




　
　
あ
っ
た
。
互
助
組
は
古
い
申
鼠
の
習
慣
か
ら
生
れ
、
ま
た
ソ
ヴ
ィ
エ
　
　
適
確
に
評
債
し
、
適
正
な
支
彿
・
交
換
を
行
う
こ
と
で
あ
る
・
勢
働

　
　
ッ
ト
時
代
の
経
験
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
中
國
で
行
わ
　
　
力
の
評
債
に
つ
い
て
は
「
申
共
幅
建
委
農
村
工
作
委
員
會
農
業
生
産

　
　
れ
て
い
る
の
は
臨
時
的
互
助
組
と
長
期
的
互
助
組
の
二
種
類
が
あ
る
。
　
科
」
（
農
業
生
産
互
助
組
参
考
資
料
第
一
集
所
牧
）
の
報
告
に
よ
る
と
、

　
　
臨
時
的
互
助
組
は
主
と
し
て
農
繁
期
に
の
み
行
わ
れ
る
も
の
で
、
概
　
　
次
の
四
9
の
方
法
が
あ
る
・

　
　
し
て
小
型
の
も
の
が
多
い
。
長
期
的
互
助
組
は
一
年
を
通
じ
て
行
わ
　
　
e
工
換
工
。

　
　
れ
、
臨
時
的
互
助
組
の
一
暦
獲
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
小
規
模
の
公
　
　
　
こ
れ
は
最
も
簡
輩
な
方
法
で
あ
っ
て
、
勢
働
力
の
強
弱
・
技
術
の

　
　
有
財
産
を
も
つ
も
の
も
あ
り
、
一
暦
強
固
な
互
助
組
で
あ
る
。
一
九
　
　
高
低
・
勢
働
の
成
果
に
拘
わ
り
な
く
、
一
日
の
勢
働
を
一
率
に
一
螢

　
　
五
二
年
十
月
の
報
告
に
よ
る
と
、
互
助
組
に
組
織
さ
れ
て
い
る
農
民
　
　
働
日
と
算
定
す
る
。
こ
れ
は
普
通
臨
時
的
互
助
組
で
行
わ
れ
て
い
る

　
　
は
華
北
で
六
〇
パ
丁
セ
ン
ト
、
東
北
で
七
〇
ず
セ
ン
ト
、
輩
．
が
、
こ
の
方
法
髪
る
と
女
子
覧
甚
参
加
で
享
、
計
算
の
基
「

　
　
中
南
．
西
南
地
優
で
は
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
四
〇
パ
ー
セ
ン
ド
で
　
　
礎
が
不
公
亭
で
あ
る
か
ら
問
題
を
起
し
易
い
と
い
ケ
。
　
　
　
　
　
　
鵬

　
　
あ
る
と
い
わ
れ
、
解
放
の
早
か
っ
た
華
北
・
東
北
地
遜
は
先
進
地
域
　
　
口
按
螢
定
分
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
わ

　
　
で
あ
る
。
叉
昨
年
七
月
の
郵
子
恢
の
報
告
で
は
全
國
で
四
〇
パ
ー
セ
　
　
　
こ
れ
は
勢
働
の
強
弱
・
技
術
の
高
低
・
帥
労
働
の
性
質
に
從
っ
て
あ

　
　
ツ
ト
の
農
民
を
組
織
し
、
そ
の
申
の
三
分
の
二
は
臨
時
的
互
助
組
で
　
　
’
ら
か
じ
め
各
人
の
螢
働
工
分
を
決
定
し
て
お
き
、
こ
れ
に
從
っ
て
算

　
　
?
驍
ﾆ
別
。
互
助
組
の
濤
震
し
た
肇
生
産
合
作
肚
茎
國
定
す
る
方
法
で
あ
る
・
例
え
ば
李
は
＋
分
・
張
は
八
分
・
王
は
±

　
　
で
約
一
萬
個
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
比
定
さ
れ
る
集
体
　
　
分
と
い
う
よ
う
に
。
こ
れ
ぼ
臨
時
・
長
期
の
互
助
組
を
通
じ
て
行
わ

　
　
農
荘
は
現
在
の
と
こ
ろ
二
十
藪
個
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
て
い
る
が
各
人
の
螢
働
工
分
が
は
じ
め
か
ら
決
定
し
て
い
る
の
で
、

　
　
　
互
助
組
は
自
願
互
助
．
等
債
交
換
・
民
主
管
理
の
原
則
に
基
い
て
　
　
帥
労
働
の
積
極
性
を
鼓
舞
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
運
欝
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
申
で
一
番
問
題
に
な
る
の
が
等
贋
交
換
　
　
国
死
分
活
評
。

　
湘
　
で
あ
る
。
等
債
交
換
と
い
う
の
は
勢
働
力
・
役
畜
・
農
具
の
債
値
を
　
　
　
こ
れ
は
先
の
按
螢
定
分
の
倣
陥
を
補
っ
た
方
法
で
あ
り
、
あ
ら
か



め
じ
め
各
人
の
欝
雰
は
決
定
し
罫
く
が
、
な
お
百
の
仕
事
の
・
各
工
票
に
は
番
號
を
つ
け
、
組
長
の
印
を
碧
て
お
く
。
廣
西
省
の
、

－
成
果
を
評
債
し
て
こ
れ
を
加
味
す
る
の
で
あ
る
・
今
ま
で
の
方
法
に
蒋
在
球
の
互
助
組
の
工
票
は
、
竹
で
作
．
て
い
る
が
、
そ
の
長
さ
は

　
　
比
べ
て
よ
り
合
理
的
で
あ
る
が
、
薔
に
於
て
仕
事
の
評
便
は
相
當
三
指
長
、
宴
畿
指
で
あ
る
と
い
う
。
各
人
が
他
人
の
欝
の
援

　
　
面
倒
で
あ
り
・
管
の
仕
事
が
絡
ぞ
か
ら
直
ち
に
穫
決
定
し
な
助
姦
け
た
と
き
、
こ
の
工
票
で
支
佛
．
て
蓼
、
是
の
期
間
を

　
　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
　
　
　
　
　
　
　
　
経
過
す
る
と
、
組
員
が
集
・
て
決
算
す
る
の
で
あ
る
。
と
の
方
法
は

　
　
　
四
按
件
論
成
計
工
・
　
　
　
　
　
　
　
　
頗
る
蟹
で
あ
り
、
丈
化
程
度
の
低
い
餐
に
は
、
最
も
喜
ば
れ
て

　
　
　
　
こ
れ
は
例
え
ば
一
畝
の
田
植
を
す
れ
ば
十
螢
働
分
、
五
畝
の
田
で
　
　
い
る
ら
し
い
。
湖
南
省
の
任
貴
芳
互
助
組
で
、
こ
の
工
票
制
度
を
實

