
批
評
・
紹
介

土
地
所
有
の
史
的
研
究

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
編

本
文

一
九
五
六
年
一
一
月
二
五
日
義
行

六
一
四
頁
・
閏
版
八
頁
英
文
摘
要
二
二
一
良

本
書
は
中
闘
を
中
心
と
し
て
、
ひ
ろ
く
ア
ジ
ア
登
般
の
農
耕
地
域
に
わ
た
る

土
地
問
題
を
究
明
し
た
も
の
で
、
時
間
的
に
は
二
世
紀
末
か
ら
現
代
に
わ
た
っ

て
い
る
。
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
領
域
で
の
新
し
い
課
題
を
取
依
っ
た
も
の

が
多
く
、
力
作
ぞ
ろ
い
で
あ
る
。
し
か
し
番
物
全
世
の
健
制
か
ら
う
け
と
れ
る

と
と
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
「
解
放
期
」
の
只
中
に
あ
る
現
代
ア
ジ
ア
民
族
の

過
去
の
遺
制
、
所
謂
封
建
制
の
起
源
と
展
開
、
さ
ら
に
そ
の
尉
猿
の
全
貌
を
と

の
よ
う
に
と
ら
え
、
と
う
慮
理
す
る
か
と
い
う
問
題
を
、
歴
史
的
に
解
明
し
よ

う
と
ナ
る
意
園
を
も
っ
て
い
る
。

貌
の
屯
田
制
l
|
特
に
そ
の
駿
止
問
題
を
め
ぐ
っ
て
|
|

83 

西

嶋

定

生

貌
の
屯
田
制
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
も
か
な
り
の
放
に
の
ぼ

っ
て
い
る
。
し
か
し
菅
貌
政
権
の
財
政
的
地
盤
と
な
っ
た
典
農
部
の
屯
回
H
H
民

屯
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
徹
底
的
に
究
明
し
、
か
っ
満
足

す
べ
き
成
果
を
お
さ
め
た
も
の
こ
そ
ζ

の
研
究
で
あ
ろ
う
。
曹
操
が
許
下
に
屯

田
を
開
始
し
た
の
は
漢
末
、
献
帝
の
建
安
元
年
で
あ
り
、

ζ
れ
が
次
第
に
搬
大

さ
れ

τ諸
地
方
に
典
農
部
の
屯
田
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
ア
た
。
と
と
ろ
が
晋

が
政
権
を
掌
握
す
る
と
ま
も
な
く

F

守
曲
穴
血
尻
部
は
蕨
止
さ
れ
て
し
ま
う
e

つ
ま
り

典
農
部
は
貌
王
朝
と
輿
療
を
と
も
に
し
た
。
そ
の
後
に
は
軍
屯
の
み
が
存
績
し

て
申
告
自
の
天
下
統
一
ま
で
ζ

ぎ
フ
け
る
わ
け
で
あ
る
が
、
貌
晋
時
代
の
園
家
財
政

の
基
盤
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
こ
の
民
屯
、
軍
屯
が
、
一
機
に
屯
固
と

