224 

97 

839 

1，330 

1，135 

2，279 

622 

10 

10 

6，868 

300 

1，263 

103 

129 

75 

総支出

うち宗教行事費

内訳 Deva puja 

教典読諦料

巡礼者への喜捨

慈善事業

ノミラモンへの喜捨

寺院建立

宗教家への喜捨

祖霊祭の費用

葬儀の費用

rr. Futta Sing， 8 Annas Division 

総支出

うち宗教行事費

内訳祖霊祭

Debatarρuja 

祭日 (Ho!yDays) の費用

パラモン祈藤料

慈善事業など

1. 
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w
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F
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?
の
F

民的・

務

尚

一

民

会

、

O
N

印

臼

U
 

b
s
h同ぬ

~U8.札
時

δ
采
芯

。
帆
魚
、
誌
(
鉢
慧
d

秘
密
〉
丸
〉
滞
泊

声
機
殺
qu
潟
滋

L
W
e川市

岡
山

T

〉
F
O
u
-
同
ハ
出
・

∞

ユ

凶

印

同

品

】

h
w

印。M
H

W

A
肝

M
N

]ご一
1
h
w
J可

一
表
の
ム
シ
ャ

l
ハ
ラ
支
給
が
う
に
、
当
時
こ
の
六
人
の
ザ
ミ
:
ン
ダ

1
1げ
は

の

国

家

つ

ま

納
義
務
を
停
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
自
の
所
領
に
お
い
て
は
な
お
、

の
、
な
い
し
は
公
法
的
な
諮
問
問
係
に
よ
っ
て
は
規
定
怒
れ
な
い
所
の
、
い
く
つ
か
の
権
益
を
享
受
し
慣
習
に
も
と
づ
く
機
能
4

ん
で
い

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
地
秘
輪
納
と
い
う
公
法
的
義
務
の
視
角
か
ら
の
み
ザ
ミ

1
γ
ダ
;
ル
会
抱
え
る
の
で
は
説
明

の
つ
か
な
い
、
土
地
支
組
以
外
の
収
入
諜
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
公
法
外
的
な
権
益
と
し
て
は
、
私
有
地
の
存
在
と
祭
犠
・
神
事
を
名
良
と
す
る
収
入
の
受
得
と
が
あ
る
。
前
者
は
と
も
か
く

と
し
て
、
後
者
は
、
祭
詑
斜
地
た
ず
ミ

l
γ

・
ダ

l
札
げ
が
所
有
す
る
か
、
あ
る
い
は
祭
問
料
を
ラ
イ
i
ヤ
ヅ
ト
か
ら
徴
収
す
る
、
と
い
う

か
た
ち
を
と
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
ザ
ミ

i
γ
ダ
i
ル
が
農
村
社
会
に
お
け
る
祭
儀
・
地
判
事
の
執
行
と
な
ん
ら
か
の
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い

た
こ
と
合
示
践
す
る
。
第
二
表
は
上
機
家
計
謂
警
の
支
出
裁
の
う
、
ち
宗
教
行
事
鶴
係
の
費
告
の
み
を
摘
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

のd

行
惑
が
、
こ
ん
に
ち
わ
れ
わ
れ
の
考
え
る
ご
と
き
意
味
で
、
ザ
ミ

;γ

〆
!
i
N
家
の
純
然
た
る
怒
川
挙
と
し
て
営
ま
れ
た
の
か
、
そ
れ
と

も
、
当
詰
地
域
社
会
l
i
l
こ
の
持
容
の
規
定
は
後
に
ゆ
ず
る
i

i
の
住
民
の
共
待
行
事
と
し
て
営
な
ま
れ
た
も
の
で
、
ザ
ミ

1
γ
ダ
:
ル

は
そ
の
共
同
一
行
事
の
な
か
マ
所
定
の
役
割
を
持
っ
た
の
か
は
熟
考
を
饗
ナ
る
ひ
と
つ
の
問
題
℃
あ
る
が
、
収
入
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
後

の
場
合
を
考
え
る
ガ
が
妥
当
で
あ
る
う
C

の
土
地
貢
租
遠
足
以
外
の
藷
貢
租
・

去
制
見

h・4 ド剛A

o .μ 

〕
F

W

ゆ
郡
山
W

N
皆
∞
出
む

z、s

.... 

伊 川

ド時

む1

α2 

〕
{
{
)

へ
の
輪

八

対
す
る
会
社
政
舟
の
対
策
は
、

る
こ
と
で
あ
っ
た
。

n 
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わ
ち



ザ
ミ
l
ソ
ダ
l
ル
・
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

一
方
で
は
、
そ
れ
ら
を
さ
ミ
と
合
算
し
て
新
た
な
地
租
額
の
査
定
基
準
と
す
る
と
と
も
に
、
ザ
ミ

l
γ
ダ
l
ル
に
対
し
て
は
、
ラ
イ

1
ヤ

ッ
ト
に
借
地
面
積
と
地
代
額
と
を
明
記
し
た
地
券
を
発
給
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
地
券
面
記
載
以
外
の
い
か
な
る
と
り
た
て
を
す
る
こ

と
を
も
、
罰
則
を
も
っ
て
禁
じ
た
の
で
あ
る
o

し
か
し
こ
の
規
定
は
周
知
の
よ
う
に
空
文
化
し
た
の
で
あ
り
、

(
山
口
問
問
己
負
田
口
氏
。
ロ
由
)
」
は
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
。

「
非
合
法
的
と
り
た
て

九
「
非
合
法
的
と
り
た
て
」
の
実
態
を
か
な
り
明
瞭
に
一
不
す
資
料
と
し
て
、
以
下
に
掲
げ
る
の
は
ラ
ン
グ
プ
ル
の
裁
判
所
に
勤
め
た
ト
マ

ス
H

シ
ッ
ソ

γ
判
事
の
報
告
の
一
節
で
あ
り
、
時
代
は
一
八
一

0
年
代
前
半
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
る
o

パ
ル
ガ
ナ

付
の
。
。
ロ
ミ
郡
の
列
企
各
自
己
向
。

}64え
片
山
刊
の
例
。
家
屋
購
入
費
二
、
一

O
O
ル
ピ
!
と
そ
れ
を
祝
う
デ
I
ヴ
ア
H

プ
l
ジ
ャ

I
の

費
用
二
、

0
0
0
ル
ピ
!
と
を
ま
か
な
う
た
め
、
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
か
ら
一
一
、

0
0
0
ル
ピ
ー
を
礼
ミ
さ
ま
ミ
号
の
名
目
で
と
り

た
て
た
ほ
か
、
孫
の
誕
生
式
の
費
用
一
、
二

O
O
ル
ピ
l
の
調
達
の
た
め
、
ラ
イ
l
ヤ
ヅ
ト
か
ら
五
、

0
0
0
ル
ピ
ー
を
徴
収
し
た
o

同
郡
の

ωロ仏国印}凶巾
σ
刻印

2
の
例
。

"'" 118-

。

火

災

で

焼

失

し

た

家

屋

の

新

築

費

の

ぎ

可

切

さ

忠

を

ラ

イ

l
ヤ
ッ
ト
に
課
し
、
峻
工
後
も
依

然
こ
れ
を
徴
収
し
た
。
ま
た
冨
田

E
σ
E
Cえ
た
と
の
祭
の
費
用
二

O
、

0
0
0
ル
ピ
ー
を
ラ
イ

i
ヤ
ッ
ト
か
ら
と
り
た
て
た
。

同

】

可

同

出

回

目

白

ゲ

0
0

の
例
。
全
所
有
地
を
請
負
人
に
委
ね
た
後
も
毎
冬
象
や
馬
を
従
え
て
村
々
を
ま
わ
り
、
ミ

g
h
S
(
s
g
h
S
)
お

よ

び

切

}EWE(FEZEV)
の
名
目
で
貢
納
を
徴
収
し
た
o

こ
れ
は
ラ
イ

l
ヤ
ヅ
ト
各
人
に
強
制
的
に
割
当
て
ら
れ
る
も
の
で
、

般
的
に
行
な
わ
れ
た
私
税
徴
収
の
様
式
で
あ
る
o

帥
冨
。
。
ロ
岳

2
日
自
宅
ロ
件
。
。

-rr
の
例
。
か
れ
は
植
民
地
政
府
裁
判
所
の
サ
リ
シ
ュ
タ
ダ

I
ル
と
収
税
官
署
の
デ
ィ

l
ワ

l
γ
と
を

勤
め
た
。
土
地
を
購
入
し
た
が
そ
の
費
用
の
半
分
を
新
た
に
借
地
人
と
な
っ
た
一
フ
イ
l
ヤ
ッ
ト
か
ら
徴
収
し
、
さ
ら
に
象
の
購
入
費
用

五

O
O
|六
O
O
ル
ピ
ー
を
も
ラ
イ

l
ヤ
ッ
ト
に
負
担
さ
せ
た
。
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
が
馬
な
ど
で
な
く
象
に
乗
る
の
は
、

か
れ
の
ラ
イ

ー
ヤ
ッ
ト
た
ち
の
名
誉
で
も
あ
る
と
い
う
理
由
で
、

か
ん
た
ん
に
か
れ
ら
を
説
得
し
た
と
い
う
。



同

HNS巾
口
出
巳
岳
自
己

E
Z
X巾
2
5三
の
例
。
毎
年
ラ
イ
i
ヤ
ッ
ト
か
ら
地
代
一
ル
ピ
l
あ
た
り
一
ア
l
ナ
を
余
分
に
徴
収
し
、
自
分

(
8
)
(
9
)
 

の
家
の
守
護
神
(
「

0
5与。
E
m
。仏)回
5
2
R
S
の
祭
の
費
用
の
一
部
に
あ
て
る
o

O 

こ
れ
ら
の
事
例
を
も
っ
て
、

ザ
ミ

l
γ
ダ

l
ル
の
「
経
済
外
的
強
制
」
力
の
強
固
な
残
存
を
結
論
し
、
植
民
地
政
府
の
威
令
貫
徹

せ
ず
と
説
く
の
は
、

い
ち
お
う
正
当
で
あ
っ
て
も
充
分
と
は
い
え
な
い
。
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
が
家
屋
や
象
台
}
購
入
す
る
費
用
と
か
普
請
の

費
用
と
か
を
、
虚
構
に
よ
ら
ず
事
柄
そ
の
も
の
を
名
目
と
し
て
ラ
イ

l
ヤ
ッ
ト
か
ら
徴
収
し
え
た
の
は
、

ザ
ミ
l
シ
ダ

I
ル
家
の
私
事
で
あ
る
べ
き
神
事
や
誕
生
式
の
費
用
を
、
同
じ
く
そ
れ
自
体
の
名
目
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
に
負
担
せ

い
か
な
る
根
拠
に
も
と
づ
く
か
。

し
め
う
る
生
活
上
の
根
拠
は
何
で
あ
る
か
。
公
法
上
は
疑
も
な
く
「
非
合
法
L

な
こ
れ
ら
の
私
税
が
、
虚
構
を
用
い
ず
に
行
な
わ
れ
た
こ

と
を
、

わ
れ
わ
れ
は
単
純
に
法
律
の
無
知
と
し
て
片
付
け
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
ま
た
こ
の
現
象
の
背
後
に
は
、
伝
統
的
な
生
活
上
の
必

く
と
も
祭
儀
・
神
事
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
リ

l
永
代
定
租
制
以
前
の
在
地
の
伝
統
な
い
し
慣
習
に
脈
絡
を
も
っ
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要
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
慣
習
的
な
規
範
意
識
が
あ
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
上
例
の
う
ち
少

こ
と
が
、
前
掲
一
七
八
三
年
の
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
祭
儀
・
神
事
料
以
外
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
事
柄
自
体

を
名
目
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
徴
収
が
正
当
と
観
念
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
か
ら
、
同
じ
く
在
地
の
伝
統
・
慣
習
・
生
活
意
識

に
根
ざ
し
た
も
の
と
し
て
よ
い
。

予
断
を
お
そ
れ
ず
に
い
う
な
ら
ば
、
ザ
ミ
l
ン
ダ

l
ル
家
の
私
事
で
あ
る
か
に
み
え
る
祭
儀
・
神
事
・
誕
生
式
・
並
日
請
な
ど
が
、
実
は
純

然
、
た
る
私
事
で
は
な
く
、
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
も
こ
れ
に
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
参
与
す
る
こ
と
を
正
当
視
す
る
ご
と
き
観
念
が
、
当
時
の
ベ

γ

一
定
の
社
会
経
済
生
活
の
基
礎
の
上
に
形

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
そ
の
基
礎
自
体
の
存
続
如
何
は
別
と
し
て
も
、
推
測
す
る
こ
と
は
決
し
て
誤
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ

h~

ガ
ル
農
村
社
会
に
あ
っ
た
も
の
と
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
o

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
観
念
が
、

北
大
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ザ
ミ
l
γ
ダ
I
ル
・
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

一
一
以
上
「
雑
税
」
の
再
検
討
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
は
、
租
税
法
上
「
雑
税
」
と
し
て
一
括
さ
れ
る
も
の
の
中

に
、
祭
儀
・
神
事
を
名
目
と
し
て
ザ
ミ

i
γ
ダ

l
ル
が
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
か
ら
徴
収
す
る
も
の
が
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
「
雑
税
」

の
徴
収
を
正
当
視
す
る
観
念
が
、
十
九
世
紀
初
期
ま
で
確
実
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
よ
う
な
「
雑
税
」
を
通
し
て
、
ザ
ミ

1
γ
ダ

l
ル
が
農
村
社
会
の
祭
儀
・
神
事
に
あ
る
役
割
を
演
じ
た
も
の
で
あ
り
、
ザ
ミ

l
γ
ダ

l
ル
家
の
私
事
と
み
え
る
祭
儀
・
神
事
に

と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

従
っ
て
こ
れ
は
を
「
非
合
法
」
と
よ
ぶ
の
は
、

も
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
の
参
与
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、

植
民
地
政
府
の
立
法
の
み
に
依
拠
し
た
判
断
に
す
ぎ
な
い
。

(

1

)

拙
稿
一
第
四
・
五
節
参
照
。

(

2

)

相
続
・
売
買
・
贈
与
な
ど
に
よ
る
土
地
財
産
の
分
割
部
分
は
、
二
ハ

を
分
母
と
す
る
分
数
の
分
子
で
一
不
さ
れ
た
。
一
ア

l
ナ

(
h
E
白
)
は
一
」
ハ

分
の
一
ル
ピ
ー
マ
草
、
白
い
お
)
に
あ
た
る
。

(
3
)
Z・同・

ω
E
r
p
q
E
V
門

戸

匂

℃

-Nω
∞
NA片山・

(

4

)

転
載
に
当
つ
て
は
適
当
な
簡
略
化
を
施
し
た
。
な
お
こ
こ
で
は
、
家

計
収
支
そ
れ
自
体
の
分
析
を
意
図
し
な
い
。

(

5

)

こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
二
第
三
節
参
照
。

(

6

)

拙
稿
七
参
照
。

(
7
)
H
h
2
2
h
H
C
S
叫，

F
O
B
E
ω
2
8
P
F
Z
F
M
E
豆
m
m
E
s
z
o
h

河
口
ロ
忠
良
m
u
H
C
J
ξ
・
回

-
F山、一
q
w
〉口門戸口問

ω
2
5
5
q
H
O
O
D〈
了

一
『
戸
《
凶
互
に
ロ

afハ目見
E

N
・〉同】吋・

5
5
w
h
v白
E
h
-
N印
U
N
-
-
N∞
(
さ
N
S
R
E

ぎ
た
ミ
礼

)
W
3・
ω
m
F
2
5ロ
口
町
可
品
。
同
田
町
H
O
B
F
m
H
N
R
O
H舟
巳
任
。

ロ曲目
H
Hロ
門
出
向
同
0
5
0
w
由同町
-w
〈

O「

H
U
F
Oロ門同
o
p
H∞
N0・
也
、
・

ωmwmuiω
申

0・

以
下
は
上
掲
個
所
の
抄
録
で
あ
る
。

(
8
)