　
　
　
あ
れ
ば
五
十
螢
働
分
と
し
、
更
に
こ
れ
に
参
加
し
た
各
人
の
働
き
を
　
　
施
し
た
と
き
、
　
一
農
民
が
「
前
に
は
螢
働
工
分
は
帳
面
に
書
い
て
い

　
　
、
評
債
し
て
鶴
工
分
渓
定
す
る
方
法
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
方
法
は
た
の
で
、
ど
う
も
不
安
だ
．
た
。
今
は
藁
を
チ
ャ
ン
と
自
分
の
手
一

　
　 @

最
も
進
歩
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
難
で
あ
る
か
鉤
既
に
相
に
も
．
で
い
る
ん
だ
か
ら
、
安
心
で
き
D
し
、
洗
ま
か
さ
れ
る
心
配
欄

　
　
　
當
評
債
に
習
熟
し
た
後
で
な
い
と
實
施
が
困
難
で
あ
る
。
　
　
　
も
な
い
。
」
と
云
．
て
喜
ん
だ
と
い
う
話
力
あ
る

　
　
　
　
以
上
が
大
体
各
地
の
互
助
組
で
行
わ
蜘
て
い
る
螢
働
力
の
評
贋
計
　
　
　
互
助
組
の
食
事
の
問
題
も
、
厄
介
な
こ
と
だ
っ
た
。
古
く
か
ら
の

　
　
　
算
の
方
法
で
あ
る
。
人
聞
の
螢
働
力
の
み
で
な
く
役
畜
の
場
合
も
螢
　
　
脅
慣
に
從
っ
て
食
事
は
全
て
雇
傭
者
の
家
で
準
備
し
て
い
た
が
、
そ

　
　
　
働
工
分
を
決
定
す
る
碑
そ
し
て
こ
れ
ら
の
勢
働
分
を
決
算
す
る
方
法
　
　
れ
で
は
段
ま
ゼ
イ
タ
ク
に
な
り
貧
し
い
人
は
そ
の
た
め
に
苦
し
ん
だ
。

　
　
　
と
し
て
は
・
記
帳
に
よ
る
場
合
と
工
票
に
よ
る
場
合
が
あ
る
。
記
帳
　
　
そ
れ
で
各
家
庭
で
食
事
を
と
る
こ
と
に
し
た
が
，
そ
れ
で
は
仕
事
の

　
　
に
よ
る
と
い
う
の
は
管
の
各
人
の
欝
雰
を
帳
面
に
記
入
し
て
時
間
が
ま
ち
ま
ち
髪
る
憶
み
が
あ
．
た
。
そ
れ
で
現
在
で
は
、
朝

　
　
　
お
く
の
で
あ
る
が
・
工
票
に
よ
る
場
合
は
あ
ら
か
じ
め
三
募
詮
，
晩
は
各
家
肇
、
書
の
み
は
共
同
肇
を
し
て
い
る
互
助
組
が
多

　
　
　
二
百
分
の
工
票
を
各
人
に
分
配
し
て
お
く
。
工
票
は
普
通
一
分
・
二
　
　
い
よ
う
で
あ
る
。
農
民
た
ち
は
色
々
工
夫
を
レ
隼
ら
し
、
経
験
を
交
換

　
　
　
分
゜
五
分
゜
＋
分
の
四
霧
が
あ
り
、
竹
・
紙
・
木
な
ど
で
つ
く
る
。
し
倉
、
無
理
の
な
糧
梨
方
法
藁
出
し
、
饗
互
助
組
は
軌



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
　
道
に
の
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
翫
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
分
の
土
地
を
提
供
し
、
残
り
は
個
人
の
も
と
に
残
し
て
お
く
こ
と

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
以
上
は
大
体
互
助
組
の
運
螢
に
つ
い
て
述
べ
て
見
た
の
で
あ
る
。
　
　
を
主
張
し
た
。
然
し
討
議
の
結
果
、
少
く
と
も
所
有
地
の
七
割
を
提

　
　
次
に
は
互
助
組
の
一
層
嚢
展
し
た
農
業
生
産
合
作
肚
に
つ
い
て
述
べ
　
　
供
し
、
三
割
以
上
は
淺
留
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
決
定
し
た
。
然

　
　
　
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
し
更
に
問
題
が
起
っ
た
。
咽
部
の
者
は
そ
の
所
有
す
る
良
好
な
る
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
農
業
生
産
合
作
枇
で
は
、
そ
の
規
模
は
一
暦
大
と
な
り
、
砒
員
は
　
　
地
を
提
供
し
た
が
、
多
く
の
者
は
や
せ
地
・
小
塊
地
を
出
し
て
、
よ

　
　
　
土
地
を
入
股
す
る
の
で
土
地
の
境
界
を
な
く
し
て
し
ま
い
、
叉
互
助
　
　
’
い
土
地
は
手
許
に
残
し
て
お
こ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
再
び
討
議
を
重

　
　
組
の
よ
う
に
勢
働
に
封
す
る
支
梯
を
行
わ
す
、
肚
員
は
入
股
し
た
土
　
　
ね
、
入
股
す
る
も
の
は
全
て
大
塊
地
と
し
、
小
塊
地
の
場
合
は
大
塊

　
　
　
地
と
提
供
し
た
勢
働
力
に
比
例
し
て
、
牧
穫
の
分
配
を
受
取
る
の
で
　
　
地
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
の
で
き
る
竜
の
に
限
る
こ
と
と
し
、
更
に

　
　
あ
る
。
農
業
は
一
暦
集
團
的
大
農
法
と
な
り
、
機
械
の
使
用
も
多
く
　
　
土
地
の
質
に
つ
い
て
は
、
良
い
土
地
の
牛
分
は
提
供
す
る
こ
と
に
決
　
｛

　
　
な
る
。
各
人
が
土
地
を
提
供
し
て
境
界
を
な
く
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
定
し
た
。
土
地
入
股
の
問
題
は
解
決
し
た
。
次
に
起
っ
た
の
は
土
地
　
皿

　
　
全
く
革
命
的
な
攣
化
と
い
っ
て
よ
い
。
而
も
こ
の
よ
う
な
合
作
砒
は
　
・
に
封
す
る
配
當
と
螢
働
に
樹
す
る
配
當
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
　
｝
、

　
　
東
北
地
方
で
は
今
か
ら
五
年
後
に
は
基
本
的
な
形
態
と
な
る
と
い
う
　
　
で
あ
っ
た
。
土
地
の
多
い
者
は
爾
分
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
土
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