よ
ば
れ
る
に
か
か
わ
ら
や
ヘ
一
方
が
駁
止
さ
れ
、
他
方
が
存
績
し
た
理
由
が
と

こ
に
あ
る
か
。

氏
に
よ
れ
ば
民
屯
殿
止
の
理
由
と
し
て
、
①
一
典
出
演
官
は
庚
い
地
域
の
品
庶
民
を

支
配
し
、
時
に
は
郡
豚
官
を
か
ね
る
と
と
が
あ
っ
て
も
、
一
般
郡
勝
官
と
は
別

個

K
行
動
し
、
官
僚
機
構
の
上
で
も
一
態
別
の
系
列
に
訟
か
れ
て
い
た
。
②
典

曲
渡
部
の
人
民
支
配
形
般
は
、
秦
漠
い
ら
い
の
人
身
支
配
の
原
則
に
よ
っ
て
い
る

う
え
に
、
屯
国
民
と
の
生
産
関
係
が
、
一
定
率
分
盆
す
な
わ
ち
小
作
制
経
倍
形

健
で
あ
っ
た
た
め
、
屯
田
支
配
に
は
古
代
帝
閣
の
人
身
支
配
と
家
族
の
分
回
劫

俣
と
の
累
積
さ
れ
た
二
重
の
機
構
が
み
ら
れ
る
こ
と
。
③
奥
農
官
は
文
帝
の
は

じ
め
か
ら
、
部
下
の
計
な
る
も
の
を
許
さ
れ
、
部
民
を
末
作
(
商
工
業
)
に
使
用

し
た
た
め
、
曲
演
功
を
つ
く
ナ
と
い
う
本
来
の
面
白
が
失
わ
れ
た
こ
と
。
④
典
岨
廃

部
が
文
帝
J
明
帝
時
代
に
わ
た
っ
て
衣
第
に
腐
敗
し
、
図
家
権
力
と
弟
離
し
て

く
る
こ
と
と
反
比
例
し
て
、
寧
屯
田
は
狐
末
、

白河
王
時
代
に
な
っ
て
飛
躍
的
に

擁
大
さ
れ
、
屯
田
は
地
域
的
に
も
黄
河
の
中
心
地
域
か
ら
、
相
到
呉
基
地
た
る
准

河
地
帯
に
移
行
し
た
ζ

と
。
⑤
曲内
農
部
民
は
収
穫
物
を
政
府
と
分
盆
部
分
す
る

小
作
民
で
あ
り
、
か
っ
一
般
民
と
ち
が
う
と
こ
ろ
は
兵
役
を
兎
除
さ
れ
て
い
た
。

ζ

れ
が
晋
王
朝
の
勢
力
範
聞
の
抜
大
と
と
も
に
、
兵
力
の
光
貨
が
要
求
さ
れ
、

と
の
要
求
に
背
反
す
る
存
在
と
し

τ多
数
の
典
農
部
民
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
Y

プ
さ

れ
て
く
る
と
と
も
に
、
つ
い
に
陵
止
の
断
が
下
る
こ
と
に
な
っ
た
。

大
位
、
以
上
の
諸
貼
を
指
摘
さ
れ
る
っ
と
こ
ろ
で
そ
の
中
の
民
屯
駁
止
理
由

の
一
つ
と
し
て
、
劉
呉
戦
線
の
披
充
と
寧
屯
中
心
主
義
へ
の
移
行
と
い
う
一
般
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欣
勢
を
除
け
ば
、
他
は
典
農
部
そ
れ
白
山
胞
の
中
に
内
在
す
る
、

M
H

わ
ば
典
農
濁

自
の
性
格
と
い
え
る
。
そ
の
中
で
氏
の
指
摘
さ
れ
る
典
農
部
の
二
重
支
配
機
構

は
、
そ
の
後
の
軍
屯
内
部
で
も
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
特
徴
の
一
聞
に

す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
鳳
〈
農
官
口
の
部
民
私
役
と
部
民
の
兵
役
免
除
と
が
そ
の
特

徴
の
核
心
を
な
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
中
、
前
者
に
つ
い
て
は
従

来
も
の
べ
ら
れ
た
が
、
後
者
す
な
わ
ち
兵
役
免
除
の
一
事
に
つ
い
て
は
、
ま
っ

た
く
氏
の
新
見
解
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
民
屯
と
軍
屯
と
を
祈
別
す
る
大

き
な
要
素
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
問
題
は
典
農
部
民
屯
版
止
以
後
の
情
勢
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
典

由
民
部
俊
止
後
、
部
民
は
郡
勝
民
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
郡
豚
民
と
同
一
の
封
立

関
係
に
か
か
れ
る
が
、
本
来
公
団
の
耕
作
民
で
あ
る
か
れ
ら
は
、
一
般
郡
豚
民

と
は
と
と
な
っ
た
待
遇
を
う
け
る
の
が
蛍
然
で
、
と
れ
が
耳
目
の
謀
国
民
と
な
る

の
で
あ
る
と
し
て
、
屯
田

1
課
回
の
シ
ェ
ー
マ
を
う
ち
だ
し
、
こ
の
こ
と
を
さ

ら
に
豆
践
的
に
い
え
ば
、
秦
渓
帝
図
支
配
下
の
土
地
制
度
と
、
の
ち
の
階
庇
帝

図
支
配
下
の
そ
れ
(
均
田
制
度
)
と
の
、
雨
極
を
媒
介
す
る
過
渡
的
地
位
の
端
緒

形
値
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
宮
崎
市
定
氏
の
見
解
を
搬
延
ナ
る
も