上
掲
抄
録
中
の
術
語
を
説
明
す
る

o
b
N
~
a
w
N
F
b
a
w
d円
は
「
家
屋
の

費
用
」
o
h
p
s、
雪
道
凶
刊
は
「
家
屋
建
築
〔
の
費
用
〕
」
。
菩
hMNh白
誌
の
語

義
は
「
要
求
」
o
r
E
r
r
-同
N.p)
は

~vp白
骨
吻
遣
の
音
写
と
す
れ
ば
語
義
は

「
食
物
」
。
神
と
祭
と
に
つ
い
て
は
私
の
て
も
と
で
は
調
べ
ら
れ
な
か
っ

た
。
サ
リ
シ
ュ
タ
ダ
l

ル

(
h
S
「
ミ
と
ミ
H
l
九
品
、
.
批
っ
て
片
町
、
よ
紅
白
九
向
、
は

植
民
地
政
府
裁
判
所
の
現
地
人
官
吏
で
「
記
録
保
管
人
」
。
デ
ィ

I
ワ

I

ン
(
忠
霊
品
お
)
は
こ
こ
で
は
同
じ
く
収
税
官
署
の
現
地
人
官
吏
。

(
9
)

シ
ツ
ソ
ン
は
続
け
て
、
こ
れ
ら
は
ラ

γ
グ
プ
ル
の
ヲ
イ

I
ヤ
ッ
ト
の

状
態
を
示
す
実
例
の
一
部
に
す
ぎ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
祭
儀
・
神
事
・
ザ
ミ

l
ン

ダ
l
ル
家
の
誕
生
、
結
婚
、
剃
髪
式
が
、
ラ
イ

I
ャ
ッ
ト
の
費
用
負
担
に

お
い
て
行
な
わ
れ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
(
同
忠
弘
-
w
h
u
b
E
ω
c
u
q
b
s
r

b
-
8
0・)。

(
日
)
こ
の
分
析
で
は
上
掲
帥
を
積
筏
的
に
評
価
し
な
い
が
、
伺
も
収
租
業

務
を
請
負
人
に
委
ね
た
、
つ
ま
り
公
法
的
義
務
を
免
れ
た
ザ
ミ
l
ン
タ
ー

ル
が
、
依
然
と
し
て
い
わ
ば
私
法
的
な
権
利
を
享
受
し
て
い
る
例
で
あ
り
、

-120 



一
七
八
一
二
年
の
資
料
と
同
様
の
側
面
f

を
示
す
も
の
と
し
て
よ
い
。

(
日
〉
な
お
私
は
こ
の
祭
儀
・
神
事
料
が
浴
意
的
収
奪
の
名
目
で
も
あ
っ
た

こ
と
を
否
定
し
な
い
。
上
掲
付
は
徴
収
の
実
額
が
徴
収
名
目
の
必
要
額
を

超
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
ロ
〉
ビ
ハ

l
ル
地
方
で
は
祭
儀
・
神
事
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
明
証
を
得

な
い
が

F

い
わ
ゆ
る
「
村
神
(
句
、
む
苦
E
h
N
Sミ
む
)
L

の
中
に
ザ
ミ

l
ン
タ

ー
ル
家
に
関
係
す
る
神
格
を
見
出
す
。
パ
ウ
グ
ル
プ
ル
の
関
白
r
m
B
E
S
H

女
神
は
ス

l
ル
ヤ
ガ
ル
の
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
の
祖
父
を
戦
勝
に
導
い
た
も

の
と
い
わ
れ
る
し
(
司
・
出
E
r
m
g
m
p
〉
ロ
〉
口
口
C
C
口
付
。
同

p
o
U
E
H
Z
2

0
同
国
rω
四回一℃戸円

F

口
同
∞
N

。lH
Y
H
V三
口
P
H申
印

h
y
h
v
-
M寸
凶
・
)
、
カ
ナ
ウ
ジ

の
バ
ラ
モ
ン
月
間
百
吋
y
m
rミ
の
霊
を
神
格
と
し
て
拝
む
の
は
ザ
ミ

l
ン

「
地
代
」
形
態
に
つ
い
て

ダ
l
ル
の
ラ

l
ジ
ャ

l
H
ミ
ト
ラ
ジ
ッ
ト
の
祖
父
が
導
入
し
た
も
の
と
い

わ
れ
る

(
b
q
J
〉
ロ
〉
口
口
O
戸口汁

o
h
F
o
ロ
Z
可

r
z
c同
回
F

R
自
己
可
巳
ロ
民

同口

N
h
w
N
N
N
∞
NhpMVmwcgw
苫・円叫
-wM守、・

ω
∞ωー

lω
由
民
悼
む
。
シ
ャ

l
、ハ

l
ド
パ

ー
で
は
「
村
神
」
を
ロ
F
口
苫
司
令
p
w
h出
S
H
h芯
)
の
さ
m
o
J
p
r
(
h
p
w

h
S遣
い
て
と
白
ミ
)
と
称
し
、
貢
租
台
帳
に
古
く
か
ら
記
録
さ
れ
て
い
る
村

に
は
そ
の
土
地
の
「
村
神
」
の
礼
拝
堂

(hHPS曲
)
が
み
ら
れ
た
と
い
う

(ロロ
-u
〉
口
〉
口
口
D
戸口門

C
『
任
命
口
町
丹
江
口
円
。
『

ω
r
m
r
g
}
L
E
N匂
N
N
l

N
句
"
P
H
E
W
S
ω
デ
町
、
.
N
E
l
N
5・
)
。
「
村
神
」
は
カ

l
ス
ト
神
や
部
族

神
を
除
け
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
全
住
民
の
礼
拝
の
対
象
と
な
っ
た
も
の

ら
し
く
、
歴
史
的
に
も
重
要
な
問
題
を
含
む
が
、
詳
考
は
他
日
に
ゆ
ず

る。
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次
に
「
地
代
」
の
再
検
討
に
移
る
o

私
は
従
来
行
政
史
料
の

ng豆
、
を
「
地
代
」
と
訳
し
、
ザ
ミ

l
γ
ダ

l
リ
l
制
に
み
る
ザ
ミ

1
γ
ダ

l
ル

1
地
主
・
ラ
イ

l
ヤ
ッ
ト
U

借
地
人
と
い
う
法
的
擬
制

i

l
一
説
で
は
一
八
一
五
年
ま
で
に
は
こ
れ
ら
は
擬
制
で
な
く
実
体

と
な
る

i
lに
依
存
し
て
、
「
地
代
」
と
い
う
表
現
を
あ
与
え
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
地
代
」
は
「
土
地
所
有
」
な
く
し
て
は
成
立
し

な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
は
後
者
の
形
成
過
程
を
も
展
望
に
収
め
な
い
で
は
使
用
し
え
な
い
用
語
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

一
見
「
地
代
」
と
み
え
る
さ
史
が
な
お
宮
〈
問
冶
ミ
と
併
存
し
て
い
た
事
実
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、

sh誌
を
も
二
義
的
に
「
地
代
」
と

北
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ザ
ミ

l
γ
ダ
l
ル
・
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

し
て
把
握
す
る
こ
と
|
1
i
こ
れ
は

z
d
N
K
Q
S
R
を

「
封
建
的
」
特
権
収
入
や

「
私
税
」

と
し
て
把
握
す
る
こ
と
と
一
対
を
な
す
l
l
}

は
、
現
実
の
あ
る
側
面
の
み
を
他
の
同
等
に
重
要
な
側
面
か
ら
き
り
は
な
し
て
抽
象
化
す
る
危
険
を
伴
う
も
の
と
い
い
う
る
。

「
地
代
」
形
態
転
化
の
問
題
も
以
上
二
つ
の
問
題
と
密
接
に
関
連
す
る
。
私
は
十
九
世
紀
初
期
の
ピ
ハ

l
ル
州
諸
県
の
実
態
を
て
が
か

り
に
、
生
産
物
「
地
代
」
か
ら
貨
幣
「
地
代
」
へ
の
推
転
を
図
式
的
に
整
理
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
右
の
諸
点
に
留
意
す
る
こ

と
甚
だ
乏
し
か
っ
た
。
私
の
作
業
は
い
う
な
れ
ば
、
同
時
代
的
に
併
存
す
る
地
代
「
諸
形
態
」
を
、

カ
ー
ル

1
マ
ル
ク
ス
の
地
代
形
態
の

発
展
に
関
す
る
シ
ェ
ー
マ
を
先
験
的
・
教
条
的
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
的
系
列
に
お
き
か
え
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
に
と

ど
ま
る
o

私
は
異
な
っ
た
貢
租
諸
形
態
の
併
存
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
を
掘
り
下
げ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
し
、

照
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
労
働
地
代
が
明
確
な
形
で
は
イ
シ
ド
史
上
に
現
わ
れ
て
こ
な
い
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
も
、
配
慮
を
怠
る
べ
き
で

ま
た
マ
ル
ク
ス
を
参

そ
の
際
の
私
の
図
式
を
、

「
地
代
」
形
態

l
地
券
の
有
無
と
受
給
主
体
l
耕
地
の
性
状
、

と
い
う
対
応
関
係
で
要
約
す
る
と
、
ハ
円
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は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
第
三
一
・
第
四
の
問
題
が
あ
る
。

生
産
物
「
地
代
」
[
無
地
券
|
一
般
耕
地
、
同
生
産
物
を
基
礎
と
し
て
換
算
さ
れ
た
貨
幣
「
地
代
」

l
農
民
集
団
に
対
し
て
発
給
さ
れ
る

耕
種
別
地
代
率
の
み
を
記
載
し
た
地
券
!
一
般
耕
地
、
日
開
土
壌
の
一
定
の
性
質
を
基
準
に
し
た
耕
種
と
無
関
係
の
貨
幣
「
地
代
」
|
個
人

に
対
し
て
発
給
さ
れ
る
面
積
@

「
地
代
」
額
記
載
の
地
券
|
河
岸
台
地
・
褒
落
近
傍
の
井
水
溶
概
地
な
ど
、

と
な
る
。
そ
し
て
か
か
る
転

態
過
程
が
共
同
体
的
土
地
所
有
か
ら
の
私
的
土
地
所
有
の
分
出
過
程
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
も
、
併
せ
て
指
摘
し
て
お
い
た
。
以
下
こ
の

理
解
の
当
否
を
、
そ
の
際
の
資
料
と
し
た

F
H
ブ
キ
ャ
ナ

γ
の
報
告
に
よ
っ
て
よ
り
仔
細
に
点
検
し
た
レ
と
思
う
。

四

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
地
理
的
に
特
殊
条
件
を
な
す
河
岸
台
地
を
除
け
ば
、

「
地
代
」
形
態
と
濯
甑
条
件
と
の
聞
に
は
、
あ
る

関
連
が
存
在
す
る
ら
し
い
、

と
い
う
点
で
あ
る
。

「
一
般
耕
地
」
も
な
ん
ら
か
の
濯
慨
を
必
要
と
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
か
ら
、
問
題
は



ご
般
耕
地
」
の
濯
甑
施
設
と
緊
落
近
傍
地
の
そ
れ
と
の
差
に
か
か
っ
て
い
る
、

と
み
て
よ
い
。

右
報
告
は
十
九
世
紀
初
期
ピ
ハ

l
ル
の
濯
概
諸
施
設
に
つ
い
て
の
重
要
な
資
料
を
ふ
く
む
が
、
概
括
し
て
要
点
を
の
べ
れ
ば
次
の
と
お

り
で
あ
る
o

人
工
濯
慨
は
当
時
の
こ
の
地
方
で
は
主
に
稲
作
に
必
要
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

雨
期
の
降
雨
不
順
に
対
処
す
る
の
が
主
な

目
的
で
あ
っ
た
。
施
設
設
備
の
小
規
模
な
も
の
は
カ
ヌ

l
状
あ
る
い
は
か
ご
状
の
器
具
で
河
川
か
ら
水
を
採
取
す
る
て
い
ど
の
も
の
で
あ

っ
た
が
、
中
規
模
の
も
の
と
し
て
井
戸
・
溜
池
(
同

S
F
3邑
)
が
、
大
規
模
の
も
の
に
運
河
(
口
自
己
)
・
貯
水
池

(
H
2
2
4
0
昨
)
が
み
ら

れ
た
o

各
種
施
設
設
備
の
地
域
的
分
布
に
は
当
然
偏
差
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
点
は
あ
ま
り
明
瞭
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
う
ち
も
っ
と
も
機
能
の
高
い
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
運
河
・
貯
水
池
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
設
営
に
当
っ
た
の
は
も
っ
ぱ
ら

ザ
ミ
l
ン
ダ

l
ル
あ
る
い
は
「
土
地
所
有
者

(
F
0
0
4
5
2∞
え

F
o
Fロ
仏
)
」
で
あ
っ
て
、

か
れ
ら
は
そ
の
運
河
・
貯
水
地
か
ら
の
給

配
水
管
理
の
た
め
の
要
員
を
「
借
地
人
層

(
Z
E
1
4
)
」
の
中
か
ら
任
命
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
た
。
ラ
イ

l
ヤ
ッ
ト
は
各
自
に
、
運
河
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や
貯
水
地
の
通
水
溝
に
接
し
て
堰
・
水
門
を
設
け
、
耕
地
に
水
を
ひ
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
所
定
量
の
給
水
を
受
け
た
後
に
は
そ
の
堰
を

こ
わ
す
と
か
、
あ
る
い
は
貯
水
池
至
近
の
耕
地
に
導
入
さ
れ
た
水
が
そ
の
ま
ま
以
遠
の
耕
地
に
も
流
入
す
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
と

か
、
配
水
の
公
平
を
期
す
る
措
置
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
o

バ
ウ
グ
ル
プ
ル
の
一
部
で
は
、
ザ
ミ

I
シ
ダ

l
ル
が
貯
水
池
造
営
費
用
の
半

額
の
み
を
負
担
し
て
残
り
の
半
額
は
ラ
イ
I
ヤ
ッ
ト
に
負
担
さ
せ
る
と
か
、
あ
る
い
は
造
営
費
全
額
を
負
担
し
て
修
理
の
み
を
ラ
イ

1
ヤ

γ

ト
に
委
ね
る
と
か
の
慣
行
が
あ
っ
た
が
、

か
か
る
場
合
の
「
地
代
」
は
定
額
(
昨
包
)

で
あ
り
作
物
分
割
に
よ
ら
な
か
っ
た
。

運
河
・
貯
水
池
と
並
ぶ
一
般
的
な
濯
概
設
備
は
井
戸
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
は
煉
瓦
で
か
こ
い
を
し
た

F
P
E
(
h
p
)
と
か
こ
い
の
な

い
同
ハ
ロ
一
可
白
(
切
符

の
二
種
に
わ
か
れ
、
前
者
は
通
常
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
に
よ
り
、
後
者
は
常
に
ラ
イ

I
ヤ
ッ
ト
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
o

井
水
濯
慨
は
大
麦
・
小
麦
な
ど
の
冬
時
き
の
作
物
と
か
、
疏
菜
類
や
甘
庶
の
よ
う
な
商
業
作
物
の
栽
培
に
用
い
ら
れ
た
。

北
大
文
学
部
紀
要



ザ
ミ
l
ン
、
タ

l
ル
・
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

五

こ
う
し
た
事
実
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
「
一
般
耕
地
」
の
濯
甑
源
を
ザ
ミ

I
ン
ダ

I
ル
の
造
営
す
る
運
河
・
貯
水
池カミ

に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
す
る
「
緊
落
近
傍
の
井
水
濯
甑
池
」
の
井
戸
が
、
『
缶
詰
(
た
と
か
そ
れ
と
も
穴
ロ
ヨ
(
之
内
・
)