　
　
　
の
で
あ
る
か
ら
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
い
者
は
螢
働
に
封
す
る
配
當
を
多
く
す
る
よ
う
に
主
張
し
た
。
こ

　
　
　
　
さ
て
合
作
肚
を
組
織
す
る
に
は
先
す
土
地
の
入
股
を
行
わ
ね
ば
な
　
　
れ
は
切
實
な
問
題
で
あ
り
、
土
地
多
く
し
て
螢
働
力
の
少
い
者
と
、
　
、

　
　
　
ら
な
い
。
土
地
私
有
の
頑
固
な
思
想
を
も
つ
農
民
を
指
導
し
て
、
ぞ
　
　
土
地
少
く
し
て
、
螢
働
力
の
多
い
者
ど
の
利
盆
が
樹
立
し
た
の
で
あ

　
　
　
の
愛
着
す
る
土
地
を
提
供
さ
せ
る
の
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
な
い
。
　
る
。
結
局
こ
の
問
題
は
土
地
に
樹
す
る
配
當
四
〇
．
ハ
ー
セ
ン
ト
、
勢

　
　
　
一
九
五
一
年
の
春
、
有
名
な
山
西
省
卒
順
縣
郭
玉
恩
の
合
作
杜
①
で
　
　
働
に
封
す
る
配
當
五
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
し
て
淺
勿
の
八
。
ハ
ー
セ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

　
　
ト
き
た
と
き
の
話
で
あ
る
。
愈
よ
土
地
を
入
股
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
　
　
ト
は
公
積
金
と
す
る
こ
と
で
解
決
さ
れ
た
と
い
う
。

血
－
き
2
部
の
者
茎
部
の
土
地
の
入
撃
曲
張
し
竃
部
の
毒
詐
，
窃
郭
玉
恩
A
・
作
籍
成
の
過
程
は
、
欄
よ
凶
・
作
枇
の
澗
難
を
一



1
2
@
具
髄
的
に
提
起
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
印
ち
合
作
阯
の
経
螢
で
最
　
　
し
な
い
。
L
と
か
「
そ
こ
は
少
し
遠
す
ぎ
る
。
」
と
か
い
っ
て
仲
々
決

1　
　
も
問
題
と
な
る
め
は
、
土
地
と
勢
働
と
ど
ち
ら
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
く
　
　
定
し
な
い
。
毎
日
太
陽
が
高
く
昇
っ
て
か
ら
仕
事
に
と
り
か
か
る
と

　
　
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
合
作
耐
は
あ
く
ま
で
も
土
地
私
有
の
基
礎
　
　
い
づ
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
年
の
春
耕
は
混
齪

　
　
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
從
っ
て
土
地
所
有
者
の
利
釜
を
無
覗
す
る
こ
　
　
に
陥
り
、
漸
く
の
こ
と
で
播
種
が
絡
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。

・
　
と
が
で
き
な
い
。
同
時
に
土
地
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
き
す
ぎ
る
と
貧
窮
　
　
　
春
耕
が
絡
っ
て
か
ら
こ
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ

　
　
農
家
が
搾
取
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。
從
っ
て
爾
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
充
　
　
の
結
果
と
し
て
、
十
八
戸
の
肚
員
を
二
組
に
分
け
、
各
々
組
長
を
設

　
　
分
に
考
慮
し
て
、
そ
の
割
合
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
　
　
け
る
と
共
に
、
土
地
の
一
牟
を
責
任
を
も
っ
て
憺
當
す
る
こ
と
に
し

　
　
の
と
こ
ろ
郭
玉
恩
合
作
肚
の
場
合
の
よ
う
に
、
或
る
程
度
螢
働
に
ウ
　
　
た
。
全
艦
の
計
書
は
杜
長
が
立
て
、
こ
れ
を
組
長
に
傳
え
、
組
長
は

　
　
エ
イ
ト
を
置
く
こ
と
が
正
し
い
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
指
導
さ
れ
て
　
　
そ
れ
に
よ
っ
て
組
員
の
仕
事
を
割
當
て
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
仕

一

　
い
る
。
そ
の
方
が
貧
農
に
利
釜
で
あ
り
、
且
つ
螢
働
の
積
極
性
を
高
　
　
事
は
從
來
よ
リ
ス
ム
ー
ズ
に
進
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
m

あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
二
年
泰
郭
憲
の
合
作
祉
は
夫
戸
か
ら
四
夫
戸
に
　

　
　
さ
て
こ
の
合
作
肚
は
土
地
入
股
も
終
り
、
二
つ
の
互
助
組
を
基
礎
　
　
饗
展
し
た
。
そ
れ
で
こ
の
機
會
に
肚
員
を
五
組
に
分
け
、
組
長
を
設

　
と
し
て
十
八
戸
の
農
民
を
組
織
し
て
獲
足
し
た
。
然
し
そ
の
と
き
今
　
　
け
、
土
地
を
五
つ
に
分
け
て
各
組
の
分
捲
を
決
め
た
。
然
し
こ
の
場
　
・

　
一
つ
の
大
き
な
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
螢
働
を
　
．
合
に
も
な
お
肚
員
の
活
動
は
充
分
積
極
的
で
な
か
っ
た
。
丁
度
こ
の

　
組
織
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
從
來
の
互
助
組
で
は
、
そ
の
　
　
ど
き
、
中
共
干
順
縣
委
員
會
で
包
工
制
を
提
唱
し
た
の
で
、
早
速
こ

黙
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
傭
わ
れ
た
家
の
田
で
働
く
の
で
あ
ゐ
　
れ
を
實
施
す
る
こ
と
に
し
た
。
包
工
制
と
い
う
の
は
請
負
制
度
で
あ

　
か
ら
仕
事
は
あ
ら
か
じ
め
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
合
作
肚
の
　
　
り
、
定
工
・
定
量
・
定
質
・
定
時
の
こ
と
で
あ
る
。
定
工
と
い
う
の

゜
場
合
は
そ
う
は
行
か
な
い
。
肚
長
の
郭
玉
恩
が
一
々
指
團
し
な
け
れ
　
　
は
土
地
の
遠
近
・
好
悪
に
從
っ
て
毎
畝
必
要
と
す
る
螢
働
量
を
算
定

　
ば
な
ら
な
い
。
仕
事
を
割
當
て
て
も
、
「
自
分
は
そ
ん
な
仕
事
に
適
　
　
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
各
組
に
責
任
量
を
割
當
て
る
の



　
　
が
定
量
で
あ
る
。
定
質
は
仕
事
の
質
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
寧
た
め
で
な
く
、
今
や
仕
事
の
能
牽
を
あ
げ
農
産
物
の
増
産
の
だ
め
、