の
で
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
謀
田
と
占
回
と
の
閥
係
を
と

の
よ
う
に
解
明
し
、
さ
ら
に
均
田
制
と
の
系
譜
を
と
う
解
決
さ
れ
る
の
か
。
さ

き
に
波
表
さ
れ
た
鈴
木
俊
民
の
「
占
回
、
課
固
と
均
田
制
」
で
は
、
占
田
を
戸

主
へ
の
土
地
所
有
規
定
と
し
諌
回
を
戸
主
以
外
の
丁
男
女
へ
の
割
蛍
耕
作
だ
と

の
見
解
を
渡
表
し
て
あ
り
、
氏
の
ば
あ
い
、
底
の
均
田
制
の
知
識
と
の
多
分
の

連
関
が
務
想
さ
れ
る
が
、
し
か
し
均
団
法
を
課
団
法
の
系
譜
的
設
展
の
上
に
と

ら
え
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
は
、
鈴
木
設
の
方
が
す
っ
き
り
す
る
の
に
刑
判
し
、
西

嶋
氏
の
方
式
を
展
開
す
れ
ば
、
鈴
木
氏
の
い
わ
ゆ
る
占
回
と
課
回
と
の
地
域
的

軍
別
が
生
歩
る
の
で
る
る
が
、
鈴
木
氏
の
こ
の
よ
う
な
設
問
に
劃
し
て
は
と
う

庭
理
さ
れ
る
の
か
。
民
は
今
後
、
戸
一
調
式
に
つ
い
て
も
渡
表
の
用
意
が
あ
る
よ

う
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
そ
と
ま
で
深
入
り
す
る
の
は
ひ
か
え
る
ぺ
き
だ
が
、
こ

の
迭
の
こ
と
は
資
料
的
限
定
も
あ
り
、
容
易
な
問
題
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ

の
機
舎
に
今
後
、
氏
の
解
答
を
要
請
し
て
か
き
た
い
。

北
貌
に
か
け
る
均
回
、
三
長
雨
制
の
制
定
を
め
ぐ
る
諸
問
題

松

本

善

海

北
貌
の
均
田
制
が
中
園
史
上
劃
期
的
な
大
改
革
で
あ
り
、
こ
れ
が
北
奔
・
北

周
・
隔
を
経
て
、
底
帝
園
覇
業
の
原
動
カ
と
も
な
っ
た
結
か
ら
、
そ
の
制
度
の

も
つ
意
義
の
重
要
性
は
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ

の
課
題
を
取
扱
う
上
に
一
番
厄
介
な
ζ

と
は
、
均
田
制
制
定
の
前
後
に
つ
ら
な

る
関
係
諸
制
度
の
年
代
が
は
っ
き
り
せ
歩
、
こ
の
こ
と
が
均
田
制
渓
布
の
前
後

の
事
態
を
つ
か
む
う
え
に
、
い
ろ
い
ろ
の
混
明
慨
を
生
じ
、
し
た
が
っ
て
制
度
そ

の
も
の
の
性
格
を
知
る
う
え
に
も
、
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
た
。
唐
の
均
国

法
な
と
の
常
識
か
ら
み
て
、
均
田
法
と
戸
籍
、
税
役
制
度
と
の
前
後
関
係
・
な
い

し
並
行
関
係
が
、
北
説
の
ば
あ
い
、
資
料
の
蕪
雑
に
繭
さ
れ
て
、
従
来
の
研
究

者
も
あ
れ
こ
れ
と
惑
わ
さ
れ
、
資
料
に
忠
賀
で
あ
り
た
い
と
つ
と
め
れ
ば
、
あ

る
べ
き
姿
が
現
出
せ
歩
、
あ
る
べ
き
姿
を
と
ら
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
資
料
上
の