に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
が
、
前
述
の
ご
と
く
、
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
が
運
河
・
貯
水
池
の
造
営
費
を
ザ
ミ
l
γ
ダ

l
ル
と
折
半
し
、
あ
る
い
は

修
理
費
を
負
担
す
る
場
合
に
は
「
地
代
」
が
定
額
と
な
る
、
と
い
う
慣
行
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
大
半
は
後
者
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
共
同
体
的
土
地
所
有
か
ら
の
私
的
土
地
所
有
の
分
出
と
い
う
問
題
の
一
環
と
し
て
、
ザ
ミ

I
ン
ダ

l
ル
の

お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
推
定
さ
れ
る
o

水
利
権
支
配
か
ら
の
自
己
の
井
戸
を
も
つ
こ
と
に
よ
る
部
分
的
離
脱
と
い
う
現
象
の
あ
っ
た
こ
と
が
、

っ
て
濯
概
す
る
土
地
と
、

も
ち
ろ
ん
個
々
の
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
の
経
営
に
立
ち
入
る
な
ら
ば
ー
ー
ー
そ
の
た
め
の
文
献
資
料
は
み
あ
た
ら
な
い
が
|
|
自
己
の
井
戸
に
よ

そ
れ
に
も
ま
し
て
多
量
の
ザ
ミ
l
γ
ダ

I
ル
の
水
利
権
支
配
に
服
す
る
土
地
と
の
混
在
が
み
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

が
、
部
分
的
・
相
対
的
に
せ
よ
水
の
支
配
が
土
地
所
有
と
農
業
経
営
の
自
立
性
を
保
証
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
想
定
し
て
誤
り
な
い
で

b
4
H
o
少
く
と
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
、
バ
ウ
グ
ル
プ
ル
の
水
利
慣
行
の
な
か
に
は
看
取
さ
れ
る

o
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対
抗
的
で
は
な
く
、
後
者
は
前
者
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

地
目
・
耕
種
の
別
に
対
応
す
る
地
主
的
水
利
体
系
と
農
民
的
水
利
体
系
と
の
併
存
は
明
ら
か
で
あ
る
o

し
か
し
両
者
の
関
係
は
完
全
に

そ
の
成
長
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。

(
1
)
穴
・
。
・
(
リ

r
g
L
r
R
r

吋
『
何
回
目
g

q

巴
H
L
開
口
D
口
O
B
H口
ω

D
『
子
∞

戸
田
口

ι
∞
可
凹
同
巾
B

H
口
四
角
川
口
岡
山
f

(
リ
回
一
口
口
同

H
m
r
]
5
N斗
w
v
k
v
-
h
p∞
1
品申・

(
2
)

拙
稿
五
で
い
く
ぶ
ん
注
意
し
た
が
、
租
税
法
的
次
元
で
の
こ
と
に
す

ぎ
な
い
。

(
3
)

拙
稿
五
第
二
・
一
ニ
節
参
照
、

(
4
)

中
世
イ
ン
ド
の
賦
役
に
関
す
る
邦
文
の
研
究
と
し
て
は
、
深
沢
宏

「
一
八
世
紀
マ
ラ

l
タ

l
王
国
の
夫
役

(zszm山

H
)

に
つ
い
て
」
(
「
一

橋
論
叢
」
四
八
一
二
〉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
賦
役
そ
の
も
の
の
み
に
つ
い

て
表
記
の
地
方
・
年
代
に
限
っ
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
5
)

円

回

5
7
5
2
w
〉
ロ
〉
口
口
D
戸
口
H
o
h
F巾

U
片
山
H
H
E
C『
回

E
岡
山
一
也
氏

E
L
N∞
同
も
I
N
N
-
H
Vえ
口

P
S
ω
由、

hvkv・
品
品
目
i
h
T
G一
b
b
-
w
k
r口
〉
口
口
O
C
H昇
。
円

己
百
円
)
目
的
可
H
n
g
o『
回
w
r
常
国
ロ
ハ
-
H
M
m片
口
問

H
D
M

∞NN
I
H
h
w
w
同

ν
ω
g
p
ミ
-
h
p
・



b
v
-
E
ω
呂
町
・
に
か
な
り
詳
し
い
叙
述
が
あ
る
。
〉
口
〉
口
口
O
ロ
ロ
H
D
『
岳
町

口
百
円
円
一
口
門
D
『
司
戸
門
口
巾
一
向
~
口
同
∞
門
v
h
u
l
N
門
V
W
同
μ
巳
ロ
P
H申
N
∞
、
も
-
A
F
H
H
一

b
b・

0
同
巴
戸
E
r
邑
E
N
~
w
N
h
w
I
N
ω
W
E
E
P
5
2
w
』
守
、
・
ω
N
C
l
ω
N
ω
・
を
も
参
照
。

以
下
前
二
書
の
み
要
約
す
る
。
な
お
の
・
〉
・
C
ロ
2
8
p
回
F
r
R
H
V
S
E
E

r
r
u
N
冶
九
司
札
誌
-
w
]
M
m
g
問
、
]
[
也
N
由
w
b
v
・
N
O
H
l
N
H
N
・
が
濯
概
を
考
え
る
の

に
有
益
で
あ
る
。

(

6

)

要
員
の
名
称
は
パ
ウ
グ
ル
プ
ル
に
つ
い
て
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
ω
戸
吋
5
2凶

(
h
R
-
w
師
号
、
守
臼
可
)
u
∞
R
r
c
r
同
(
印
公
-
w
h
晶
、
l
L
V
白
I
、
h
p
v
)
w

】

UmHMm口}戸山口lLω(~之
内

-
w
』
V
Q
豆
リ
同
始
時
九
時
、
お
)
w
国

G
S
F
H
(臼
Hpu』V由同』ぽ代同町可』守司ミザ刊

と
で
あ
る
。

(
7
)

配
水
系
統
の
図
解
が
な
い
の
で
明
瞭
で
は
な
い
が
、
肘
-
H
F
F
O
R
Y

H
U
己
同
一
M
M
1
m
i
w
〉
〈
ニ
一
ω
m
o
H
ロ
ハ
リ
喜
一
c
p
(
リ
白
B
r
ロ
仏
m
P
5
2
w
』
守
、
-
同
町
{
)
1

5
印
・
の
説
明
と
図
解
と
は
、
上
記
の
問
題
に
あ
る
照
明
を
与
え
る
か
も
知

れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
私
は
現
代
の
セ
イ
ロ
ン
と
百
六
十
年
前
の
ピ
ハ
l
ル

と
を
顛
倒
等
置
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

(

8

)

地
理
学
者
の
所
見
に
従
え
ば
、
煉
瓦
で
困
っ
た
井
戸
は
造
営
費
が
か

さ
む
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
井
戸
に
せ
よ
多
大
の
人
力
・
畜
力
の

稼
働
な
し
に
は
用
い
え
な
い
の
で
、
井
水
濯
減
は
運
河
端
惜
減
に
較
べ
て
六

倍
か
ら
七
倍
の
費
用
を
要
し
、
園
芸
的
農
業
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る

と
い
う

(
0・
国
・
州
内
・
ω
宮
芯
w
H
口
岳
山
田
口
仏
司
回
目
氏
ω
E
P
K
F
C
3
2
ω
-
m
H
M
L

M
N
m
w
m
H
D
ロ
ω
-
O
巾
D
四
円
回
目
)
}
M
M
J
h
w
w
R
N
町
民
W
N
J
勾
由
也
、
J
F
D
ロ
L
D
口
、
s
h
H
A
山
、
、
・
N
O
由
・
)
。

井
水
濯
紙
技
術
に
つ
い
て
は
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
報
告
に
も
詳
し
い
記
事
が
あ

北
大
文
学
部
紀
要

り
、
改
め
て
後
に
と
り
あ
げ
る
。
井
水
港
概
が
以
上
の
よ
う
に
経
費
の
か

き
む
も
の
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
ラ
イ
l
ャ
ッ
ト
に
こ
れ
が
可
能
で
あ
っ

た
と
は
思
え
な
い
。
少
数
の
財
力
あ
る
者
に
限
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
ま
た
井
水
利
用
を
め
ぐ
っ
て
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
相
互
間
に
あ
る
て
い
ど
の

支
配
被
支
配
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
明
証
を
姐
け
な
い
。

な
お
現
代
の
ピ
ハ
l
ル
地
方
の
濯
慨
に
関
す
る

0
・
出
・
民
・
ω
宮
F

毛
町
民
H
-
w
h
u
b
-
2
∞
1
2
由
・
の
記
事
も
参
考
に
な
る
。

(
9
)

地
代
形
態
と
水
利
権
の
あ
り
方
と
を
相
関
的
に
把
え
る
た
め
に
は
、

南
イ
ン
ド
の
農
制
が
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
概
括
的
に
い
う
な

ら
ば
、
南
イ

γ
ド
で
は
、
貯
水
地
・
遊
水
溝
な
ど
に
よ
る
大
規
模
の
人
工

港
紙
地
~
(
米
作
地
o
s
S
R
h
k
・
英
語
で
君
。
門
〔
m
g
E
〕
F
邑
)
に
は
作
物

分
割
に
よ
る
現
物
地
代
形
態
、
天
水
や
小
規
模
の
井
水
濯
減
に
た
よ
る
土

地
も
さ
同
町
m
k
w
ι
ミ
〔
四
百
円
口
〕
『
ロ
チ
)
に
は
耕
種
別
・
単
位
面
積
あ
た
り
の
定

額
貨
幣
地
代
形
態
、
私
人
が
特
に
施
す
濯
減
に
よ
る
植
栽
地

(
1
8
Z
2
8
)

・
園
周
(
m
R
F
ロ
)
に
は
定
額
貨
幣
地
代
形
態
が
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て

い
た
。
貯
水
池
や
神
事
・
祭
儀
の
費
用
は
第
一
の
範
鳴
か
ら
の
収
入
を
も

っ
て
充
当
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
ミ
l
ラ
l
ス
権
(
選
対
中
向
。
)
は
こ
の
範
鴎
の

土
地
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
。
処
分
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
第

二
・
第
二
一
の
範
鳴
に
属
す
る
私
人
の
井
水
港
滅
地
で
あ
っ
た
(
巧
・
同
-

E
司
B
E
岡
市
♂
四
円
叫
-
w
叫，

r
m
司
F
r
r
H
N何
回

}
D
H
F
h
H
円
-
w
ぐ

D
-
-
r
s
回
、
刊
、
』
守
、
・

5
∞
w
N
H
P
N
N
ω
u
N
品
A
F
l
N
品
印
w
N
a
N
N
E
-
参
照
)
。
大
規
模
濯
減
の
設
営
主
体

は
、
大
小
の
王
朝
国
家
・
地
方
的
土
豪
層
・
ミ
I
ラ
l
ス
ダ
l
ル
の
団
体

-125 



ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
・
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

な
ど
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
正
確
に
は
後
考
に
ま
つ
。

四

村
落
の
原
初
形
態
を
め
ぐ
る
試
論

一
六

以
上
に
検
討
し
た
二
つ
の
問
題
は
租
税
法
外
的
な
、

つ
ま
り
公
法
的
制
度
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
分
野
に
属
す
る
か
ら
、

少
く
と
も
現
状
で
は
よ
り
以
上
の
文
献
資
料
に
よ
る
証
明
が
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
不
備
を
留
保
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
が
従
来
の
私

な
り
の
問
題
展
開
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
考
え
℃
み
た
い
。
も
と
よ
り
上
の
検
討
で
は
、
「
雑
税
」
の
問
題
は
ピ
ハ

l

ル
に
つ
い
て
は
然
る
べ
き
資
料
的
証
拠
の
な
い
ま
ま
に
不
聞
に
付
さ
れ
て
お
り
、
濯
甑
の
問
題
も
同
様
の
事
情
か
ら
ベ
ン
ガ
ル
に
つ
い
て

は
言
及
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
以
下
に
説
く
所
は
実
証
的
に
は
相
当
に
粗
雑
な
、
思
弁
に
多
く
を
委
ね
る
よ
う
な
性
質
の
も
の

と
な
る
が
、
私
と
し
て
は
そ
の
点
を
熟
知
の
上
で
あ
え
て
一
仮
説
を
提
示
し
た
い
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
性
急
な
体
系
化
を
意
図
す
る
も
の
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で
な
く
、
細
密
な
実
証
を
今
後
に
期
待
す
る
準
備
作
業
と
し
て
で
あ
る
。

ま
ず
濯
甑
施
設
に
つ
い
て
の
前
節
の
検
討
か
ら
出
発
し
よ
う
。
イ

γ
ド
の
農
業
に
お
い
て
濯
慨
が
基
本
的
な
生
産
手
段
で
あ
る
こ

と
は
現
代
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
所
で
あ
る
が
、
国
家
的
濯
甑
事
業
の
ご
と
き
も
の
を
欠
く
時
代
に
お
い
て
は
、
濯
甑
施
設
が
そ
れ
を

造
営
・
所
有
し
水
利
権
を
掌
握
す
る
私
人
に
、
そ
の
規
模
に
従
っ
て
大
き
な
権
力
|

i他
人
の
労
働
と
労
働
生
産
物
と
に
対
す
る
支
配
ー
ー
ー

を
付
与
し
た
、
と
考
え
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。

七し
か
し
よ
り
正
確
に
は
、

一
定
の
権
力
の
前
提
が
あ
っ
て
の
み
、

そ
の
よ
う
な
事
業
が
可
能
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
o

ブ
キ
ャ

ナ
ン
に
よ
れ
ば
、
バ
ウ
グ
ル
プ
ル
で
は
運
河
の
長
さ
は
一
な
い
し
一
二
コ
ス
(
ぎ
的
)
つ
ま
り
約
三
・
こ
な
い
し
九
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
達
す



る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
り
、
長
い
も
の
は
六
コ
ス
つ
ま
り
約
一
九
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
が
、
幅
・
深
さ
は
と
も
に
四
な
い
し
五
キ
ユ

ー
ビ
ッ
ト
つ
ま
り
約
一
・
七
な
い
し
二
・
七
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
o

工
費
は
長
さ
一

O
Oガ
ズ

(
h
Q
N
)

幅
・
深
さ
各
一
ガ
ズ
つ
ま
り
約
八
五

メ
ー
ト
ル
の
長
さ
で
幅
・
深
さ
八
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
い
て
二
・
二
五
ル
ピ
ー
を
要
し
、
=
一
四
六
立
方
フ
ィ
ー
ト
U

約
九
立
方
メ
ー

ト
ル
の
土
を
近
く
に
捨
て
る
の
に
一
ル
ピ
ー
を
用
い
た
と
い
う
。
貯
水
池
は
高
さ
・
幅
と
も
に
コ
一
ll四
フ
ィ
ー
ト

(
0
・
九
な
い
し
一
・

一
一
メ
ー
ト
ル
)
の
堤
を
な
す
も
の
で
(
バ
ウ
グ
ル
プ
ル
)
そ
の
長
さ
は
パ
ト
ナ
・
ガ
ヤ
地
域
で
は
一
マ
イ
ル
(
一
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)

以
上
に
及
ぶ
も
の
が
全
貯
水
地
の
一
割
ほ
ど
を
し
め
、
こ
の
よ
う
な
規
模
の
も
の
の
工
費
は
お
よ
そ
五

O
O
ル
ピ
ー
に
も
な
る
が
、
ふ
つ

う
の
大
き
さ
の
貯
水
池
は
二
五
な
い
し
一

O
O
ル
ピ

l
で
で
き
る
o

人
夫
賃
は
池
の
深
さ
と
堤
の
高
さ
と
に
応
じ
て
、
一

O
O
シ
カ
シ
ダ

リ
l
u
ガ
ズ
(
的
芯
む
誌
に
む
三
h
b
N
)

つ
ま
り
約
六

O
立
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
二
・
五
な
い
し
四
ル
ピ
ー
で
あ
っ
た
。
雇
農
(
立
。
己
mrl目
2
5
5
v

H
L
O
ロ
m
r
B戸ロ)