　
　
時
と
い
う
0
は
一
定
の
時
期
ま
で
に
仕
事
を
完
了
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
し
て
又
肚
會
主
義
的
農
業
へ
の
道
程
と
し
て
、
積
極
的
に
推
進
さ

　
　
各
組
の
組
員
は
分
澹
し
た
土
地
の
仕
事
を
定
時
に
定
質
に
完
了
す
る
　
　
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
農
民
は
軍
幹
（
個
人
経
螢
）
は
洋
車
、
互
助

　
　
責
任
を
負
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
四
定
包
工
の
制
度
を
實
施
し
て
か
　
　
組
は
汽
車
（
自
動
車
）
、
合
作
杜
は
火
車
（
汽
車
）
を
合
言
葉
と
し
て

　
　
ら
各
組
の
勢
働
の
能
牽
は
一
層
向
上
し
た
。
然
し
こ
の
年
の
七
、
八
　
　
い
る
と
い
う
。

　
　
月
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
眞
夜
申
に
大
雨
が
降
り
畑
地
に
ど
ん
ど
ん

　
　
と
水
が
流
れ
こ
ん
だ
。
目
を
さ
ま
し
た
郭
玉
恩
が
現
場
に
行
っ
て
見
　
　
　
　
　
　
三

　
　
る
と
誰
も
來
て
い
な
い
。
や
っ
と
み
ん
な
を
起
し
て
盧
理
し
た
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
が
あ
っ
た
。
叉
農
作
物
が
虫
害
を
受
け
た
と
き
も
組
員
は
無
關
心
で
　
　
　
さ
て
土
地
改
革
に
ひ
き
つ
づ
い
て
互
助
組
．
合
作
杜
の
運
動
が
展
　
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
あ
っ
た
。
こ
の
経
験
に
徴
し
て
一
．
九
五
三
年
か
ら
は
更
に
定
産
制
を
　
　
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
決
し
て
　
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【

　
　
實
施
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
各
組
の
生
産
豫
定
額
を
決
定
し
、
責
　
　
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
山
西
省
の
あ
る
互
助
組
で
調
査
し
た
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
任
を
ゐ
っ
て
牧
穫
を
あ
げ
さ
せ
る
の
で
あ
翫
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
で
は
、
四
十
四
戸
の
組
合
員
が
互
助
組
に
参
加
し
た
動
機
は
、

　
　
　
以
上
は
郭
玉
恩
の
合
作
肚
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
。
数
千
年
　
　
e
眞
に
組
織
に
加
っ
て
技
術
の
向
上
と
増
産
を
希
望
し
た
も
の
、
十

　
　
來
の
傳
統
で
あ
る
個
人
経
螢
を
集
團
経
欝
に
進
め
る
こ
と
が
、
決
し
　
　
　
戸
コ

　
　
て
容
易
で
な
い
こ
と
が
こ
の
實
例
を
も
っ
て
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
　
口
互
助
組
は
國
家
の
命
令
で
あ
り
、
参
加
し
な
い
と
政
治
的
に
孤
立

　
　
然
し
今
や
合
作
肚
は
試
鹸
の
域
を
脱
し
て
現
實
の
課
題
と
な
り
つ
つ
　
　
　
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
も
の
、
十
一
戸
ゆ

　
　
あ
る
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・
土
地
改
革
の
貴
施
さ
れ
た
　
　
国
生
産
上
の
困
難
を
打
開
す
る
た
め
に
参
加
し
た
も
の
、
六
戸
。

　
　
農
村
で
は
、
今
や
着
々
と
し
て
こ
の
よ
う
な
攣
革
が
な
さ
れ
て
い
る
　
　
㈱
互
助
組
に
入
る
と
人
を
傭
う
の
が
便
利
で
、
賃
金
の
支
梯
は
お
く

m
　
の
で
あ
る
。
互
助
組
や
合
作
枇
は
初
期
の
生
産
の
隆
路
を
打
開
す
る
　
　
　
れ
て
も
よ
い
か
ら
、
六
戸
。



U
　
　
国
土
地
少
く
螢
働
力
が
多
い
の
で
仕
事
を
求
め
る
た
め
、
三
戸
。
　
・
、
、
、
實
で
あ
る
。
生
産
の
困
難
を
打
開
す
る
だ
め
の
互
助
組
か
ら
増
産
の
、

1　
　
因
只
名
義
だ
け
で
参
加
し
て
い
る
も
の
、
八
戸
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
の
互
助
組
へ
と
高
め
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
で
あ
っ
た
と
い
う
。
眞
に
政
治
的
な
自
畳
を
も
っ
て
互
助
組
に
参
加
　
　
　
新
解
放
遜
に
於
て
も
色
々
の
問
題
が
起
っ
て
い
る
。
湖
北
省
裏
陽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
　
し
た
の
は
十
戸
で
あ
る
。
こ
れ
が
儒
ら
ざ
る
農
民
の
實
態
で
あ
ろ
う
。
レ
附
近
の
農
村
で
起
っ
た
現
象
で
あ
る
が
、
こ
の
地
方
で
は
土
地
解
放

　
　
　
湖
北
省
大
名
の
互
助
組
で
は
螢
働
力
の
多
い
者
は
、
互
助
組
に
参
　
　
が
行
わ
れ
て
か
ら
ま
だ
間
も
な
い
の
で
、
貧
農
．
雇
農
に
は
貧
し
い

　
　
加
す
る
こ
と
は
他
人
の
た
め
に
螢
力
奉
仕
を
す
る
こ
と
だ
と
い
い
、
　
　
の
が
名
轡
だ
と
考
え
る
思
想
が
あ
り
、
地
主
は
再
び
波
牧
さ
れ
る
こ

　
　
又
土
地
の
多
い
者
は
賃
金
が
高
く
て
損
だ
と
い
い
、
特
に
中
農
や
富
　
　
と
を
恐
れ
、
富
農
は
地
主
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
農
村
に
は
一

　
　
裕
戸
は
「
自
分
で
働
い
て
自
分
で
食
べ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
自
由
自
在
　
　
般
に
生
産
し
て
も
何
も
な
ら
な
い
と
い
う
考
が
普
及
し
て
い
る
。
中

　
　
と
い
う
竜
の
だ
。
う
ん
と
食
べ
て
捻
も
の
が
着
ら
れ
る
。
こ
れ
こ
　
農
の
陳
轟
と
い
う
男
は
百
辛
斤
の
大
豚
を
殺
し
て
芹
も
費
ら
｝

　
　
そ
安
樂
騨
仙
だ
。
」
と
い
っ
て
猫
立
維
螢
に
強
い
愛
着
を
も
ち
、
仲
　
　
す
に
食
っ
て
し
ま
ひ
、
一
石
二
斗
の
高
梁
酒
を
呑
ん
で
し
ま
っ
た
。
　
撫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
仲
互
助
組
に
参
加
し
な
い
と
い
う
・
合
作
肚
の
場
合
も
同
様
で
あ
翻
ρ
一
方
審
主
義
に
封
す
る
誤
讐
行
わ
れ
て
い
る
・
保
康
縣
六
募
　