操
作
を
あ
え
て
無
視
し
て
湿
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
わ
け
で
、
と
う
し
た
障
害

の
た
め
に
、
従
来
す
っ
き
り
し
た
解
決
が
見
出
せ
・
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
回

の
氏
の
業
績
で
は
、
こ
の
よ
う
な
諸
障
害
を
取
除
く
こ
と
に
努
力
さ
れ
、
立
仮

な
成
果
を
必
さ
ゆ
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

内
容
に
う
つ
る
と
①
氏
は
資
料
的
に
も
年
代
的
に
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
太

和
九
年
の
均
団
法
波
布
は
動
か
な
い
。
②
次
に
太
和
一

O
年
の
一
一
一
長
制
は
、
き

さ
に
志
因
不
動
麿
氏
が
南
瑞
門
書
貌
虜
停
の
記
事
を
よ
り
昆
と
し
て
太
和
九
年
と
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さ
れ
た
も
の
を
、
貌
虜
俸
の
繋
年
が
一
年
早
自
に
歩
れ

τい
る
事
貨
を
指
摘
し

て
、
貌
書
食
貨
志
の
太
和
一

O
年
の
記
事
の
正
し
い
と
と
を
貧
透
。
③
太
和
一

O
年
の
三
長
制
施
行
で
戸
籍
が
造
定
さ
れ
、
地
方
官
の
俸
給
も
所
管
戸
口
敏
の

多
少
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
④
三
長
制
と
同
時
に
税
役
法
も
寅

施
。
⑤
ζ

の
時
に
税
制
が
従
来
の
戸
調
か
ら
株
前
に
改
め
ら
れ
、
以
後
、
陪
へ

継
承
さ
れ
る
。

⑥
太
和
一
一
年
に
は
州
郡
分
定
、
こ
れ
に
伴
っ
て
お
そ
ら
く
王

畿
も
設
定
。
⑦
そ
の
う
え
で
村
落
制
度
を
三
長
制
施
行
賞
時
よ
り
一

層
周
躍
に

近
い
形
に
改
制
し
た
。
⑧
太
和
一
六
年
貌
令
が
定
め
ら
れ
、
地
令
、
賦
役
令
等

が
完
成
し
た
。
と
れ
に
封
し
太
和
九
年
の
均
田
法
は
、
時
抗
布
蛍
時
は
ま
だ
「
丘

弁
之
式
」
と
い
わ
れ
、
こ
れ
に
フ
い
で
貧
施
さ
れ
た
税
役
法
も
は
じ
め
は
均
賦

法
と
も
、
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
均
田
法
設
令
か
ら
は
じ
ま

っ
た
税
法
、
地
方
制
度
改
革
等
が
、
貌
令

と
な
っ
て
整
備
さ
れ
る
ま
で
の
事
情
を
、
年
次
を
か
つ
て
順
序
よ
く
並
べ
て
し

ま
え
ば
何
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

ζ
ζ

に
至
る
ま
で
の
氏
の
論
詮
過
程
に

は
並
々
な
ら
ぬ
苦
心
の
跡
が
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
鎖
石
の
中
か
ら
い
ろ

い
ろ
の
不
純
物
を
と
り
さ
っ
て
純
粋
の
金
属
を
精
錬
す
る
K
も
似
た
工
程
が
み

ら
れ
る
。
最
後
に
李
安
世
停
の
記
事
の
分
析
に
う
つ
り
、
年
代
決
定
の
最
大
障

害
物
た
る
か
れ
の
上
疏
を
四
つ
の
段
階
に
分
け
、
主
客
給
事
中
時
代
の
上
疏
と

相
州
制
史
時
代
の
そ
れ
と
に
整
理
す
る
。

ζ

の
論
文
の
目
標
が
氏
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
年
代
決
定
問
題
に
焦
賭
を
し

ぼ
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
そ
の
背
後
K
摘
さ
だ
さ
れ
た
諸
事
質
が
、