に
あ
っ
て
は
、
濯
甑
施
設
造
営
に
投
下
さ
れ
る
資
本
だ
け
で
も
、
怠
大
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ベ
ン
ガ
ル
の
主
に
氾
濫
防
止
の
た
め
に
設
け
る
堰
堤
(
宮
言
問
)

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

一
人
あ
た
り
の
年
収
が
、

現
物
給
与
を
も
貨
幣
換
算
し
て
、

一
六
・

八
な
い
し
三
二
・
一
ル
ピ

l
と
概
算
さ
れ
る
当
時
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そ
の
設
営
が
伝
統
的
に
ザ
ミ
l
γ
ダ

1
ル
の
手
に
委
ね

起
き
ミ
守
二
塁
凡
な
る
用
語
が
東
イ
ン
ド
会
社
政
府
文
書
に
瀕
出
す
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
し
句
、
)
そ
れ
は

十
八
世
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
人
行
政
官
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
堰
堤
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
地
域
ご
と
に
さ
ま

工
費
も
異
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
会
社
政
府
の
土
木
担
当
官
が
ム
ル
シ
ダ
l
バ
l
ド
県
の
堰
堤
修
築
・
新
設

一
一
堰
堤
の
長
さ
は
短
か
ド
も
の
で
一
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
長
い
も
の
で
は
八

0
0
メ
ー
ト
ル
、

に
つ
い
て
は
、

ざ
ま
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
所
か
ら
推
す
と
、

極
端
な
例
で
は
一

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
も
の
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
幅
は
一
な
い
し
八
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
は
平
均
的
に
は
一
・
五
な

(
日
)

い
し
二
メ
ー
ト
ル
と
み
て
よ
い
。

北
大
文
学
部
紀
要



ザ
ミ
l
ソ
ダ
i
ル
・
ラ
イ
1
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

N
む
き
吉
弘
知
-
三
宮
突
出
と
並
ん
で
国
家
機
関
の
造
営
雄
持
す
る
堰
堤
も
当
然
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
が
、

を
示
す
証
拠
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

な
お
私
は
、

積
極
的
に
こ
れ

し
か
し
問
題
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
当
時
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
白
由
な
労
働
力
市
場
の
存
在
は
も
と
よ
り
想
定
し
え
な
い

の
で
あ
り
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
工
費
計
算
は
数
字
に
よ
っ
て
社
会
関
係
を
隠
蔽
し
て
い
る
。
当
時
の
社
会
状
態
を
も
と
に
考
え
る
限
り
、
ザ

ミ
l
γ
ダ
1
ル
は
領
内
ラ
イ

I
ヤ
ッ
ト
の
労
働
力
に
主
と
し
て
依
操
し
な
け
れ
ば
、
運
河
・
貯
水
池
・
堰
堤
の
造
営
・
維
持
を
な
し
え
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
ラ
イ

I
ヤ
ッ
ト
側
に
し
て
も
ザ
ミ

l
γ
ダ
I
ル
の
統
率
下
に
水
利
・
治
水
建
設
に
従
事
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
自

八
ら
の
農
業
生
産
が
不
可
能
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
水
利
・
治
水
建
設
の
た
め
の
労
働
力
支
出
を
、

と
し
て
把
え
て
は
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
単
純
に
賦
役

(
労
働
地
代
)

何
と
な
れ
ば
そ
れ
は
ザ
ミ

l
γ
ダ
l
ル
所
有
地
を
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
が
耕
作
す
る
代
償
と
し

る
。
結
論
を
先
取
り
し
た
表
現
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

て
支
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ラ
イ
1
ヤ
ッ
ト
自
ら
の
農
業
生
産
条
件
を
確
保
す
る
こ
と
が
第
一
義
を
な
た
し
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

ザ
ミ

l
γ
ダ
l
ル
ー
ー
よ
り
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
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総
称
さ
れ
た
土
豪
的
な
人
び
と

l
l
の
家
父
長
的
権
力
に
よ
っ
て
統
結
さ
れ
る
地
域
集
団
な
い
し
農
業
経
営
体
の
内
部
に
お
け
る
自
給
的

ま
ず
右
の
水
利
・
治
水
建
設
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
労
働
は
何
よ
り
も
当
該
集
団
な
い
し
経

ザ
ミ

I
ン
ダ
l
ル
は
そ
の
事
業
の
全
体
的
な
企
画
執
行
の
責
に
任
ず
る
も
の
で
あ
っ
に
叩
)
水
利
・
治

生
産
労
働
の
一
部
と
し
て
、

営
体
の
全
成
員
の
事
業
で
あ
っ
て
、

水
労
働
を
賦
役
(
労
働
地
代
)
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
誤
ま
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
を
外
部
か
ら
現
象
的
に
把
え
る
だ
け
で
は
不

完
全
で
あ
ろ
う
o

そ
の
発
生
の
内
的
要
因
を
了
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
o

九

右
の
推
論
を
敷
街
し
つ
つ
一
つ
の
構
想
を
示
す
。

ロ
移
譲

(
H
S
H
N
Q
h
g
、
日
開
勅
任
(
む
や
言
さ
)

ザ
ミ
l
ン
ダ
l
ル
の
起
源
と
さ
れ
る
も
の
に
、

の
コ
一
種
が
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
発
生
の
順
序
か
ら
い
え
ば
開
発
が
も
っ
と
も
古

付
開
発
(
豆
諸
b
S
納豆、



い
形
態
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
充
分
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
開
発
者
は
お
そ
ら
く
決
し
て
単
独
で
な
く
、

か
れ
を

首
長
と
す
る
集
団
を
統
率
し
て
事
に
当
っ
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開
発
者
集
団
の
移
住
定
着
に
よ
る
農
耕
村
落
形
成
の
歴

史
は
お
そ
ら
く
極
め
て
古
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
ふ
叫
)
か
れ
ら
が
そ
の
際
ま
ず
も
っ
と
も
必
要
と
し
た
も
の
は
農
業
生
産
の
前
提
た
る
治

水
・
濯
甑
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
持
続
的
な
生
産
活
動
を
営
な
む
に
は
大
規
模
の
水
利
・
治
水
施
設
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の

た
め
の
事
業
は
個
々
の
な
成
員
家
族
に
よ
っ
て
で
な
く
全
集
団
の
共
同
事
業
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
果
た
る
水
の
利

用
も
全
成
員
が
な
ん
ら
か
の
意
味
で
平
等
に
享
受
で
き
る
よ
う
な
規
則
に
服
す
る
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
い
)
か
か
る
集
団
的
規
模
に
お

け
る
共
同
労
働
の
実
行
・
指
揮
、
水
利
・
治
水
調
整
な
ど
は
、
首
長
の
威
令
に
よ
り
実
現
可
能
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
特
に
治
水
・
濯

一
般
に
移
動
・
土
地
選
定
・
定
着
・
開
墾
と
い
う
一
連
の
事
業
は
、
個
別
分
散
的
な
私
人
で
は
な
く
、
強
力
な
統

率
者
を
持
つ
一
定
規
模
以
上
の
集
団
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
埼
o

慨
に
限
定
せ
ず
と
も
、

こ
れ
と
並
ん
で
私
は
つ
ぎ
の
事
態
を
も
推
測
す
る
o

開
発
者
集
団
は
農
耕
民
と
し
て
お
そ
ら
く
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
の
農
事
予
祝
行
事
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nl」
キ

ι
《

t

ム
、
込
、

マ、

t
f
L
カ

や
収
穫
祭
な
ど
を
行
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
首
長
は
か
か
る
農
耕
上
の
祭
儀
・
神
事
の
主
宰
者
た
る
資
格
を
も
付
与
さ
れ
て
い
た
の

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
o

つ
ま
り
水
と
労
働
と
を
掌
ど
る
者
が
祭
杷
を
も
司
ど
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
ほ
か
、
先
任
者

や
征
服
者
な
ど
に
対
す
る
防
禦
・
戦
闘
に
お
い
て
、
首
長
が
軍
事
統
率
の
機
能
を
も
っ
た
こ
と
は
充
分
察
知
し
う
る
し
、
集
団
内
部
の
秩

序
を
維
持
す
る
た
め
に
、

か
れ
が
一
定
の
司
法
的
・
警
察
的
機
能
を
も
持
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
や
は
り
推
定
し
う
る
。

O 

こ
の
よ
う
な
開
発
者
集
団
の
性
格
を
私
は
家
父
長
的
農
業
共
同
体
な
い
し
経
営
体
と
よ
ん
で
お
こ
う
。
こ
の
よ
う
な
構
成
体
は
濯

概
・
治
水
施
設
の
造
営
・
維
持
、
水
の
配
分
・
調
整
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
必
要
が
首
長
の
家
父
長
的
権
力
を
通
し
て
充
足
さ
れ
、
そ
の

充
足
の
保
障
が
成
員
の
共
同
労
働
と
共
同
規
律
の
遵
守
と
に
あ
る
限
り
は
、
こ
の
構
成
体
は
容
易
に
崩
壊
せ
ず
、
歴
史
的
な
諸
変
動
を
経
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ザ
ミ
l
ン
ダ
l
ル
・
ラ
イ
1

ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

過
し
つ
つ
も
な
お
社
会
の
基
層
構
造
と
し
て
存
在
し
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
社
会
で
は
首
長
と
成
員
と
の
関
係
も
明
確
な
階
級
的

対
立
と
し
て
は
意
識
さ
れ
ず
、
首
長
の
収
入
は
生
産
労
働
に
お
け
る
一
定
の
共
同
性
|
|
成
員
の
個
別
保
有
地
性
を
許
す
に
せ
よ
ー
ー
ー
を

前
提
と
す
る
生
産
物
の
中
の
一
定
の
「
分
け
前
」
と
し
て
現
わ
れ
、
首
長
の
「
土
地
所
有
」
を
前
提
と
す
る
「
地
代
」
と
は
考
え
ら
れ
な

ぃ
。
そ
の
収
入
に
は
首
長
自
身
の
所
得
と
な
る
部
分
の
ほ
か
集
団
全
体
の
た
め
に
支
出
さ
れ
る
部
分
、
た
と
え
ば
潅
概
・
治
水
施
設
の
修

理
や
祭
儀
・
神
事
の
費
用
も
ふ
く
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
首
長
は
成
員
に
対
す
る
労
働
指
揮
、
水
の
配
分
・
調

整
、
軍
事
的
統
率
な
ど
の
権
限
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
員
に
対
す
る
支
配
を
強
化
し
、
生
産
的
労
働
か
ら
離
れ
た
土
地
所
有
者
、
共

同
体
領
域
の
支
配
者
に
転
化
す
る
可
能
性
を
も
潜
在
さ
せ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
o

開
発
(
宮
司
N
h
Q
N
l
守
泊
三
)
に
よ
る
ザ
ミ
1
γ
ダ

I
ル
、
あ
る
い
は
ム
ス
リ
ム
征
服
者
に
よ
っ
て
ザ
ミ
l
γ
ダ

l
ル
、
マ

I
レ
ク
(
さ
ミ
お
)
、

サ
1
へ
ベ

1
ザ
ミ

l
ン

宏

司

令

S
l凡

N
Q
S
S
)
と
し
て
認
識
さ
れ
た
社
会
層
は
、
お
そ
ら
く
右
に
推
察
し
た
ご
と
き
開
発
首
長
と
な
ん
ら

か
の
歴
史
的
脈
絡
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
も
の
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
移
譲
や
勅
任
に
よ
る
ザ
ミ
l
ダ

I
ル
の
発
生
は
可
能

で
あ
り
、
か
か
る
も
の
の
中
か
ら
国
家
貢
租
収
納
請
負
人
と
し
て
の
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
(
告
さ
吉
丸
守
よ
さ
q
~
l
h
H
A
q
ミ
)
の
任
命
も
可
能

で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
商
税
や
非
耕
地
部
分
(
山
林
・
原
野
・
河
川
・
沼
沢
)
の
使
用
料
、
つ
ま
り
サ
l
イ
ル
(
的
向
ギ
)
の
徴
収
権

は
、
首
長
の
共
同
体
領
域
管
理
の
権
能
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ニ
一
上
述
の
歴
史
的
脈
絡
は
し
か
し
な
が
ら
決
し
て
単
線
的
な
も
の
で
な
く
、
多
く
の
変
動
を
伴
っ
た
は
ず
で
あ
る
o

例
え
ば
井
水
濯

甑
地
を
も
っ
農
民
の
出
現
は
、
農
村
社
会
の
性
格
の
原
生
的
開
発
者
集
団
の
域
か
ら
の
脱
却
、
商
業
的
農
業
の
あ
る
程
度
の
発
展
、
首
長

(
お
)

以
外
の
成
員
聞
に
お
け
る
階
層
分
化
の
進
行
、
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り

L
d大
な
領
域
を
も
っ
ザ
ミ

1
ン
ダ

l
リ
l
形
成
は
、
移
譲

や
勅
任
以
外
の
、
一
ザ
ミ
l
ン
ダ

l
ル
に
よ
る
他
ザ
ミ
l
γ
ダ

I
リ
I
の
兼
併
と
い
う
事
態
を
推
定
さ
せ
る
o

先
住
部
族
を
服
属
さ
せ
使

(
包
)

役
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
王
朝
権
力
に
よ
る
行
政
制
度
が
も
た
ら
し
た
変
革
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
先
に
想
定
し
た
基
層
構
造
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
観
念
形
態
と
が
強
固
に
生
き
続
け
て
い
た
こ
と
は
、

ザ
ミ
l
γ
、ダ

l
ル
の
ラ
イ

ー
ヤ
ゲ
ト
か
ら
の
祭
儀
・
神
事
料
徴
収
、
費
用
負
担
と
い
う
か
た
ち
で
の
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
の
ザ
ミ
l
ン
ダ

l
ル
家
の
普
請
や
諸
儀
式
へ
の

参
与
に
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
ラ
l
ジ
ュ
シ
十
I
ヒ
!
の
ザ
ミ
l
γ
ダ

l
ル
、
ラ
l
ニ

l
u
バ
ヴ
ァ

l
ニ

l
が
東
イ
シ
ド
会

社
政
府
に
あ
て
た
周
知
の
訴
状
も
こ
れ
を
弁
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
地
代
(
遠
足
)
」
・
「
商
税
・
非
耕
地
使
用
料
(
払
ギ
)
」
と
「
雑
税

(ER丸山

な
さ
れ
)
」
と
の
併
存
は
、
右
の
基
層
構
造
と
の
関
連
に
お
い
て
こ
れ
を
把
え
る
こ
と
が
で
き
杭
「

基
層
構
造
の
持
続
に
つ
い
て
は
次
の
こ
と
も
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
首
長
な
い
し
ザ
ミ

I
γ
ダ

l
ル
の
家
系
が
変
っ
て
も
後

来
の
者
は
在
来
の
者
の
機
能
を
継
承
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
と
、
原
生
的
な
村
落
な
い
し
村
落
群
を
こ
え
た
首
長
領
ま
た
は
ザ
ミ

l

γ
ダ

l
リ

l
の
成
立
に
お
い
て
は
、
後
者
の
首
長
な
い
し
ザ
ミ
l
γ
ダ

l
ル
に
よ
る
前
者
の
共
同
体
的
事
業
の
少
く
と
も
一
部
分
の
吸
収

が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

九
所
引
帥
は
は
じ
め
の
推
定
の
一
論
拠
で
あ
り
、
堤
防
費
(
、
足
l
守

S
S
)
徴
収
は
あ
と
の

可
能
性
を
も
考
え
さ
せ
る
。
「
村
神
」
祭
把
の
あ
り
方
も
、
基
層
に
あ
る
文
化
と
そ
の
上
に
政
治
的
変
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
文
化

と
の
重
畳
を
示
す
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
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以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
賦
役
つ
ま
り
労
働
地
代
が
明
確
な
か
た
ち
で
は
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
あ
る
程

度
ま
で
解
釈
が
下
せ
る
。
私
は
こ
れ
を
、
ま
ず
共
同
体
内
部
に
お
い
て
は
、
水
利
・
治
水
関
係
労
働
の
ご
と
き
が
農
業
労
働
の
一
環
と
し