　
　
土
地
少
く
し
て
螢
働
力
の
多
い
者
、
土
地
多
く
し
て
勢
働
力
の
少
い
　
　
幹
部
晃
文
道
の
父
は
三
匹
の
牛
の
う
ち
二
匹
塗
費
り
梯
い
羊
を
買
っ
，

　
　
者
の
間
の
調
節
を
と
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
螢
働
力
の
不
　
　
た
。
’
羊
を
一
匹
つ
つ
殺
し
て
食
う
算
段
で
あ
る
。
嚢
陽
縣
の
黛
學
校

　
　
足
、
農
具
・
役
畜
の
嵌
乏
の
た
め
生
産
上
の
困
難
が
あ
っ
た
頃
は
な
　
　
で
墨
ん
で
い
る
幹
部
た
ち
の
多
く
は
、
「
間
も
な
く
砒
會
主
義
に
な

　
　
お
互
助
組
の
組
織
も
容
易
で
あ
っ
た
。
互
助
組
が
必
要
で
あ
っ
た
か
　
　
る
ん
だ
か
ら
何
も
買
う
必
要
は
な
い
。
大
い
に
食
べ
て
大
い
に
春
む

　
　
ら
で
あ
る
。
然
し
｝
鷹
生
活
も
安
定
し
、
そ
の
必
要
性
が
な
く
な
っ
　
　
が
よ
ろ
し
い
。
」
と
い
う
手
紙
を
逡
り
、
叉
劉
陽
と
い
う
女
は
、
今

　
　
て
く
る
と
團
結
が
弛
緩
し
て
く
る
。
互
助
組
の
獲
足
の
早
か
っ
た
山
　
　
ま
で
毎
年
三
、
四
十
斤
の
糸
を
紡
い
で
い
た
が
、
今
年
は
只
五
斤
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
西
省
地
方
で
は
そ
の
傾
向
が
強
か
っ
戯
。
抗
美
援
朝
に
伴
っ
て
展
開
　
　
か
紡
が
な
か
っ
た
。
あ
る
人
が
何
故
紡
が
な
い
の
か
と
や
う
と
、

　
　
さ
れ
た
農
業
増
産
運
動
が
、
こ
の
互
助
組
に
活
を
入
れ
た
こ
と
は
事
　
　
「
私
は
も
う
進
歩
し
た
ん
だ
。
遠
い
將
來
を
見
越
し
て
い
る
ん
だ
。
」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

　
　
　
と
答
え
た
と
い
御
。
人
民
政
府
の
強
力
な
指
導
の
下
に
土
地
改
革
が
　
　
し
て
い
る
言
で
》
る
と
思
5
，
α

　
　
　
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
現
わ
れ
る
の
も
無
理
は
　
　
　
然
し
こ
の
農
民
の
心
理
に
安
協
し
、
現
歌
で
満
足
し
て
よ
い
か
と

　
　
　
な
い
。
農
民
達
は
長
い
間
憧
れ
て
い
た
自
作
農
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
云
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
一
九
五
三
年
度
か
ら
第
一
次
五
ヶ

　
　
　
自
分
の
土
地
で
働
く
農
民
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
現
在
の
生
　
　
年
経
濟
建
設
の
段
階
に
入
っ
た
中
國
で
は
、
農
業
に
竜
重
大
な
る
任
・

　
　
　
活
に
満
足
し
て
い
る
。
こ
の
農
民
を
指
導
し
て
、
農
民
た
ち
に
と
っ
　
　
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
工
業
建
設
と
農
業
と
の
…
關
係
は
大
き

　
　
ノ
ズ
は
窮
屈
な
面
倒
な
互
助
組
に
参
加
せ
し
め
、
又
そ
の
土
地
を
提
供
　
　
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
石
礎
の
論
じ
て
い
る
も
の
が
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
さ
せ
る
の
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
農
民
の
政
治
的
自
畳
　
　
目
さ
れ
翫
。
彼
は
農
業
と
工
業
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
第
一
に
農
業

　
　
を
高
め
る
こ
ど
と
、
協
同
作
業
を
通
じ
て
増
産
を
實
現
す
る
こ
と
に
　
，
は
工
業
の
た
め
豊
富
な
る
食
糧
と
原
料
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
よ
っ
て
始
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
郵
子
恢
が
、
「
土
地
改
革
　
　
い
。
例
え
ば
小
萎
は
一
九
五
〇
年
に
於
て
六
六
億
斤
の
増
産
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
，

　
　
　
後
の
農
民
が
個
人
経
濟
に
た
い
し
て
不
可
避
的
に
積
極
的
な
意
欲
を
　
　
棉
花
の
栽
培
面
積
は
五
千
畝
の
増
加
を
見
、
國
内
で
自
給
自
足
で
き
　
瑚

　
　
　
も
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
、
農
民
の
そ
う
し
た
小
所
有
　
　
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
二
に
農
業
の
嚢
達
は
農
昆
の
購
買
力
を
高
め
、
　
｝

　
　
　
者
と
し
て
の
特
徴
を
は
っ
き
り
と
頭
に
入
れ
、
農
民
の
個
人
経
濟
に
　
　
工
業
の
た
め
に
市
場
を
提
供
す
る
。
例
え
ば
東
北
で
は
棉
布
の
消
費

　
　
　
た
い
す
る
積
極
性
を
輕
覗
し
た
り
、
こ
れ
を
手
荒
い
手
段
に
よ
っ
て
　
　
は
U
九
四
七
年
八
十
萬
匹
、
四
八
年
百
二
十
萬
匹
、
四
九
年
三
百
二

　
　
　
く
じ
い
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
十
萬
匹
、
そ
し
て
五
〇
年
に
は
九
百
萬
匹
と
増
加
し
た
。
こ
の
よ
う

　
　
　
そ
の
た
め
に
中
農
と
か
た
く
結
び
つ
く
政
策
や
富
農
維
濟
の
存
績
を
　
　
に
農
民
の
購
買
力
の
増
加
は
工
業
の
嚢
展
に
途
を
開
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
み
と
め
る
一
方
、
富
農
の
稜
展
に
制
限
を
加
え
る
政
策
や
小
所
有
者
　
　
第
三
に
は
農
業
の
嚢
蓮
の
結
果
は
、
工
業
の
た
め
の
建
設
資
金
を
提