高
加
の
祉
禽
経
済
政
策
の
大
部
分
に
わ
た
っ
て
、
山
旦富
な
し
か
も
斬
新
な
知
見

を
提
供
し
て
く
れ
る
。
要
す
る
に
一
大
雄
篇
た
る
と
と
も
に
、
今
後
の
均
田
制

研
究
へ
の
あ
ら
た
な
方
向
を
し
め
す
も
の
と
し
て
た
し
か
に
問
題
作
だ
と
い
え

よ
う
。

敦
建
設
見
戸
制
田
制
関
係
文
書
十
五
種

本

達

郎

氏
は
ζ

ζ

K
紹
介
さ
れ
た
文
書
を
書
鶏
の
形
式
に
も
と
づ
い
て
A

J
G
の
七

種
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書

一
穫
を
除
け
ば
他
は
み

な
敦
建
閥
係
の
文
書
で
、
同
一
地
域
出
土
の
ζ

れ
ら
七
種
の
文
書
の
形
式
を
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
K
よ
っ
て
、
①
北
朝
時
代
(
西
貌
の
も
の
で
、
さ
き
に
氏
に

よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
て

②
唐
代
に
は
い
る
が
武
后
以
前
、
③
武
后
時
代
、
④

天
費
時
代
(
以
上
、
文
書
一

J
七
)
、
⑤
均
田
制
溺
壊
時
代
(
文
書
九

・
一
O
)
、

⑥
宋
初
(
文
書
八

・
一
一
)
と
、
訟
の
か
の
時
期
別
に
配
列
し
て
る
る
。

ζ

れ

は
難
解
な
此
種
文
書
の
様
式
上
の
匪
別
を
、
明
解
、
か
っ
一千
易
に
知
ら
し
め
る
一

効
果
を
も
っ
て
い
る
。
ζ

の
よ
う
な
成
果
が
え
ら
れ
た
原
因
は
、
氏
が
さ
き
に

西
灘
大
統
二
二
年
の
計
帳
様
文
書
を
解
明
さ
れ
た
結
果
K
負
う
も
の
で
あ
る
。

唐
代
の
均
田
制
関
係
文
書
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
い
ろ
い
ろ
と
研
究
さ
れ
て
い
る

が、

唐
以
前
の
そ
れ
に
直
面
し
な
か
っ
た
た
め
、
北
朝
、
唐
を
通
じ
て
の
質
物

に
よ
る
研
究
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
氏
に
よ
っ
て
北
朝
文
書
が
紹
介

さ
れ
た
ζ

と
は
、
こ
れ
ま
で
の
暗
部
に
光
明
を
投
ナ
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に

今
回
、

ζ

れ
K
つ
づ
く
も
の
と
し
て
、
十
五
種
の
文
書
を
紹
介
し
、
前
後
を
通

じ
て
一
つ
の
様
式
論
を
導
出
し
え
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
注
目
す
べ
き
成
果
と

い
う
べ
く
、

ζ

の
意
味
で
、
本
論
文
は
北
朝
文
書
解
明
の
後
篇
を
な
す
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
研
究
は
な
か
今
後
に
期
待
さ
れ
る
も
の
で
、
氏
も
い

わ
れ
る
よ
う
に
、

ζ

れ
と
従
来
の
も
の
と
を
あ
わ
せ
て、

綜
合
的
に
研
究
す
る

と
と
の
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
。

な
か
一
五
種
文
書
の
中
、
一
二
J
一
五
は
田
制
閥
係
文
書
ば
か
り
で
、
唐
末
、

五
代
か
ら
宋
に
わ
た
っ
て
い
る

3

そ
の
中
、
一
二
の

ス
タ
イ
ン
文
書
四
四
九
一

山
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放
は
、
屯
岡
山
側
係
ま
た
は
杭
e

園
附
係
文
書
と
み
ら
れ
、
一
人
一

O
畝
程
度
の
割

首
耕
作
(氏
は
こ
れ
に
つ
い

τ戸
口
敏
と
畝
数
と
の
掛
照
表
を
か
か
げ
て
い
る
)