て
表
象
さ
れ
、
そ
の
労
働
の
成
果
が
労
働
す
る
者
自
身
に
少
く
と
も
全
面
的
に
は
対
立
す
る
も
の
と
し
て
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
次

に
王
朝
国
家
権
力
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
賦
役
的
労
働
が
行
な
わ
れ
た
に
せ
よ
そ
れ
は
国
家
権
力
に
よ
っ
て
直
接
的
に
把
握
さ
れ
る
公

法
的
関
係
に
お
い
て
で
な
く
、
い
わ
ば
私
法
的
な
ザ
ミ
l
γ
ダ

1
ル
と
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
と
の
聞
の
内
付
の
関
係
に
お
い
て
営
な
ま
れ
た
こ

(
却
)

と
、
に
求
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
し
て
こ
の
内
付
関
係
を
秩
序
づ
け
た
も
の
は
、
両
者
の
聞
の
原
生
的
と
も
い
え
る
家
父
長
的
関
係
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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ザ
ミ
l
γ
ダ

l
ル
・
ラ
イ
I
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

ラ
イ

I
ヤ
ヅ
ト
が
窮
迫
す
れ
ば
ザ
ミ
l
γ
ダ

l
ル
は
こ
れ
を
み
す
て
て
お
け
な
い
と
い
う
発
想
は
、
「
非
合
法
的
と
り
た
て
」
を
容
認
す

る
ご
と
き
思
考
慣
習
と
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
o

そ
し
て
社
会
の
基
層
構
造
と
し
て
の
家
父
長
的
関
係
の
持
続
の
条
件
は
、
前
に
論
じ
た

よ
う
な
地
主
的
水
利
体
系
に
規
制
さ
れ
か
つ
依
存
す
る
農
業
生
産
の
あ
り
方
に
か
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
o

そ
し
て
こ
の
農
業
生
産
条
件
が
基
本
的
に
変
化
し
な
い
限
り
、
井
戸
を
も
つ
こ
と
に
よ
る
共
同
体
的
土
地
所
有
か
ら
の
私
的
土
地
所
有

の
か
山
山
は
相
対
的
・
部
分
的
た
る
に
と
ど
ま
り
、
前
者
の
全
面
的
解
恥
に
は
至
り
が
た
い
で
あ
ろ
う
o

井
戸
を
も
っ
農
民
を
小
家
父
長
と

と
み
て
よ
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、

す
る
よ
り
小
規
模
の
二
次
的
集
団
が
在
来
の
よ
り
大
き
な
共
同
体
に
付
着
し
つ
つ
形
成
さ
れ
る
の
み
、

井
戸
を
も
た
ず
と
も
、
在
来
の
よ
り
大
き
な
共
同
体
の
水
利
事
業
を
前
提
と
し
た
上
で
形
成
さ
れ
る
、
農
民
の
局
地
的
な
水
利
共
同
組
織

を
考
え
る
こ
と
も
、
不
可
能
で
は
な
い
。
治
水
体
系
に
つ
い
て
は
明
証
を
え
な
い
が
、
基
本
的
に
は
水
利
体
系
と
同
じ
傾
向
を
予
想
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
家
父
長
的
権
力
の
重
畳
・
凝
滞
の
相
を
、
そ
の
基
盤
た
る
農
業
生
産
力
の
諸
条
件
の
持
続
と
と
も
に
、
イ
ソ

ド
東
部
社
会
の
い
わ
ゆ
る
「
ア
ジ
ア
的
」
特
質
と
私
は
考
え
る
が
、
見
逃
し
え
な
い
こ
と
は
、
こ
の
「
ア
ジ
ア
的
」
社
会
内
部
に
も
微
弱
・

綬
慢
な
が
ら
も
、
一
定
の
生
産
力
発
展
と
社
会
変
動
と
が
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
o

二
三
以
上
の
よ
う
に
考
察
し
て
く
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
槌
民
地
支
配
成
立
期
に
お
い
て
検
出
さ
れ
る
「
封
建
的
」
な
る
も
の
が
、

い
か
な
る
内
部
構
造
に
貫
か
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
歴
史
的
経
緯
の
う
ち
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て

仮
説
的
な
が
ら
一
定
の
展
望
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
そ
の
始
原
を
開
発
者
集
団
の
形
成
し
た
原
生
的
村
落
に
ひ
と
ま
ず
求
め
る
の

で
あ
る
、
が
、
そ
の
後
の
発
展
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
推
測
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
「
封
建
的
し
土
地
所
有
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
開
発
者
集
団
の
家
父
長
的
首
長
が
自
己
の
首
長
権
と
集
団
の
占
取
す
る
領
域
を
家

産
化
す
る
に
至
っ
た
場
合
が
想
定
さ
れ
る
o

そ
の
ほ
か
、
そ
の
領
域
、
が
、
あ
る
い
は
王
朝
的
国
家
権
力
の
支
配
下
に
入
っ
て
、
王
の
官
僚

・
寧
人
・
収
租
請
負
人
な
ど
の
管
理
下
に
委
ね
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
在
地
化
し
て
そ
の
領
域
を
家
産
化
し
た
場
合
や
、
あ
る
い
は
隣
接
地
域
の
首
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長
を
ふ
く
む
外
来
征
服
者
に
よ
っ
て
そ
う
さ
れ
た
場
合
も
想
定
で
き
勺
こ
の
過
程
に
お
い
て
本
来
の
集
団
の
成
員
は
後
の
二
つ
の

場
合
に
は
首
長
を
も
ふ
く
め
て
|
|
|
、
「
封
建
的
」
隷
農
の
性
格
を
帯
び
る
に
至
る
が
、
か
か
る
規
定
を
与
え
う
る
規
準
と
な
る
居
住
強
制
・

耕
種
強
制
は
、
家
産
所
有
者
つ
ま
り
領
主
の
側
か
ら
定
め
ら
れ
る
の
で
な
く
、
前
述
の
よ
う
な
農
業
労
働
に
お
け
る
一
定
の
共
同
性
か
ら
第

一
次
的
に
は
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
村
落
の
中
核
的
農
民
層
に
お
け
る
強
度
の
土
地
占
取
権
も
保
持
さ
れ
え
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ム
ガ
ル
朝
期
の
国
家
貢
租
徴
収
請
負
人
と
し
て
の
ザ
ミ
l
γ
ダ

1
ル
は
、
ま
ず
か
か
る
領
主
層
を
任
命
し
た
も
の

で
あ
り
、
国
家
権
力
の
浸
透
に
伴
っ
て
勅
命
を
も
っ
て
ザ
ミ
l
γ
ダ

l
ル
に
任
命
さ
れ
た
者
と
か
、
領
主
聞
の
貨
幣
経
済
の
進
展
に
伴
っ

て
購
入
・
移
譲
に
よ
っ
て
ザ
ミ
l
γ
ダ

l
ル
と
な
っ
た
者
と
か
が
、
そ
れ
に
続
い
た
で
あ
ろ
う
o

後
来
の
者
も
遂
に
は
そ
の
ザ
ミ
l
γ
ダ

1
リ
ー
を
自
己
の
家
産
と
し
て
世
襲
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
一
方
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
の
自
立
再
生
産
に
つ
い
て
は
、
共
同
体
へ
の
帰
属
に

よ
っ
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
反
面
を
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
o

開
発
者
集
団
起
源
の
あ
る
村
落
は
形
成
期
あ
る
い
は
そ
の
後
の
発
展
途
上
に
お
い
て
、
周
辺
の
先
住
者
を
吸
収
し
支
配
し
て
行
な
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
、
お
よ
び
、
他
の
村
落
は
よ
り
強
力
な
後
来
の
征
服
者
・
移
住
者
の
支
配
下
に
お
か
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
場
合
に
は
い
ず
れ
も
、
よ
り
強
い
者
と
よ
り
弱
い
者
と
の
関
係
は
カ
l
ス
ト
と
し
て
固
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
一
面

で
は
共
同
体
内
部
の
世
襲
的
分
業
関
係
の
基
盤
を
構
成
す
る
と
と
も
に
、
他
国
で
は
下
級
カ
l
ス
ト
に
も
一
定
の

R25-
印

S
E凹
こ

や

正
吉
田

-
Pロロ昨日
O
口
、
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祭
杷
集
団
と
し
て
の
村
落
の
一
体
性
を
と
も
か
く
維
持
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

社
会
的
諸
関
係
の
か
か
る
局
面
は
、
軍
事
的
支
配
と
貢
租
徴
収
と
を
事
と
す
る
ム
ガ
ル
国
家
体
制
の
公
法
的
秩
序
の
関
知
す
る
所
で
は

な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
か
る
実
体
を
基
底
に
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
ム
ガ
ル
国
家
は
あ
る
時
期
ま
で
は
自
己
を
維
持
し

え
た
の
で
あ
る
o

帝
国
の
収
租
体
系
の
末
端
に
は
家
父
長
制
的
基
層
構
造
に
貫
か
れ
た
農
村
の
私
法
的
秩
序
が
展
開
し
て
い
た
。
こ
の
点

で
は
イ
ギ
リ
ス
支
配
も
一
定
の
共
通
面
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
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l
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タ
ー
ル
・
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

か
か
る
構
図
を
設
定
し
た
上
で
、
植
民
地
支
配
成
立
期
の
ベ
ン
ガ
ル
・
ピ
ハ

l
ル
地
方
の
土
地
所
有
関
係
を
要
説
す
る
な
ら
ば
、

以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
o

土
地
に
対
す
る
権
益
は
基
本
的
に
は
、
王
朝
国
家
と
そ
の
代
理
者
た
ち
の
収
租
権
と
開
発
者
集
団
つ
ま
り
農
民

の
共
同
体
に
よ
る
事
実
的
占
取
と
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
以
前
に
後
者
は
分
裂
し
て
、
首
長
つ
ま
り
ザ
ミ

l
γ
ダ

l
ル

の
領
有
権
と
構
成
員
つ
ま
り
ラ
イ

l
ヤ
ッ
ト
の
占
取
権
と
が
不
完
全
な
が
ら
も
対
抗
す
る
よ
う
に
な
り
、
領
有
権
は
よ
り
上
位
の
収
租
権

に
よ
っ
て
部
分
的
に
吸
収
さ
れ
る
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
の
過
程
は
複
雑
な
様
相
を
呈
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
重
要
な
一
側
面
と
し
て
は
首
長
の

生
産
活
動
か
ら
の
遊
離
と
、
成
員
の
一
般
的
な
生
産
力
土
井
と
一
定
程
度
の
経
営
自
立
化
と
を
想
定
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
最
後
の
占

取
権
は
生
産
力
の
一
定
の
発
展
と
そ
の
担
体
た
る
基
幹
的
共
同
体
農
民
層
の
分
解
を
通
し
て
、
富
農
層
に
よ
る
農
民
的
土
地
所
有
ー
ー
ー
先

述
の
ご
と
き
制
約
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ

l
iに
ま
で
上
弁
し
、
「
封
建
的
」
土
地
所
有
つ
ま
り
収
租
権
・
領
有
権
と
、
限
界
を

も
ち
な
が
ら
も
対
抗
し
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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河
・
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濯
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す
る
こ
と
が
行
な
わ
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こ
れ
を
農
民
な
ど
が
植

民
地
時
代
以
前
か
ら
の
か
か
る
問
題
を
処
理
す
る
際
の
、
慣
例
化
し
た
行

動
様
式
に
も
と
づ
く
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
か
ら
国
家
に
よ
る
民
間

水
利
・
治
水
事
業
の
調
整
・
統
制
・
監
督
な
い
し
統
合
補
完
機
能
な
ど
の

蓋
然
性
を
推
定
し
う
る
か
と
考
え
る
。
史
料
に
よ
る
明
誌
を
え
な
い
今

は
、
こ
れ
以
上
の
立
論
を
は
ば
か
り
た
い
。

(
刊
M

)

因
み
に
ブ
キ
ヤ
ナ

γ
の
調
査
旅
行
区
域
の
中
で
、
ベ

γ
ガ
ル
州
デ
イ

タ
ン
ク

ナ
l
ジ
ュ
プ
ル
で
は
港
紙
は
溜
池
を
利
用
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
(
戸
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民
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叫
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こ
の
地
方
は
広
大
な
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
リ
l
領
の
あ
っ
た
所
で
あ
る
が
、
溜

池
の
設
営
・
管
理
の
主
体
に
つ
い
て
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ

れ
ら
が
個
々
の
農
民
家
族
に
か
か
る
も
の
と
は
考
え
が
た
い
。
ま
た
い
ま

の
ウ
ッ
タ
ル
H
プ
ラ
デ

1
シ
ュ
州
ゴ

l
ラ
ク
プ
ル
県
で
は
、
雨
量
も
多
く

降
雨
も
規
則
的
で
あ
る
た
め
貯
水
池
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
運
河
も
発
達

し
て
い
な
か
っ
た
が
、
農
民
が
共
同
労
働
に
よ
っ
て
人
工
濯
慨
を
行
な
っ

て
い
た
。
綱
で
吊
し
た
欝
形
の
容
器
二
個
ご
と
に
四
人
が
つ
い
て
一
つ
の

送
水
中
継
点
を
作
り
、
い
く
つ
か
の
中
継
点
を
河
川
等
と
耕
地
と
の
間
に

設
け
て
給
水
す
る
も
の
で
、
そ
の
間
隔
が
八
百
メ

l
メ
ル
に
及
ぶ
も
の
も

み
ら
れ
た
と
い
う
(
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。
こ
れ
も
一
定
の
労
働
統

制
力
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
事
態
で
あ
ろ
う
。
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。
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訳
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ま
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植
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と
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へ
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土
地
の
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進
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の
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(UCE自己
E
q
w
H
L
Dロ門円
D
P
H∞申
F

H刊号、・
u
同由日叶
whvM守・

盟
、
-

M
缶
、
・
)
、
定
住
農
耕
の
生
活
形
態
を
前
ア

l
リ
ア
的
と
す
る
(
也
、

ラ
イ

1
ヤ
ツ
ト
ワ
1
リ
1
h
ク
イ

νジ

円むよ同)・

5
N・
)
の
で
あ
る
が
、
「
個
別
所
有
型
村
落
」
と
て
人
間
の
開
発

定
住
な
く
し
て
形
成
さ
れ
え
な
い
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
定
住
農
耕
の
生

治
形
態
に
し
て
も
前
ア

l
リ
ア
的
な
も
の
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。

(
日
)
、
フ
キ
ヤ
ナ
ン
は
貯
水
池
に
ふ
れ
つ
つ
、
あ
る
地
方
で
は
稲
作
地
一
、

0
0
0ピ
l
ガ
に
つ
い
て
「
長
さ
に
し
て
一
五

O
な
い
し
一

O
O
ピ

l
ガ

の
堤
官
官
口
町
え
片
D
B
H
E
S
H
O
O
E
m同
Z

5

F
口
開
門
『
)
」
が
必
要

で
あ
り
、
他
の
地
方
で
は
「
長
さ
に
し
て
五

O
ピ

l
カ
」
で
は
一

O
Oピ

l
ガ
の
土
地
し
か
給
水
で
き
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
、
と
記
し
て
い
る

(
円
四
ロ
ロ
r
g
E
W
H
U巳
口
白
田
口
L

出巾
Z
H
u
b
-
印
ω仏
・
)
。
こ
の
玄
問
。
r
は
明
ら
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か
に
~
司
令
』
ミ
(
約

0
・
一
一
一
一
一
メ
ー
ト
ル
〉
の
誤
写
と
思
う
。
貯
水
池
・
通

水
溝
と
耕
地
と
の
位
置
関
係
、
水
量
を
推
定
す
る
た
め
の
貯
水
池
の
水
深



ザ
ミ

I
ン
ダ

l
ル
・
ラ
イ

l
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

や
通
水
再
開
の
ほ
ば
・
深
さ
を
一
示
す
数
字
が
な
く
、
こ
の
記
事
だ
け
で
は
何

事
も
論
じ
え
な
い
が
、
参
考
の
た
め
付
記
す
る
。

(
η
)
拙
稿
一
第
二
節
、
同
五
第
三
節
で
述
べ
た
耕
種
規
制
の
問
題
は
、
か

か
る
農
業
技
術
的
条
件
と
の
関
連
で
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
水
利
に