　
　
　
と
し
て
の
農
民
の
利
釜
を
保
護
す
る
政
策
を
、
だ
ん
こ
と
し
て
實
行
　
　
供
す
る
。
そ
れ
は
、
e
從
來
地
主
が
浪
費
し
て
い
た
資
金
が
農
民
の

　
　
　
し
、
土
塊
・
財
産
に
た
い
す
る
農
民
の
所
有
樺
を
奪
ぞ
な
け
れ
ば
　
手
か
ら
建
設
に
投
ぜ
ら
れ
、
口
農
民
の
富
は
城
綿
交
流
に
よ
っ
て
生
，

ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

血
畜
薩
。
」
と
述
べ
て
£
の
は
こ
の
養
の
心
饗
よ
く
理
解
産
手
段
・
生
蓉
料
の
購
入
に
投
芸
れ
る
こ
と
に
よ
っ
韮
萎



刀
6
@
金
を
準
備
し
、
国
農
業
生
産
力
の
獲
展
に
伴
っ
て
食
糧
や
原
料
を
提
　
　
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
は
疑
い
も
な
く
大
き
な
誤
り
で

　
　
供
す
る
外
、
茶
・
桐
油
・
豚
毛
な
ど
の
特
産
物
の
生
産
が
高
ま
り
、
　
　
あ
る
。
」
四
億
六
千
萬
の
農
民
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
互
助
組
に
参

　
　
こ
れ
を
海
外
に
輸
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
海
外
よ
り
器
材
を
購
入
　
　
加
し
、
而
も
そ
の
三
分
の
二
は
臨
時
的
な
互
助
組
で
あ
る
の
が
實
情

　
　
す
る
。
五
〇
年
度
東
北
だ
け
で
も
こ
れ
に
よ
っ
て
一
億
六
千
萬
弗
の
　
　
で
あ
る
。
決
し
て
現
實
を
誇
大
に
し
て
考
え
た
り
、
理
想
化
し
て
は

　
　
外
資
を
獲
得
し
た
。
第
四
に
工
業
建
設
は
多
く
の
螢
働
力
を
必
要
と
　
　
な
ら
な
い
。
然
し
五
年
後
に
於
て
東
北
で
は
合
作
肚
が
基
本
的
な
形

　
　
す
る
。
東
北
で
は
國
螢
企
業
だ
け
で
も
、
四
九
年
度
中
に
二
十
四
寓
　
　
態
と
な
る
の
は
唱
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
五

　
　
人
、
五
〇
年
度
六
月
ま
で
に
四
十
萬
人
の
勢
働
者
が
増
加
し
た
。
農
　
　
ケ
年
計
書
の
要
求
す
る
増
産
は
こ
れ
な
く
し
て
は
實
現
で
き
な
い
の

　
　
村
は
螢
働
の
能
牽
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
敷
の
螢
働
力
を
工
業
　
　
で
あ
ろ
う
。
私
達
は
現
實
を
理
想
化
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
同
時
に

　
　
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
論
ナ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
叉
現
實
を
正
し
く
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
中
國
は
徐
々
に
漸
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
鄙
子
恢
の
報
告
に
よ
る
と
、
食
糧
の
増
産
だ
け
で
も
、
今
後
二
つ
　
　
的
に
革
命
的
な
攣
化
を
と
げ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
特
に
五
ケ
年
計
　
1
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
の
五
ケ
年
計
書
で
一
九
五
二
年
度
の
総
生
産
高
に
封
し
て
七
〇
パ
ー
　
　
書
の
進
展
は
こ
の
中
國
の
焚
展
に
新
ら
し
い
目
標
を
與
え
、
薪
ら
し
　
［

　
　

Z
ン
ト
塵
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・
笙
次
五
ヶ
年
計
毒
目
標
は
い
段
階
へ
と
突
入
せ
し
瓶

　
　
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
で
あ
る
。
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
互
　
　
　
地
主
の
封
建
的
搾
取
か
ら
解
放
さ
れ
た
中
國
農
民
は
、
今
や
杜
會

　
　
助
組
・
合
作
肚
の
一
麿
の
獲
展
を
計
り
、
農
業
の
近
代
化
を
實
現
す
　
　
主
義
的
農
業
の
建
設
へ
と
立
ち
上
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
る
よ
り
外
に
方
法
が
な
い
と
い
う
。
郵
子
恢
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、

　
一
「
個
膿
農
民
が
今
で
は
も
う
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
な
い
と
か
、

　
　
互
助
合
作
蓮
動
は
短
期
間
内
に
す
べ
て
の
農
民
を
吸
牧
す
る
こ
と
が
　
　
　
註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　

ﾌ
で
あ
ろ
う
と
か
、
現
在
養
は
す
で
等
少
激
の
例
外
を
①
翻
誰
軽
の
諜
馨
蘇
侠
が
家
の
如
く
払
．
じ
て
．
る
．
、

　
　
¢
ぞ
い
て
、
み
ん
な
集
團
農
場
の
制
度
を
う
け
い
れ
う
る
よ
う
κ
激
　
　
　
　
　
宙
於
農
民
不
是
斬
的
生
産
力
代
表
者
。
不
可
儲
建
立
農
民
政
橿
。
他



　
　
　
　
　
　
冊
的
起
義
。
錐
然
「
反
封
地
主
。
可
是
擁
護
『
好
皇
帝
』
」
。
由
是
在
職
　
　
　
　
　
に
、

　
　
・
　
　
　
璽
勝
利
的
過
程
中
。
起
義
的
領
袖
即
便
出
身
於
農
罠
。
也
必
然
逐
漸
　
　
　
　
　
　
村
の
農
民
組
合
は
地
主
の
家
畜
・
農
機
具
・
家
・
穀
物
そ
の
他
の
財
　
　
－

　
　
　
　
　
　
韓
化
爲
地
主
。
所
以
農
民
職
箏
取
得
勝
利
。
推
倒
奮
的
封
建
政
纏
。
　
　
　
　
　
　
産
を
接
牧
し
、
さ
ら
に
富
農
の
鯨
剰
の
同
様
財
産
を
も
接
牧
す
る
◎

　
　
　
　
　
　
但
纒
之
而
起
的
価
然
是
封
建
政
権
。
秦
末
階
末
元
末
三
次
全
國
性
的
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ら
は
財
産
の
な
い
農
民
、
そ
の
他
の
貧
民
に
分
配
さ
れ
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
農
民
大
起
義
。
就
出
現
了
漢
唐
明
三
個
大
帝
國
。
而
這
三
個
統
一
的
　
　
．
　
噛
に
等
し
い
分
量
を
地
主
に
分
配
す
る
。
各
人
に
分
配
さ
れ
た
財
産
は