が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

宋
代
の
汗
固
と
荘
園
制
|
|
特
に
江
南
東
路
に
つ
い
て
|
|

周

藤

吉

之

氏
は
こ
の
中
で
、
宋
代
の
汗
凹
と
く
に
江
南
東
路
の
そ
れ
を
中
心
K
、
汗
回

の
設
展
や
経
後
形
般
を
論
じ
、

①
好
国
と
は
江
湖
に
隠
岸
を
き
歩
い
て
そ
の
中

を
回
と
し
、
院
に
そ
っ
て
斗
門
を
設
け
て
水
の
出
入
を
調
節
し
、
さ
ら
に
そ
の

中
で
溝
渠
を
通
じ
た
も
の
で
あ
る
。
汗
は
水
が
高
く
て
回
が
水
よ
り
低
い
た
め

水
利
が
よ
く
て
別
収
で
き
る
。
そ
の
か
わ
り
健
岸
の
強
弱
が
回
の
運
命
を
決
定

す
る
。
②
げ
回
は
五
代
、
南
出
ど
ろ
か
ら
す
で
に
構
築
さ
れ
て
お
り
、
北
宋
の

仁
宗
と
ろ
に
は
、
北
方
人
口
の
南
移
と
あ
い
ま
っ
て
多
く
な
り
、
北
宋
末
に
は

さ
ら
に
官
私
の
庁
回
が
柑
加
す
る
。
南
宋
で
は
大
規
模
で
か
つ
組
織
的
な
綬
管

形
挫
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
経
・
例
的
に
重
要
な
位
置
を
し
め
た
。
③
官
庁
は
規

模
、
面
積
と
も
に
大
き
く
、
悶
家
財
政
の
重
要
な
基
盤
で
、
，
多
く
は
軍
費
に
充

歯
さ
れ
た
。
宮
巧
は
周
囲
入
・
九

O
O豆
、
面
積

一
0
0
0頃
前
後
の
も
の
も

あ
る
の
に
到
し
、
私
庁
は
一
般
に
小
さ
く
、
不
均
し
て
周
囲
一
五
・
六
星
ま
た

は
そ
れ
以
下
の
も
の
が
多
く
、
面
積
も
二
・
一
二

O
頃
l
一
O
頃
な
い
し
そ
れ
以

下
と
い
う
朕
態
で
あ
っ
た
。
私
時
の
大
き
い
も
の
は
官
戸
・
形
勢
戸
の
所
有
す

る
も
の
で
、
王
安
石
・
秦
織
の
よ
う
な
大
物
を
は
じ
め
と
し
て
蛍
時
の
有
力
者

は
、
仔
回
を
所
有
し
て
絞
済
的
地
盤
と
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
③
縦
後
形
般

を
み
る
と
、
官
私
汗
田
の
大
き
い
も
の
は
み
な
荘
園
を
形
成
し
て
お
り
、
制
戸
、

租
戸
が
あ
っ
て
組
税
を
納
入
し
た
。
つ
ま
り
直
接
生
産
者
は
例
戸
で
、
監
督
経

径
は
主
家
が
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
ζ

と
は
、
常
不
純
遜
司
の
官

呼
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
、
制
戸
の
州
地
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
で
、
川
地
側
の
さ

い
は
仙
健
の
政
買
が
許
さ
れ
て
い
た
。
官
私
を
問
わ
歩
、
大
規
棋
な
も
の
は
隠

岸
の
修
築
は
す
べ
て
経
侍
者
が
行
う
が
、
前
払
好
の
中
に
は
、
下
戸
に
尉
す
る
四

.
五
等
戸
の
小
汗
も
一
あ
り
(
か
れ
ら
は
一
例
税
を
お
さ
め
た
)
こ
れ
ら
の
汗
国
で
は

か
れ
ら
み
歩
か
ら
修
築
の
任
に
常
ら
ね
ば
な
ら
歩
、
し
か
も
小
規
艇
な
だ
け
に

決
潰
す
る
こ
と
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
か
れ
ら
に
輿
修
費
を
貸