お
け
る
共
向
性
の
あ
る
土
地
に
つ
い
て
は
「
勝
手
作
」
は
あ
り
え
な
い
。

土
地
保
有
者
が
同
時
に
水
利
権
の
主
体
と
な
る
井
水
港
滅
地
や
小
規
模
の

濯
概
施
設
を
も
っ
て
し
で
も
充
分
と
思
わ
れ
る
河
川
縁
辺
地
に
つ
い
て
、

耕
種
と
無
関
係
な
貨
幣
「
地
代
」
と
個
人
名
儀
の
地
券
が
み
ら
れ
る
こ
と

の
意
味
は
、
極
め
て
大
き
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
ベ
イ
デ
ン

H
パ
ウ
エ
ル
は
か
れ
の
構
想
す
る
村
落
類
型
区
分
の
一
指

標
と
し
て
、
「
個
別
所
有
型
村
落
」
ー
ー
ー
か
れ
は
こ
れ
を
「
合
同
所
有
型

村
落
」
に
先
行
す
る
も
の
と
考
え
る

l
iに
お
け
る
原
生
的
な
首
長
権
の

存
在
を
指
摘
す
る
(
回
・
同
-
切
山
丘
町
ロ
1HMcd〈
白

-
f
q
b
円
凡

N
J
b・
お
一

bD-u

叶
r
o
F
S仏
∞
万
円
巾
日
ω

O
『
出
口
氏
印
Y
Hロ門
HHP
〈

C
一-
Y
F
D
ロハ
H
o
p
H開
匂

NW
も・

5
2
0
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
一
示
唆
的
で
あ
る
。
も
っ
と
も
か
れ

は
法
律
的
意
味
の
所
有
の
み
を
関
心
事
と
し
、
生
産
力
的
・
生
産
関
係
的

視
点
を
欠
く
た
め
、
首
長
権
下
の
村
落
に
お
け
る
「
耕
地
の
利
益
共
同
体

(
8
5
2
5
H
F
Q
え

5
Z
5
2
5
p
o
口
三
己
〈
巳
E
Z
Z
)
」
(
〈
ニ
・

(UCE--

k
v
・

g-)
を
否
定
す
る
が
、
こ
れ
は
か
れ
の
人
種
主
義
的
村
落
史
観
と
と

も
に
克
服
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
m
m
)

斗
・
州
内
・
出
E
F
-
-
d巾
図
。
口
問
戸
一
司
A
M
P
E
E
H円
。
目
、
叶
=
出
。
門
Cw
回
GErmwvJ

同
町
内

J
S
S
W
-
主
-H
己
、
.
の
収
穫
祭
の
記
述
、
。
・
〉
・
の
ご
2
8
P
色
、
三
子

k
v
h
v

・
8
u
i怠
ゲ
の
予
祝
行
事
、
収
穫
祭
に
関
す
る
用
語
解
説
以
上
の
詳
し

い
こ
と
は
知
り
え
な
か
っ
た
。

(

却

)

戸

出

与

F
r
u
q
k
w
n
p
w
』守、・

Hω
∞l
E
H
・
参
照
。
な
お
こ
れ
ら
の
こ
と

ば
の
指
示
す
る
実
体
は
甚
だ
不
確
定
的
で
あ
っ
て
、
土
地
所
有
小
農
民

(
吉
富
山
口
門
)
が
マ

l
レ
夕
、
ザ
ミ

l
ン
タ
ー
ル
と
よ
ば
れ
る
例
も
あ
っ
た

(ロ
b
町民
H
J
b
b・
H
H
H
l
H
5
・
参
照
)
。

(
幻
)
ザ
ミ
!
ン
タ
ー
ル
が
叙
任
状
の
規
定
を
こ
え
あ
る
い
は
無
視
し
て
土

地
と
人
民
を
支
配
し
た
、
と
い
う
拙
稿
二
第
二
節
の
見
解
は
も
は
や
支
持

さ
れ
え
な
い
。
叙
任
状
以
前
、
租
税
法
的
制
度
と
し
て
の
ザ
ミ

l
ン
ダ

l

ル
の
成
立
以
前
か
ら
存
続
し
て
い
た
権
力
が
、
叙
任
状
に
よ
っ
て
公
権
力

の
支
持
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
回
・
国
民
包
g
l
]
U
O
唱
。
一
戸
、
吋
}
凶
作
門
出
血
芯
ロ

〈
ニ
-mmゅ
の
CHHH自
己
ロ
ユ
ツ

O
H
h
c卒
、
同
町
∞
由
て
河
町
、
始
、
・
uZσ
若
田
2
2
p
同由印
J1w

b
-
N
N
N
芯
・
を
も
参
照
せ
よ
。

ま
た
デ
カ

γ
の
郷
主
(
弘
司
h
b
w
)

も
、
ヒ
ン

F
ウ
l
諸
王
朝
時
代
の
土

豪
的
勢
力
を
ム
ス
リ
ム
王
朝
国
家
の
体
制
に
編
入
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
点
は
り
・
ロ
・
同
D
E
B
E
u
q
V
3
F畑
、
.
ω
o
u
・
と
、
深
沢
宏

「
ア

l
デ
ィ
ル
・
シ
ャ

l
ヒ
l
主
国
(
西
暦
一
四
八
九
年

i
一
六
八
六
年

の
地
方
支
配
に
関
す
る
一
研
究
」
(
「
一
橋
大
学
研
究
年
報
経
済
学
研
究
」

八
)
第
四
章
第
二
節
を
参
照
。

な
お
私
は
制
度
上
の
ザ
ミ
ン
ダ
i
ル
が
す
べ
て
開
発
首
長
で
あ
っ
た
と

い
う
の
で
は
な
く
、
後
者
が
前
者
の
主
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け

で
あ
る
。
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(
辺
)
バ
ウ
グ
ル
プ
ル
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
九
世
紀
初
期
に
は
米
が
も
っ

と
も
重
要
な
作
物
で
あ
っ
た
が
(
司
・
回
R
E
E
F
H凶
7
2
m
m
一
宮
♂
』
V-AFHC)

濯
慨
は
小
麦
・
き
び
‘

(
b
S悼
凡
門
誌
司
抽
選
N
N
R

白
尽
き
時
)
・
甘
煎
・
疏
菜
類
の
栽

培
に
も
用
い
ら
れ
た

(bb・
怠
叶
l
主
申
・
)
。
井
戸
港
慨
は
水
を
入
れ
る
皮
袋

に
綱
を
つ
け
、
'
綱
を
ロ
ー
ラ
ー
に
わ
た
し
て
二
頭
の
牡
牛
に
か
け
、
牛
の

動
作
に
よ
っ
て
汲
み
あ
げ
ら
れ
た
水
を
水
槽
に
あ
け
て
流
す
、
と
い
う
方

法
で
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
道
具
立
て
を
そ

i
ト

(
S
D
C

と
い
う
が
、
一

モ
l
卜
に
牛
追
い
と
水
袋
投
入
と
の
た
め
一
一
人
分
の
人
手
が
必
要
で
あ
る

な
-
h
F
m
w
)
0

従
っ
て
い
く
つ
も
の
井
戸
を
も
ち
数
基
の
モ

I
卜
を
用
い
て
い

わ
ゆ
る
園
芸
農
業
を
蛍
な
む
者
の
中
に
は
、
家
族
労
働
力
だ
け
で
な
く
他

の
雇
傭
労
働
力
に
依
拠
す
る
者
が
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
想
定
さ
れ
て
よ

い
。
上
記
の
事
実
は
特
に
ム

1
ン
ゲ
ル
地
方
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
に
は
園
芸
農
業
に
従
事
す
る
コ

l
イ
リ

1
3
3
ぷ
)
H
カ
l
ス

ト
の
農
民
‘
か
い
て
、
も
と
は
ケ
シ
を
、
ア
ヘ
ン
禁
止
後
は
小
麦
や
涜
菜
類

を
栽
培
し
て
い
た
。
か
れ
ら
は
多
少
の
蓄
財
を
も
ち
、
農
耕
・
給
水
用
の

牛
二
頭
と
七
・
五
な
い
し
九
・
五
ビ

l
カ
(
一
fi--t

一
・
一
一
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
)

の
土
地
と
を
各
人
が
も
っ
て
い
た
、
と
い
わ
れ
る
な
・
串
NA肝
心
。
こ
れ
ら
が

他
人
労
働
を
収
奪
し
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い
と
み
て
よ
い
。

パ
ト
ナ
・
ガ
ヤ
地
域
で
は
井
水
濯
減
が
米
・
小
麦
・
大
麦
・
甘
皮
・
疏

菜
類
の
栽
培
に
は
用
い
ら
れ
る
が
、
ガ
ン
ガ
l
河
近
傍
の
平
野
地
帯
で
は

殊
に
、
手

l
ト
で
は
な
く
ラ
タ
(
之
内
二
三
y
m下
|
』
て
こ
の
先
端
に
水
く
み

用
の
っ
ぽ
な
♀
)
を
下
げ
た
も
の
ー
ー
ー
を
用
い
る
。

北
大
文
学
部
紀
要

一
人
で
て
こ
の
操
作

と
波
み
上
げ
た
水
を
あ
け
る
こ
と
と
を
す
る
ば
あ
い
も
あ
る
が
、
ふ
つ
う

は
ラ
タ
一
基
に
つ
い
て
二
人
で
こ
の
作
業
を
交
互
に
く
り
か
え
す
。
井
戸

一
基
に
二
、
三
基
の
ラ
タ
を
設
け
て
そ
れ
ぞ
れ
に
て
こ
の
操
作
を
す
る
者

を
お
き
、
汲
み
あ
げ
ら
れ
た
水
を
水
槽
や
水
路
に
あ
け
る
の
は
別
の
一
人

が
行
な
う
、
と
い
う
方
法
も
と
ら
れ
た
。
通
常
は
ラ
タ
一
基
に
つ
い
て
二

人
が
日
昇
時
か
ら
午
前
九
時
ま
で
と
、
午
後
三
時
か
ら
日
没
時
あ
る
い
は

暗
く
な
る
ま
で
、
作
業
し
た

(
U
D・
3
H
E
E
L
回目「同吋
w
b
b・
8
日i
呂
町
)
。

コ
I
イ
リ

i
、
多
数
の
タ
ル
ミ

l

(
尚
喜
三
同
町
)
、
少
数
の
カ
ン
ジ
ヤ
ル

(同町民同時」
S
、
)
諸
カ

l
ス
ト
の
農
民
が
同
線
い
わ
ゆ
る
閤
芸
農
業
に
従
事
し

て
い
た
な
も
・

ω
ω
ω
"
g
J
1・)

0

パ
ウ
グ
ル
プ
ル
に
つ
い
て
推
察
し
た
の
と
同

じ
こ
と
が
い
え
る
と
思
う
。

(
お
)
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
と
称
さ
れ
る
階
級
は
決
し
て
一
様
均
質
で
は
な
か

っ
た
。
さ
し
あ
た
り
拙
稿
二
第
三
節
、

Z-
関・

ω
5
r
p
q
b
町民同
-w
〈

o--Nw

h守
、
.
ロ
申
1
5
r
〉・(い}阿国
3
2
y
p
回目口
m
m
L
E
H
r白
河
巳
四
国

o
h
k戸口吋臼ロ
m
N日σ

N
G
U
∞l
N
u
d
M
J
ハU
回

]
2
3
P
S
ミ切
b
b・
N
g
I
N
E
-
参
照
。

(
討
〉
イ
ン
ド
東
部
で
は
サ
ン
タ

l
ル
族
が
好
適
の
例
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
同
・
ロ
E
F
H，r
o
開口
C
口
O
B
K
回
目
門
o
q
c
h
Hロ
門
口
問
戸
口
L
R
H
W
R
一司

回
口
門
岡
田
「
河
口
]OWMWHE
町民芯
J
F
D口仏
o
p
H
u
g
w
b
h
v・定日
Il
由∞一

Z
・関・

ω
E
F
m
r

b
b
ミ
H
J
J
3
-
-
M
w
b
b・
3
l叶
日
・
所
引
。
邦
文
で
は
松
井
透
「
ベ
ン
ガ
ル
の

富
」
(
「
世
界
史
講
座
」
四
東
洋
経
済
新
報
社
一
九
五
五
年
)
を
参
照
。

口
三
件
と

ω5rω
と
で
は
引
用
の
仕
方
が
や
や
異
な
る
が
、
後
者
の
方

が
資
料
と
し
て
読
む
に
は
よ
い
。
私
が
問
題
と
す
る
の
は
以
下
の
文
言
で
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ザ
ミ
l
ン
ダ
l
ル
・
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

あ
る
。ベ

ン
ガ
ル
暦
一
一
七
九
年
(
一
七
七
二
七
三
年
)
、
政
府
の
イ
ギ
リ
ス

人
の
お
役
人
が
た
は
私
の
土
地
の
古
く
か
ら
の
諸
地
代

(
D
E
H
2
2
)
長

を
ひ
と
ま
と
め
に
し
、
ジ
ラ
ダ

l
リ

I
H
マ

l

F

ウ
ト
(
弘
之
失
礼
臼
ふ

さ
と
ぎ
ミ
)
立
と
そ
の
ほ
か
の
臨
時
の
諸
地
代
(
門
巾

5
3
5ミ
足
口
昨
日
)

と
を
永
代
の
も
の
に
し
、
〔
し
か
も
〕
一
フ
イ

l
ヤ
ッ
ト
た
ち
の
大
規
模

な
逃
散
に
対
す
る
〔
地
租
の
〕
控
除
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
お
役

人
が
た
か
ら
こ
う
い
う
条
件
で
土
地
(
岳
巾

gロ
ロ
可
同
)
を
受
け
、
タ
フ

ー
ド

(
H
h
N
K
H
M
h
N
)

つ
ま
り
地
租
契
約
書
を
さ
し
だ
し
ま
し
た
。
私
は
古

く
か
ら
の
ザ
ミ
ン
ダ
i
ル
で
、
私
の
ラ
イ

l
ヤ
ッ
ト
た
ち
の
嘆
き
を
み

て
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
請
負
人
と
し
て
土
地
(
己

5

2ロ
ロ
可
三
を
と

る
こ
と
に
同
意
致
し
ま
し
た
。
:
:
:
(
傍
点
筆
者
)

:
ラ

l
ル
(
問

E
F
)
の
高
地
は
水
が
な
い
た
め
何
も
産
出
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
非
常
な
低
地
で
あ
る
、
ハ
ト
リ
ア
(
∞
「
三
日
広
)
で
は
会
社

〔
政
府
の
〕
お
役
人
が
た
が
築
堤
費
志
向
『
吉
芯
丸
山
)
を
ご
自
分
た
ち
の
手

に
収
め
堰
堤
を
作
り
ま
し
た
が
、
パ
ド
ラ
月
(
一
七
七
一
二
年
八
月
)
に

堰
堤
が
こ
わ
れ
、
ラ
イ

l
ヤ
ッ
ー
た
ち
の
土
地
と
作
物
と
は
水
浸
し
で

だ
め
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
は
ザ
ミ

i
ン
、
タ
ー
ル
で
す
の
で
、

ラ
イ

l
ヤ
ッ
ト
た
ち
を
破
滅
か
ら
守
ら
ぬ
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
支
払
い
を
す
ま
せ
る
た
め
に
時
間
の
余
裕
を
与
え
、
私
に
で
き
る