　
　
　
　
　
　
集
橿
國
家
之
所
以
強
大
。
其
紹
濟
政
治
文
化
之
所
以
爽
展
高
涯
。
主
　
　
　
　
　
　
各
人
の
個
有
財
産
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
要
由
於
農
罠
職
畢
的
亘
大
力
量
掃
蕩
了
腐
朽
的
封
建
力
量
。
使
生
産
　
　
　
　
　
と
規
定
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
關
係
適
合
了
生
産
力
性
質
而
形
成
的
。
因
此
。
從
這
一
重
大
意
義
上
。
　
　
⑤
「
土
地
改
革
法
」
で
は
富
農
の
財
産
没
牧
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
我
椚
稻
漢
唐
明
這
三
大
帝
國
是
農
民
職
箏
勝
利
的
結
果
。
但
章
立
群
　
　
　
　
　
　
富
農
所
有
の
自
作
地
、
ま
た
人
を
や
と
っ
て
耕
作
し
て
い
る
土
地
、

　
　
　
　
　
　
阿
志
読
。
「
漢
是
大
小
地
主
領
導
農
民
槁
出
來
的
。
」
把
漢
帝
國
的
一
　
　
　
’
　
　
お
よ
び
そ
の
財
産
を
保
護
し
、
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
富
農
所
有

　
　
　
　
　
　
切
成
就
都
蹄
之
於
幾
個
地
主
瀦
分
子
的
領
導
作
用
上
。
完
全
忽
祠
了
農
　
　
　
　
　
　
の
小
量
の
賃
貸
地
も
そ
の
ま
ま
に
し
で
手
を
つ
け
な
い
。
だ
だ
℃
あ

　
　
　
　
　
　
民
職
孚
的
推
動
作
用
。
這
也
不
正
確
的
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
特
別
の
地
域
で
は
、
省
以
上
の
人
民
政
府
の
認
可
を
う
け
て
、
そ
　
　
、
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
漢
唐
明
の
大
帝
國
が
纒
濟
文
化
政
治
の
上
で
偉
大
な
る
獲
展
を
な
し
得
　
　
　
　
　
　
の
賃
貸
地
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
徴
牧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
孚
地
　
1
1

　
　
　
　
　
た
の
は
、
そ
れ
が
農
民
職
畢
勝
利
の
結
果
生
れ
た
國
家
で
あ
る
か
ら
だ
　
　
　
　
　
主
型
の
富
農
が
大
量
の
土
地
を
小
作
に
出
し
て
お
り
、
そ
れ
が
自
作
　
　
［

　
　
　
　
　
と
い
う
意
見
は
注
目
に
便
す
る
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
お
よ
び
人
を
や
と
っ
て
耕
作
し
て
い
る
土
地
の
量
を
こ
え
る
ぱ
あ

　
　
　
②
土
地
改
革
後
の
申
國
農
村
に
，
つ
い
て
は
、
「
我
椚
参
観
土
地
改
革
以
後
」
　
　
　
　
い
に
は
、
そ
の
小
作
に
出
し
て
い
る
土
地
を
徴
牧
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
（
一
九
五
一
・
北
京
刊
）
「
一
九
五
〇
年
中
國
経
濟
論
文
選
第
二
輯
（
．
一
　
　
　
　
　
　
な
い
。

、
　@
　
　
九
五
一
・
北
京
刊
）
な
ど
が
滲
考
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
に
は
重
要
　
　
　
　
　
と
規
定
す
る
。

　
　
　
　
　
な
報
告
が
集
録
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
劉
少
奇
が
一
九
五
〇
年
六
月
十
四
日
、
人
民
政
協
第
二
次
會
議
で
行
っ

　
　
　
③
北
伐
當
時
の
土
地
解
放
蓮
動
に
つ
い
て
は
・
い
う
ま
で
も
な
く
毛
澤
東
　
　
　
た
、
「
關
於
土
地
改
革
問
題
的
報
告
」
（
一
九
五
〇
年
中
國
輕
濟
論
文
選

　
　
　
　
　
の
「
湖
南
農
民
蓮
動
考
察
報
告
」
（
毛
澤
東
選
集
第
一
巷
所
牧
）
が
最
も
　
　
　
　
　
第
二
輯
所
牧
）
を
参
照
の
こ
と
。
街
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
庄

　
　
　
　
　
重
要
な
る
文
献
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
郎
氏
「
中
國
に
於
け
る
農
業
改
革
の
進
展
と
そ
の
諸
問
題
」
（
中
國

　
　
　
　
　
　
》
昌
昌
皿
ド
o
巳
の
ω
守
o
昌
α
q
W
O
窪
ロ
9
．
の
竃
竃
ご
b
ω
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
究
第
十
四
號
）
と
い
う
論
文
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
屡
魯
言
「
三
年
來
土
地
改
革
運
動
の
偉
大
な
成
果
」
。
（
「
中
國
に
於
け
る

　

1
1@
　
④
「
土
地
法
大
綱
」
で
は
富
農
の
財
産
没
牧
に
つ
い
て
は
、
そ
の
第
八
條
　
　
　
入
民
民
主
々
義
の
建
設
」
断
牧
）
樹
我
が
國
で
中
國
の
互
助
組
・
合
作



弼
h @
　
　
杜
の
問
題
を
い
ち
早
く
と
り
あ
げ
た
の
は
大
阪
市
立
大
學
の
儀
我
肚
一
　
　
．
τ
　
磨
要
實
行
『
包
工
包
産
』
制
。
」

1
　
　

郎
氏
で
あ
る
。
同
氏
の
「
新
中
國
に
於
け
る
農
業
生
産
合
作
杜
の
諸
問
　
　
⑭
「
關
於
一
般
村
與
較
差
村
互
助
問
題
的
商
催
」
（
良
業
生
産
互
助
組
参
考

　
　
　
　
　
題
」
（
経
螢
研
究
第
七
號
）
が
そ
れ
で
み
る
。
合
作
肚
に
何
分
に
も
一
九
　
　
　
　
　
資
料
第
一
集
）

　
　
　
　
　
五
一
年
の
春
頃
か
ら
ぼ
つ
ぼ
つ
現
わ
れ
た
の
で
あ
り
・
中
國
濁
特
の
も
　
　
⑮
「
中
共
大
名
四
圃
小
湖
村
安
部
在
互
助
合
作
蓮
動
中
的
宣
傳
工
作
」
（
農

　
　
@
　@
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
内
容
は
な
蒙
つ
か
め
な
か
っ
た
．
そ
の
毒
　
⑯
離
難
腿
麟
罐
辞
生
活
に
盤
で
き
棊
る
と
共