出
な
い
し
賦
興
す
る
と
と
さ
え
あ
っ
た
。
孝
宗
朝
に
な
る
と
、
汗
戸
の
中
か
ら

汗
長
が
選
出
さ
れ
、
毎
年
定
期
的
に
増
修
さ
せ
る
雄一寸
漸
次
組
織
化
さ
れ
る
。
し

か
し
南
宋
末
に
、
宰
相
史
粥
速
が
脈
令
と
結
ん
で
人
民
を
強
制
し
て
汗
回
を
献

納
さ
せ
た
と
と
き
、
中
小
民
の
地
位
の
低
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
氏
が
従
来
の

諸
研
究
を
再
検
討
し
、
着
々
と
宋
代
の
土
地
問
題
に
確
乎
た
る
業
績
を
あ
げ
て

ゆ
か
れ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
た
の
も
し
い
と
と
で
あ
る
。
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中
闘
の
同
族
叉
は
村
落
の
土
地
所
有
問
題

ー

l
宋
代
以
後
の
い
わ
ゆ
る
「
共
同
組
」
|
|

仁

井

田

陸

氏
に
よ
れ
ば
、
一

O
J
一
一
世
紀
は
中
図
祉
舎
の
歴
史
の
分
水
嶺
で
あ
り
、

古
代
・
中
世
の
純
換
期
で
あ
る
と
し
、
こ
の
時
期
に
あ
ら
わ
れ
る
同
族
な
い
し

は
一
般
村
落
の
結
合
の
強
化
こ
そ
、
こ
の
中
世
的
な
祉
禽
結
合
の
特
徴
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
中
園
に
は
紀
元
前
二
、
三
世
紀
か
ら
す
で
に
個
別
的
土
地
所
有

の
時
代
に
は
い
っ
た
も
の
の
、
山
林
薮
深
な
ど
の
入
舎
は
官
有
地
で
、
こ
れ
の

利
用
機
は
原
則
的
に
は
共
同
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
賞
際
に
は
資
力
者
に
占
有

さ
れ
る
と
と
が
多
く
、
そ
の
た
砂
農
民
は
生
産
な
い
し
再
生
産
の
場
を
確
保
で

き
や
ノ
、
つ
ね
に
不
安
定
な
欽
態
に
お
か
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
と
れ
に
制
到
し
、
中

世
に
は
い
る
と
同
族
を
扶
助
す
る
た
め
の
同
族
内
の
互
助
機
構
と
し

τ、
い
ろ



い
ろ
の
集
閣
が
成
立
す
る
。
そ
し

τそ
の
経
済
的
基
礎
と
し
て
義
援
、
祭
田
の

よ
う
な
族
田
制
が
で
き
あ
が
り
、
一
族
の
再
生
産
の
基
礎
を
確
立
す
る
。
同
族

・
な
い
し
村
落
結
合
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
た
た
か
い
と
ら
れ
た
農
民
の
共
同
生

活
の
場
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
結
合
は
た
し
か
に
同
族
の
私
的
保
障
機

構
の
篠
立
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
同
族
的
利
己
主
義
の
貫
徹
機
構
で
も
あ
り
、

し
た
が
っ
て
針
外
的
に
は
閉
鎖
的
、
排
外
的
で
、
同
族
的
利
害
の
た
め
に
は
他

族
と
械
闘
を
行
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
や
J

刑
判
内
的
に
は
こ
の
よ
う
な
協
同
性
、
函
結
性
が
か
え
っ
て

脆
弱
で
、
分
裂
的
で
さ
え
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
同
族
内
部
は
地
主
と
小
作
と

の
階
級
的
樹
立
が
甚
し
く

「脅
老
一
喝
し
て
群
ζ

れ
に
和
ナ
」
と
い
う
ポ
ス
支

配
で
一
貫
さ
れ
、
従
っ
て
ζ

の
機
構
は
全
社
台国
的
に
は
大
地
主
位
制
の
支
柱
で

も
あ
っ
た
。
し
か
し
小
作
人
の
側
と
し
て
は
搾
取
は
さ
れ
る
が
、

零
落
し
た
場

合
、
か
れ
ら
を
自
葉
県
都
鋭
か
ら
救
出
川
ナ
る
の
は
同
族
地
主
で
あ
り
、
ま
た
そ
う

す
る
ζ

と
が
地
主
的
生
産
の
た
め
に
利
益
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
集