か
ぎ
り
か
れ
ら
を
気
楽
に
さ
せ
ま
し
た
:
:
:
(
同
前
)

i
r
J
O
口
元
と
英
訳
さ
れ
た
ベ

γ
ガ
リ
ー
ま
た
は
ベ
ル
シ
ア
語
が
何
で
あ

っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

υ

由
主
ミ
~
白

"
(
N
E
P
N
F
一
zr
と
綴
る
の
が
通
例
)
は
〈
区
例
〉
、
〈
地
域
〉
。

吉
良
』
日
申
立
の
原
義
は
(
人
頭
税
)
で
あ
る
が
ふ
つ
う
に
は
臨
時
の
課
徴

を
さ
す
。
九
凡
な
〈
向
、
の
ぎ
は
ぎ
ミ
は
、
ニ
疋
地
域
の
首
長
(
ザ
ミ

l

ン
ダ

l
ル
な
ど
〉
の
徴
収
す
る
臨
時
の
課
徴
で
、
守
、
念
」

.Sへ
の
一

構
成
要
素
で
あ
る
。

以
上
傍
点
の
部
分
は
、
ザ
ミ

l
ン
タ

l
ル
が
単
純
に
国
家
の
収
租
請
負
人

(
国
家
と
農
民
と
の
間
の
「
中
間
者
」
)
と
し
て
は
規
定
さ
れ
え
な
い
こ
と

を
、
明
瞭
に
示
す
。
か
か
る
発
想
を
ザ
ミ

l
ン
タ
ー
ル
が
し
て
い
る
点
に

問
題
が
あ
る
。
但
し
こ
の
文
言
か
ら
ザ
ミ

l
ン
タ
ー
ル
を
寛
大
な
営
農
家

と
結
論
し
え
ぬ
こ
と
は
、
拙

L

橘
二
第
五
節
(
日
)
註
で
述
べ
た
。

(
部
)
市
場
設
置
料
・
通
関
料
と
漁
場
使
用
料
・
放
牧
料
な
ど
を
ふ
く
む

suマ
(
お
し
て
町
、
)
は
、
拙
稿
二
第
六
節
に
述
べ
た
ご
と
く
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
の
領
主
的
権
益
の
内
容
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ら
、
匂
b
w
m
旬
、
と
芸
品
目

と
の
併
存
す
る
理
由
は
自
明
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
(
お
)
訳
文
参
照
。
こ
れ
に
よ
る
と
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
は
治
水
工
事

の
費
用
を
農
民
か
ら
徴
発
し
て
お
り
、
そ
れ
が
い
か
な
る
形
態
を
と
っ

た
か
は
明
瞭
で
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
治
水
が
ム
カ
ル
国
家
の
直
接
的

事
業
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
も

Z
・
関
・

ω
E
r
p

。、

及川
-
w

〈

o
-
-
M
-
b
b
-
H
N
O
i
H
N
H
・
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ラ
ー
ジ
ュ
シ
ャ
l

ヒ

l
の
ザ
ミ
l
ン
ダ
l
ル
は
開
発
首
長
の
出
自
で
は
な
い
。
継
承
・
吸
収

を
想
定
す
る
所
以
で
あ
る
。
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な
お
治
水
工
事
は
ビ
ハ
l
ル
州
で
は
み
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
。
必

要
度
が
低
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
(
司
・
回
ロ
ロ

rggu
∞Emm二
℃
戸
♂
~
q
・h

広三

b
o・日
U

山門口
m-
同同町
-w
』守・印一凶叶・)。

(
部
)
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
「
村
神
」
を
邪
神
・
悪
霊

(
b
p阻
む
九
時
せ
白
H
h
)

と

よ
ぶ
が
、
礼
拝
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
村
神
」
は
神
像
に
な
っ
て
お

ら
ず
、
自
然
の
ま
ま
の
石
や
土
塊
の
か
た
ち
で
礼
拝
さ
れ
、
忍
祝
・
祈
祷

師
的
な
神
職
を
伴
っ
て
い
た
。
「
村
神
」
は
す
べ
て
の
身
分
・
階
層
の
人

び
と
に
よ
っ
て
、
厄
除
け
神
と
し
て
杷
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
「
村
神
」

の
中
に
は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
化
身
や
シ
ヴ
ア
の
配
偶
に
付
会
さ
れ
た
地
母
神

も
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
部
族
神
的
な
も
の
も
多
い
(
円
切
戸
口

r
E
E祖

国
『
白

mmwq戸ア』守、・
MglN410uUD--HVωgp
ミ
p
b
v・
ω2Iω
毘
・
)
。
石
や

土
塊
の
神
々
が
い
わ
ゆ
る
ヒ
ン
ド
ウ

l
の
パ
ン
テ
オ
ン
の
神
々
や
、
第
二

節
註
(
ロ
)
に
記
し
た
ザ
ミ

i
ン
ダ

l
ル
家
の
守
護
神
と
と
も
に
礼
拝
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
問
題
を
示
唆
す
る
が
、
他
日

考
察
し
た
い
。
な
お
ム
ス
リ
ノ
ム
の
問
題
も
当
然
考
察
の
対
象
と
な
ら
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
私
は
農
村
社
会
の
次
元
で
は
過
大
視
の
必
要
は
な
い
と
思

う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
回
「
担
問
巳
百
戸
?

?

N

O
∞
u
b
-
-
〉
ロ
〉
口
向
。
自
民

0
円
子
。
ロ
E
H
吋目立

D片岡
ν
ロ
5
2
古

H∞
S
I
g
.
-
M
ω
g
p
g皆
、
』
守
・
同
∞
∞
・

参
照
。
「
村
神
」
に
つ
い
て
は
地
域
・
時
代
を
異
に
す
る
が
』
・
ロ
戸
沼

E
♂

冨
邑
H
S
2
r
gみ
《
r
n
o
g
B
B仏丘、同
V
2
2
.
5
8旬、、
-
S
i
s
-
が
参

考
に
な
る
。
具
体
的
に
は
社
会
人
類
学
資
料
か
ら
の
追
求
が
必
要
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要

(
m
U
)

公
租
を
免
ぜ
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
ザ
ミ

l
ン
タ
ー
ル
の
私
的
保
有
地

(
拙
稿
二
第
三
節
参
照
)
の
少
く
と
も
一
部
分
で
は
、
賦
役
(
労
働
地
代
)

が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
岡
山
・

o
c
r
m
b
〉
・
冨
肝
片
岡
山
u

同門叫
J
H凶己注垣内凶
P
F
Z
H
O
H
m
H
自
己
包
j
w
N
S司
、

d
h
F
也、
k
v

・
-Hく
i
H
M
3
5
・
参
照
。

(
却
)
(
お
)
訳
文
参
照
。

(
訂
)
こ
の
点
と
関
連
し
て
羽
仁
氏
が
、
イ
ン
ド
社
会
発
展
の
特
質
を
よ
り

古
い
諸
関
係
が
完
全
に
解
体
さ
れ
な
い
ま
ま
そ
れ
と
融
合
し
た
か
た
ち
で

新
た
な
諸
関
係
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
求
め
た
の
は
非
常
な
卓
見
で
あ
る

が
(
同
氏
前
掲
書
三
三
|
四
二
頁
)
、
融
合
H
停
滞
の
契
機
の
指
摘
に
急

で
解
体
H
発
展
の
契
機
へ
の
考
察
が
不
足
し
て
い
る
。

ア

ウ

ス

ア

マ

ン

因
み
に
プ
キ
ヤ
ナ
ン
の
土
地
利
用
推
計
表
か
ら
、
米
作
地
(
夏
・
冬
・

ポ

ロ

ア

マ

ン

春
収
穫
、
単
・
混
・
輪
作
、
二
期
作
通
算
〉
、
そ
の
う
ち
殊
に
重
要
な
冬
収

米
作
地
と
小
麦
作
地
(
単
・
混
・
輪
作
通
算
)
の
総
耕
地
面
積
中
に
占
め

る
割
合
を
算
出
す
る
と
、
別
掲
の
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
原
資
料
は
推

計
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
完
全
に
精
確
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
次
の

推
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
米
作
地
の
比
重
は
ベ

ン
ガ
ル
か
ら
現
在
の
ウ
ッ
タ
ル
H
プ
ラ
デ

l
シ
ュ
に
移
る
に
従
っ
て
減
じ

て
い
る
に
せ
よ
、
ま
た
米
作
地
の
全
部
が
相
当
規
模
の
人
工
潅
概
下
に
必

ず
し
も
お
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
米
作
地
率
が
三
一
分
の
一
な

い
し
四
分
の
一
一
一
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
間
接
的
な
が
ら
地
主
的
水
利

体
系
の
下
に
あ
る
人
工
濯
減
へ
の
依
存
度
が
高
く
、
そ
の
設
営
と
稼
動
に

関
連
し
た
な
ん
ら
か
の
労
働
組
織
の
形
成
・
展
開
を
推
測
せ
し
め
る
も
の
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ザ
ミ

l
γ
ダ

l
ル
・
ラ
イ

l
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

米作冬収穫小麦
県 名総 耕 地 地 米 作 地 作 地

Rangpur 100，% 81，% 53，% 2，% 
Purniya 100，% 70，% 47，% 5，% 
Bhagalpur 100，% 54，% 47，% 8，% 
Patna， Gaya 100，% 60，% 58，% 9，% 
Shahabad 100，% 60，% 39，% 16，% 
Gorakhpur北部 100，% 33，% 9，% 22，% 

(出所)F. Buchanan， Patna and Behar，1ゆ.
739-748; R. M. Martin， 0ρ cit， vol. 1， 
App. 48-49， vol. II， Aρρ.，ρρ.3-5，13-14， 
vol. III，ρp. 699-701， 708-709. 

1810年前後の土地利用状況推計

と
い
っ
て
よ
い
。
繰
り
返
し

に
な
る
が
、
か
か
る
基
本
的

条
件
へ
の
依
存
が
存
続
す
る

限
り
、
農
民
的
水
利
体
系
の

成
長
に
よ
る
先
行
諸
関
係
の

解
体
不
全
は
不
可
避
で
あ
り

そ
の
不
完
全
な
解
体
か
ら

派
生
す
る
二
次
的
な
集
団
の

規
模
も
自
ず
か
ら
限
定
さ

れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

久
ノ
。

(
日
記
〉

H
N
O
H
)
0
1
2
M
H
r
σ
ω
g
z
c
h
切
戸
円
門
日
唱
∞
口
出
口
出
仏
国

σ同
』
・
司
ωユ
寸
一
子

仏国件。
L
N由
・
富
山
門
-
H
4
2
(〉・

F
P
H
m
u
h子
同
町
民
仏
耳
S
F
2
g
H白
河
叩

口包〈
auNuvhw
∞l
N
∞。
h刊
の
巳

2
3
P
S缶
、
、
・

5
0・
)
に
よ
る
と
、
河
川

が
氾
濫
す
る
時
に
農
民
が
自
然
に
形
成
さ
れ
た
河
岸
を
こ
わ
し
て
、
水
を

稲
作
地
に
と
り
入
れ
る
こ
と
が
ひ
ろ
く
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
行
な
わ
れ
う
る
た
め
に
は
、
一
方
で
は
近
隣
の
農
民
た

ち
に
よ
る
一
定
の
水
管
理
組
織
な
り
慣
行
な
り
が
存
在
し
、
他
方
で
は
か

か
る
水
採
取
が
大
き
な
水
害
の
原
因
に
な
る
の
を
未
然
に
防
止
す
る
よ
う

な
、
よ
り
大
き
な
規
模
で
の
治
水
工
事
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で

あ
る
。
ま
た

F
Z
R
H
同
8
5
ω
・
回
-
R
r
r三
口
同
D
同
「
刊
の
D
-
F
2
0円
。
『

ζ
o
c
g
r
a
o
r
t
w
円
目
白
件
。
門
同
司
・
』
己
・
可
申
mv
・
と
、
こ
れ
に
添
付
し
た
前
日

付
の

V
2
R
H
h
g
B
H
H
U
R
F可

S
ω
・
呂
田
口
付
『

5
ロ
(ω
・
同
・
出
口
回
目
除

〉・

5
5
u
ミ
J

号
、
町
民
同
-

b

J

品
位
・
)
に
よ
る
と
、
月
フ
ラ
ッ
ク
パ

l

ン

(
イ
ン
デ
イ
ゴ

H
プ
ラ
ン
タ

i
)
経
営
の
工
場
の
前
に
あ
る
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
リ
!
日
バ
ン
ド
を
、
か
れ
と
契
約
中
の
農
民
た
ち
に
修
築
さ
せ
る
つ
も

り
だ
っ
た
が
、
か
れ
ら
が
工
事
を
遅
滞
す
る
の
で
、
か
れ
が
自
費
を
投
じ

て
工
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
あ
る
。
こ
れ
も
局
地
的
水

利
工
事
と
運
営
の
組
織
が
、
非
契
約
者
を
も
ふ
く
む
全
体
と
し
て
の
農
民

側
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
お
)
ベ
イ
デ
ン

H
パ

ウ

エ

ル

が

こ

れ

ら

の

外

来

者

を

「

上

級

領

主

(C〈
m
ユCH仏
)
」
と
よ
び
、
「
上
級
領
主
権

(C〈
2-oHL由
主
唱
)
」
成
立
を
も
っ

て
「
共
同
所
有
型
村
落
」
形
成
の
契
機
と
み
た
こ
と
は
、
周
知
の
所
で
あ

る
が
、
私
に
は
む
し
ろ
「
上
級
領
主
」
が
在
来
の
農
業
生
産
と
い
か
に
か

か
わ
り
あ
う
に
至
っ
た
か
が
関
心
の
的
で
あ
る
、
こ
の
点
の
解
明
は
容
易

で
な
い
で
あ
ろ
う
が
。

(
引
叫
)
拙
稿
一
第
二
・
七
節
、
同
二
第
五
・
七
節
、
同
五
第
三
節
註
(
お
)

参
照
。

(
出
)
拙
稿
一
第
二
節
、
同
五
第
三
節
参
照
。
農
民
た
る
ク
ド
日
ラ
イ

l
ヤ

ッ
ト
の
原
型
は
、
開
発
者
集
団
の
構
成
し
た
家
父
長
的
農
業
経
営
体
に
お

け
る
首
長
の
下
級
共
同
経
営
者
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
家
産
首
長
や
「
上
級
領
主
」
に
よ
っ
て
も
折
除
さ
れ
え
な
い
土
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地
占
取
権
を
享
受
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
、
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
同
・
の
0
2
N
W
b
-
a
・
0
・
は
イ
ン
ド
諸
地
域
の
多
様
か
つ
複
雑
な
濯
滅

の
体
系
を
要
述
し
て
、
そ
れ
ら
の
施
設
・
設
備
が
農
民
の
労
役
(
〉
吋
r
a
g
-

ι
5
5
H
)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
が
、
私
は
そ
の
場
合
の

農
民
の
規
定
性
を
右
の
ご
と
く
扱
っ
て
誤
た
な
い
と
思
う
。
農
民
は
家
父

長
的
集
団
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
王
侯
等
の
労
役
賦
課
の
対
象
と
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
か
か
る
状
態
を
も
し
「
総
体
的
奴
隷
制
」
と
称
し
う
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
た
ぶ
ん
い
く
つ
か
の
中
間
段
階
を
経
て
、
「
『
封
建
的
』

隷
農
」
の
域
に
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
総
体
的
奴
隷
制
」
下
の
農
民

五

む
す
び
に
か
え
て

は
潜
勢
的
に
は
「
『
封
建
的
』
隷
農
」
で
あ
り
、
「
封
建
的
」
段
階
の
農

民
と
い
え
ど
も
、
労
役
賦
課
主
体
が
王
朝
国
家
の
君
主
で
な
く
ザ
ミ

l
ン

ダ
l
ル
の
ご
と
き
地
域
的
首
長
に
替
っ
た
に
せ
よ
、
な
お
そ
の
首
長
に
よ

っ
て
「
総
体
的
奴
隷
制
」
的
支
配
を
受
け
る
、
と
い
う
傾
向
を
免
れ
な
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
お
)
ム
ガ
ル
国
家
の
地
方
行
政
単
位
た
る
パ
ル
ガ
ナ
(
官
民
岡
田