　
　
　
　
　
的
な
経
螢
内
容
が
明
ら
か
に
な
っ
て
來
た
の
は
漸
《
昨
年
に
入
っ
て
か
　
　
　
　
　
に
個
人
纏
螢
に
愛
着
を
も
つ
よ
う
に
な
り
・
又
山
西
省
で
も
生
産
が
向

　
　
　
　
　
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
す
れ
ぽ
そ
れ
だ
け
負
捲
が
重
く
な
り
、
又
財
産
を
蓄
積
し
て
も
結
局

　
　
　
⑧
郡
子
恢
「
農
村
工
作
的
基
本
任
務
和
方
針
政
策
。
」
（
人
民
日
報
一
九
五
　
　
　
共
産
に
な
る
と
い
う
の
で
、
互
助
組
に
滲
加
し
て
櫓
産
す
る
意
欲
に
乏

　
　
　
　
　
三
・
七
・
二
二
及
び
人
民
中
國
第
四
號
）
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
「
關
於
組
織
起
來
的
情
況
與
問
題
的

　
　
　
⑨
役
畜
の
場
合
も
、
そ
の
勢
働
分
を
決
定
し
て
お
く
場
合
と
、
仕
事
の
量
　
、
　
　
報
告
」
「
山
西
農
業
生
産
成
果
及
組
織
領
導
中
的
幾
個
環
節
」
ー
一
九
卜
五

　
　
　
　
　
に
從
っ
て
評
慣
す
る
場
合
が
あ
る
。
勢
働
分
と
し
て
は
最
高
二
十
分
、
　
　
　
　
　
○
年
中
國
経
濟
論
交
選
第
四
輯
。
）

　
　
　
　
　
最
低
十
分
が
適
當
と
さ
れ
て
い
る
。
（
農
業
生
産
互
助
組
参
考
賓
料
第
　
　
⑰
「
從
湖
北
裏
陽
專
匠
的
情
況
看
當
前
新
匪
農
村
登
展
生
産
的
一
些
障
凝
。
」
［

　
　
　
　
　
一
集
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
（
人
民
日
報
、
一
九
五
三
・
四
・
＝
e
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
ア

　
　
　
⑩
「
當
前
幅
建
農
業
生
産
互
助
蓮
動
中
等
便
交
換
問
題
的
初
歩
硯
究
」
「
穏
　
　
⑱
郵
子
恢
前
掲
報
告
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
歩
前
進
中
的
任
貴
芳
互
助
組
」
（
農
業
生
産
互
助
組
参
考
賓
料
第
一
集
）
　
　
⑲
こ
の
問
題
は
過
去
二
回
に
亘
る
現
代
中
國
學
會
大
會
の
討
論
題
目
と
な
　

．

　
　
　
⑪
一
九
五
二
年
末
に
開
か
れ
た
東
北
農
村
工
作
會
議
で
五
年
以
内
に
農
業
　
　

っ
た
。
石
礎
の
論
丈
は
一
九
五
〇
年
中
國
紹
濟
論
丈
選
第
二
輯
所
牧
。

　
　
　
　
　
生
産
合
作
肚
を
農
業
生
産
中
の
基
本
的
形
式
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
　
　
　
ブ
⑳
昨
年
十
月
人
民
共
和
國
成
立
四
週
年
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
は
じ
め
て
、

　
　
　
　
　
た
。
東
北
で
は
互
助
蓮
動
が
最
も
進
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
こ
と
が
可
　
　
　
　
　
　
杢
國
人
民
一
致
努
力
。
爲
實
現
第
一
個
五
年
計
蜜
的
基
本
任
務
而
奮

　
　
　
　
　
能
な
の
で
あ
る
。
（
人
民
日
報
一
九
五
二
・
一
二
・
二
三
）
然
る
に
中
　
　
　
　
　
　
醐
。
爲
在
一
個
相
當
長
的
時
期
内
逐
歩
實
現
圃
家
的
杜
會
主
義
工
業

　
　
　
　
　
國
経
濟
年
報
口
で
は
、
こ
れ
を
以
て
直
ち
に
「
農
業
に
於
け
る
五
ケ
年
　
　
　
」
　
　
化
。
遜
歩
實
現
國
家
封
農
村
封
手
工
業
和
封
私
螢
工
商
業
的
肚
會
主

　
　
　
　
　
計
鑑
の
骨
子
は
、
新
式
大
型
農
具
を
使
用
す
る
農
業
生
産
合
作
肚
を
、
　
　
　
　
　
　
義
改
造
而
奮
闘
。

　
　
　
　
　
農
業
生
産
の
基
本
的
形
態
と
し
」
と
規
定
し
た
の
は
大
き
な
誤
り
で
あ
　
　
　
　
　
と
稻
し
、
肚
會
主
義
の
實
現
を
現
實
の
課
題
と
し
て
提
起
し
た
こ
と
は

　
　
　
　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
重
大
で
あ
る
。
薪
民
主
々
義
肚
會
に
於
け
る
基
本
的
矛
盾
は
勢
働
者
と

　
　
　
⑫
人
民
日
報
（
一
九
五
二
・
＝
二
一
四
）
「
『
問
題
筆
手
』
裡
的
問
題
是
　
　
　
資
本
家
、
農
民
と
勢
働
者
（
農
業
と
工
業
）
で
あ
る
。
肚
會
主
義
工
業
，

　
　
　
　
　
急
様
解
決
的
ー
記
郭
玉
恩
農
業
生
産
合
作
杜
的
成
長
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
建
設
は
農
業
の
登
展
、
集
團
化
を
要
求
す
る
。
中
國
農
村
は
今
後
急

　
　
　
⑬
人
罠
日
報
（
一
九
五
三
・
三
・
三
）
「
郭
玉
恩
農
業
生
産
合
作
杜
爲
什
　
　
　
　
　
速
に
憂
化
す
る
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
。



The Collective Cultivation Movement in China

Yasuo Kitayama .

The land reform is one of the biggest changes now being carried.

out in new China. It has been put into practice by the struggle of
poor farmers and tenant-farmers against landlords. The latter class,.
which had ruled rural society since the Sung, has utterly disappeared,.,
and there has now appeared the system of owner-tiller. Contemporary

Chinese has not only succeeded in land-reform bu,t also intends to g<>
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f~rther arid to establish socialized agriculture by means. of the cooper·

ative movement. It is not easy to establish such a new rural system
to lead the· inadequately educated farmers who make up 80% of the
whole population. They are strongly selfish and have several misconcep

tions of socialism. Yet socialistic reform will emerge from the present

situation, because authorities say that the Five Year Plan requires a.

rapid increase in agricultural production, after' five years Rural Co

operatives are expected to be standard system of agricultural production

in Manchuria. We may aSSume that Chinese rural society is now in

the course of a more rapid change than its has eXPerienced in thousands
of years.