E
Z
が、サ

、
1

ン
ダ

l
ル
の
属
す
る
部
族
ま
た
は
カ

l
ス
ト
の
領
域
と
一
致
す
る
こ

と
を
想
起
せ
よ
。
戸
国
岳
山
子

q
b
円
凡

H
w
b
b
・

5
?
g
N・
参
照
。
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以
上
私
は
、
旧
稿
の
所
説
を
再
検
討
し
つ
つ
、
「
封
建
的
L

社
会
と
考
え
た
も
の
に
内
在
す
る
「
ア
ジ
ア
的
」
特
質
を
素
描
し
て

き
た
。
そ
れ
を
概
括
す
る
な
ら
ば
、
ザ
ミ
I
シ
ダ
l
ル
と
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
と
の
関
係
の
原
型
と
み
な
れ
る
家
父
長
的
な
農
業
共
同
体
も
し

く
は
経
営
体
の
構
成
が
、
社
会
の
基
層
構
造
と
し
て
持
続
し
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
不
す
も
の
が
祭
儀
・
神
事
料
の
徴
収
と
水
を

め
ぐ
る
農
制
と
で
あ
っ
た
。
問
題
は
こ
こ
を
出
発
点
と
し
て
次
に
ど
こ
に
研
究
の
照
準
を
定
め
る
か
で
あ
ろ
う
。
本
節
で
は
む
す
び
に
か

え
て
、
十
九
世
紀
初
期
の
ベ
シ
ガ
ル
・
ピ
ハ
l
ル
地
方
社
会
史
の
問
題
点
を
略
述
す
る
o

世
上
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
植
民
地
政
府
の
土
地
H
地
租
政
策
は
確
か
に
イ
シ
ド
史
上
は
じ
め
て
「
私
的
土
地
所
有
」
を
も
た

ら
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
革
a

命
的
」
意
義
を
担
っ
た
こ
と
が
ら
で
は
あ
っ
た
が
、
土
地
所
有
を
単
な
る
法
律
的
範
障
と
し
て
で
な
く
、

生
産
関
係
と
し
て
生
産
力
の
体
系
と
し
て
把
え
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
政
策
を
い
か
に
評
価
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
法
制

二
五

北
大
文
学
部
紀
要



ザ
ミ
l
ソ
ダ

l
ル
・
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

措
置
を
通
し
て
創
出
さ
れ
た
「
私
的
土
地
所
有
者
」
は
、
は
た
し
て
近
代
的
な
、
た
と
え
ば
政
治
組
織
や
身
分
的
秩
序
な
ど
と
は
い
ち
お

断
絶
・
遊
離
し
た
所
の
、
所
有
者
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
十
九
世
紀
初
頭
ま
で
の
問
題
点
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。

-...... 
J、

植
民
地
政
府
の
土
地
川
地
租
政
策
の
結
果
と
し
て
、

旧
来
の
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
層
が
没
落
し
替
っ
て
商
人
層
が
土
地
を
購
入
し
て

ザ
ミ

l
γ
ダ
l
ル
と
な
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
政
策
の
影
響
・
効
果
が
農
業
生
産
の
上
に
い
か
に
あ
ら
わ
れ
た
か
は
こ

れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
本
節
で
提
示
す
る
こ
と
は
か
か
る
問
題
の
研
究
の
た
め
の
一
端
緒
で
あ
る
o

ピ
ハ
l
ル
の
ザ
ミ

I
γ
ダ
l
ル
が
農
業
水
利
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、

シ
ヤ

l
ハ
ー
バ
ー
ド
県
で

の
F
川
ブ
キ
ヤ
ナ

γ
の
所
見
は
、

こ
の
問
題
と
植
民
地
支
配
の
農
業
へ
の
影
響
と
を
関
連
づ
け
て
考
え
る
上
で
、

提
供
す
る
も
の
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
か
れ
は
、

か
れ
の
調
査
旅
行
の
時
点
に
お
い
て
、

極
め
て
重
要
な
素
材
を

ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
が
濯
慨
を
お
ろ
そ
か
に
し
、
た
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め
に
米
作
が
減
退
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
濯
概
の
縮
少
な
い
し
放
棄
の
一
因
が
ザ
ミ

I
ン
ダ

l
ル
の
負
債
状
態
に
あ
る
こ
と
、
を
指

摘
し
て
い
る
。
ザ
ミ
I
ン
ダ

l
リ

1
永
代
定
租
制
下
の
地
租
賦
課
額
が
過
重
な
た
め
、
ザ
ミ

l
γ
ダ
1
ル
層
の
債
務
が
増
大
し
遂
に
は
土

地
売
却
に
ま
で
至
っ
た
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
農
業
生
産
の
上
に
ま
で
か
か
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
、
至
っ

て
重
大
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
ん
に
ち
の
常
識
で
は
ピ
ハ

l
ル
州
は
む
し
ろ
小
麦
作
地
帯
と
さ
れ
、
米
作
地
帯
に
は
数
え
な
い

の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
が
、
以
上
の
状
況
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
速
断
は
で
き
な
い
に
せ
よ
、

植
民
地
支
配
時
代
の
土
地
H
地
租
政
策
の
間
接

的
効
果
・
影
響
と
し
て
主
要
作
物
の
転
換
が
起
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

ベ
ン
ガ
ル
の
ガ
ン
ガ

l
河
デ
ル
タ
地
域
で
は
、
古
く
か
ら
の
堰
堤
の
損
壊
甚
だ
し
く
、
ザ
ミ

l
シ
ダ

l
ル
は
こ
れ
が
補
修
・
新
設
を
怠
つ

て
い
る
こ
と
が
、
十
八
世
紀
末
期
に
は
既
に
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
高
額
地
租
収
取
の
も
た
ら
し
た
所
と
み
て
疑
い
あ
る
ま

川
v

同
時
に
こ
こ
に
は
別
個
の
や
は
り
重
大
な
問
題
が
伏
在
す
る
。
ザ
ミ

l
γ
ダ
l
ル
が
濯
甑
・
治
水
事
業
放
棄
に
よ
っ
て
農
業
生
産
に
お



け
る
一
定
の
主
導
的
役
割
を
も
失
う
に
至
る
こ
と
は
、

ザ
ミ
l
ソ
ダ
l
ル
と
ラ
イ

I
ヤ
ッ
ト
の
関
係
が
も
は
や
家
父
長
的
農
業
共
同
体
の

首
長
と
従
属
成
員
日
下
級
共
同
経
営
者
と
い
う
色
彩
を
稀
薄
に
し
、
両
者
の
聞
の
階
級
的
矛
盾
・
敵
対
の
相
を
よ
り
顕
在
化
さ
せ
て
行
く
も

の
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ザ
ミ
ー
γ
ダ
l
ル
の
農
業
生
産
か
ら
の
遊
離
は
植
民
地
時
代
以
前
か
ら
既
に
み
ら
れ
た
所
で
は
あ
っ
た
。

し
か
し
な
お
そ
の
よ
う
な
ザ
ミ
l
γ
ダ
l
ル
が
治
水
の
責
に
任
じ
、
ラ
イ
l
ヤ

y
ト
の
守
護
者
た
る
自
覚
を
も
っ
た
こ
と
は
、
ラ
l
ニ
l

H
バ
ヴ
ア
l
ニ
!
の
証
言
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

ザ
ミ
l
ン
ダ
l
ル
が
植
民
地
支
配
期
を
通
じ
て
、

農
業
生
産
か
広
完
全
に
遊
離
し
た
寄

生
的
地
代
収
取
者
に
転
化
し
て
行
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
賢
一
=
日
を
要
し
な
い
所
で
あ
る
が
、
今
後
に
考
察
を
要
す
る
の
は
、
然
ら
ば
殊
に

治
水
や
濯
甑
の
設
備
施
設
を
設
営
・
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
業
生
産
の
主
導
権
を
と
る
に
至
っ
た
階
層
は
何
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
商
品
作
物
栽
培
の
浸
透
や
農
民
反
乱
の
問
題
と
も
関
連
さ
せ
つ
つ
、
今
後
の
検
討
解
明
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

か理
な論
る的
変な
質問
を題
とと
げし
る て
か予
で期
あす
ろべ
うτき
00は

「
ア
ジ
ア
的
」
特
質
な
る
も
の
が
植
民
地
支
配
の
展
開
の
中
で
い
か
な
る
役
割
を
は
た
し
、

、、
L
V
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二
七

次
に
植
民
地
政
府
の
土
地
H
地
租
政
策
l

|
こ
こ
で
は
ザ
ミ
!
γ
ダ
l
リ

l
永
代
定
租
制
の
み
を
と
り
あ
げ
る
が
ー
を
制
度
面

に
つ
い
て
要
説
す
る
な
ら
ば
、
付
ザ
ミ
l
シ
ダ
l
ル
の
裁
判
権
・
警
察
権
を
法
制
的
に
否
定
し
、
こ
れ
ら
を
植
民
地
政
府
の
機
構
に
吸
収

し
た
こ
と
、
白
地
租
の
支
払
い
不
能
に
お
ち
い
っ
た
ザ
ミ
l
γ
ダ

1
ル
に
対
し
て
は
、
滞
納
額
相
当
の
土
地
の
差
抑
え
・
競
売
に
よ
る
回
収

を
強
制
し
た
こ
と
、
日
開
少
く
と
も
法
律
上
は
ザ
ミ
I
ン
ダ
l
ル
の
地
代
収
取
に
一
定
の
制
限
を
課
し
た
こ
と
、
制
グ
ド
H
カ

l
シ
ユ
ト
川
ラ

イ
l
ヤ
ッ
ト
の
慣
習
的
土
地
占
取
権
は
法
制
化
の
対
象
と
な
ら
ず
、

か
れ
ら
は
小
作
契
約
を
結
ぶ
借
地
人
に
擬
せ
ら
れ
た
こ
と
、

の
四
点

が
重
要
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
付
帥
は
と
も
に
ザ
ミ
l
ン
ダ

I
ル
の
土
地
所
有
権
を
近
代
的
か
つ
私
的
な
も
の
と
し
て
確
定
し
た
か
に
み
え

る
が
、
白
に
明
ら
か
な
ご
と
く
そ
れ
は
所
有
者
の
地
租
納
入
義
務
の
対
抗
を
受
け
か
つ
後
者
が
優
位
に
立
つ
の
で
あ
り
、
伺
は
一
八
一
二

北
大
文
学
部
紀
要



ザ
ミ
i
y
ダ
l
ル
・
ラ
イ
l
ヤ
ッ
ト
関
係
の
原
型

年
に
解
除
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
そ
し
て
そ
れ
以
前
と
て
も
実
効
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
や
は
り
土
地
所
有
権
の
制
限
に
は
相
違
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
植
民
地
政
府
に
よ
る
法
定
土
地
所
有
権
は
、
地
租
納
入
義
務
を
い
わ
ば
担
保
と
す
る
制
限
さ
れ
た
内
容
の

権
利
で
あ
っ
て
、
絶
対
性
を
そ
の
内
容
と
す
る
近
代
的
所
有
権
か
ら
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。

か
か
る
擬
制
的
近
代
性
に
加
え
て
、
植
民
地
政
府
は
ザ
ミ

I
ン
ダ

l
ル
層
を
統
治
機
構
の
末
端
に
動
員
し
、
裁
判
所
や
警
察
署
の
属
僚

に
任
用
し
涜
換
言
す
れ
ば
在
来
の
「
ア
ジ
ア
的
」
・
「
封
建
的
」
社
会
構
造
を
再
編
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
イ
シ
ド
農
民
支
配
|

従
っ
て
私
は
、

一
八
一
三
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
|
|
の
基
礎
を
固
め
た
も
の
で
あ
る
。

ザ

ミ

l
ン
ダ

I
リ
l
永
代
定
租
制
を
も
っ
て
、
土
地
制
度
の
近
代
化
と
は
み
な
し
え
ず
、
む
し
ろ
植
民
地
支
配
の
た
め

こ
の
こ
と
が
こ
と
ば
の
完
全
な
意
味
で
実
現
す
る
の
は
、

の
「
ア
ジ
ア
的
」
・

「
封
建
的
」
秩
序
の
再
編
成
と
考
え
た
い
。

イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
植
民
地
支
配
の
下
で
の
「
封
建
的
」
諸
関
係
の
推
移
を
、

そ
の
「
封
建
的
」
諸
関
係
の
基
層
構
造
を
な
す
「
ア
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そ
の
試
み
の
中
に
、

ジ
ア
的
」
特
質
の
変
動
と
と
も
に
解
明
す
る
こ
と
が
、
植
民
地
時
代
史
の
中
心
を
な
す
ひ
と
つ
の
問
題
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
る
。

い
わ
ゆ
る
近
代
か
ら
現
代
へ
の
社
会
史
上
の
問
題
の
つ
な
が
り
を
求
め
て
み
た
い
。
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ま

た
十
九
世
紀
初
期
の
F
H
ブ
キ
ヤ
ナ
ン
は
ピ
ハ

l

ル
諸
県
の
最
重
要
作
物

を
米
と
し
食
用
穀
物
の
記
述
を
米
か
ら
起
し
て
い
る
が
、
今
世
紀
初
期
の

G
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ソ
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独
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あ
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は
束
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キ
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外

し
て
の
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あ
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も
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。
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他
に
も
多
く
の
資
料
が

あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ザ
ミ

l
γ
F
I
ル
が
水
利
事
業
を
実
行
し

え
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
を
認
め
て
い
る
。
会
社
政
府
は
必
要
に
応
じ
て

は
ザ
ミ

l
ン
ダ
i
リ

I
H
R
ハ
ン
ド
の
修
築
費
を
支
出
し
て
い
る
が
、
原
則

は
あ
く
ま
で
ザ
ミ

1

y
ダ

I
ル
に
領
地
内
の
堰
堤
工
事
の
責
任
を
負
わ
せ

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
法
律
上
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
】
・
開
・
(
リ
o
r
z
o
o
r
巾

(
ミ
・
)
"
口
伝
巾
凹

7
5
一-N
w
b
b
-
H
H
ω
l
H
5
・
参
照
。

(

4

)

拙
稿
二
第
五
節
参
照
。
但
し
領
地
狭
小
な
ば
あ
い
に
は
、
当
然
事
情

を
異
に
し
た
で
あ
ろ
う
。

(

5

)

羽
仁
五
郎
氏
は
イ
ン
ド
の
資
本
主
義
化
を
必
然
な
る
も
の
と
し
、
「
か

の
特
殊
な
る
村
落
共
同
体
乃
至
カ
ス
ト
制
度
の
全
ア
ジ
ア
的
構
造
の
い
わ

ゆ
る
『
特
殊
性
』
」
は
、
所
詮
近
代
に
お
い
て
は
「
資
本
主
義
帝
国
主
義

の
階
級
的
搾
取
機
構
」
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
結
局
は

イ
ン
ド
H
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
形
成
の
前
提
条
件
と
し
て
の
み
意
味
を
も

っ
、
と
い
う
い
わ
ば
普
遍
史
的
理
解
を
示
し
た
(
前
掲
書
六
四
|
六
六
ペ

ー
ジ
)
。

(

6

)

拙
稿
七
第
二
節
参
照
。
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付
記
脱
稿
後
に
、
福
富
正
実
・
編
訳
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
論
争
の
復
活
」
(
一
九
六
九
年
未
来
社
)
と
、
松
井
透
・
山
崎
利
男
・
共
編
著
「
イ
ン
ド
史

に
お
け
る
土
地
制
度
と
権
力
構
造
」
(
同
東
大
出
版
会
)
が
出
版
さ
れ
た
。
と
も
に
本
稿
の
所
論
と
関
わ
り
深
い
論
考
を
収
め
て
あ
る
が
、
本
稿
の
論
旨
展
開

に
利
用
す
る
暇
の
な
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。
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