閤
結
合
は
つ
ね
に
地
主
と
小
作
と
を
不
可
分
離
の
閥
係
に
し
ば
り
つ
け
た
。
こ

の
よ
う
な
結
合
は
革
命
に
よ
っ
て
清
算
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
恩
に
外
部
的
底
力

に
よ
っ
て
そ
う
な
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
か
れ
ら
が
共
同
般
の
枠
に
頼
る
と

い
う
よ
り
は
、

隷
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
き
た
自
己
の
限
界
黙
を
、

権
力
へ
の
共
同
闘
争
を
湿
じ
て
自
党
し
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

い
つ
も
な
が
ら
該
博
な
知
見
に
よ
っ
て
流
暢
に
か
か
れ
、
そ
の
論
旨
も
よ
く

と
お
り
興
味
を
ひ
か
れ
る
が
、

ζ

の
よ
う
な
土
地
所
有
形
態
が
所
謂
中
世
K
何

故
渡
生
し
た
か
と
い
う
必
然
性
を
も
、
あ
わ
せ
て
説
明
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

明
代
匠
役
制
の
山籾
擦
と
都
市
絹
織
物
業
流
通
市
場
の
展
開
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有

最
近
の
中
閣
で
は
向
銭
氏
を
は
じ
ゅ
と
し
て
、
中
園
の
資
本
主
義
の
古
川
芽
な

い
し
そ
の
増
大
の
現
象
を
、
明
末
清
初
の
都
市
の
絹
織
業
務
展
の
・
な
か
に
と
ら

え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
ζ

れ
ら
は
、
概
念
的
に
は
ま
だ
科
率
的
根
様
を

も
っ
て
い
な
い
。

氏
は
こ
の
問
題
を
と
ら
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
や
ノ都
市
絹
織
業
の
hs
か
れ
た

祉
命
的
歴
史
的
位
置
の
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
蛍
時
の
専
制
王

朝
が
絹
織
業
者
の
務
働
力
を
筏
役
飽
系
を
通
じ
て
収
取
し
て
い
た
の
に
封
し
、

業
者
た
ち
が
た
え
ざ
る
抵
抗
を
く
り
か
え
し
て
、
私
的
経
営
の
地
盤
を
確
立
す

る
手
段
と
し
て
、
官
僚
の
中
飽
と
一
妥
協
し
、
ま
た
賄
賂
と
し
て
の
月
銭
慣
行
が

行
わ
れ
る
。
ζ

れ
が
一
一
係
鞭
法
と
軌
を
一
に
し

τ、
匠
銀
制
へ
の
移
行
を
た
た

か
い
と
る
結
果
と
な
る
。
と
れ
は
匠
機
戸
の
時
空
爾
面
に
か
け
る
、
私
的
経
営

の
合
法
的
安
定
的
念
場
の
抜
大
を
意
味
し
、
市
場
の
た
砂
の
生
産
の
設
達
K
寄

興
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
の
な
か
に
、
官
の
織
染
局
の
造
排
制
か
ら
民

間
機
房
に
射
す
る
貿
排
制
へ
の
鴎
換
が
行
わ
れ
、
そ
の
国
民
地
問
の
封
象
が
主
と
し

て
、
南
京
・

刊紙
州
・
杭
州
の
三
都
市
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
は
、

ζ

れ
ら
三
都
市

の
前
に
あ
た
ら
し
い
市
場
が
展
開
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
の
場
合
、

絹
の
需
要
者
は
宮
廷
人
、
官
僚
を
主
位
と
し
た
都
市
人
で
、
都
市
人
口
中
に
は

嘗
然
農
村
出
身
者
が
ふ
く
ま
れ
る
と
し
て
も
、

ζ

れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
寄
生
地
主

で
、
農
村
自
身
の
中
か
ら
分
解
し
て
き
た
献
労
働
者
等
で
な
い
と
す
れ
ば
、
絹
の

需
要
が
都
市
に
局
限
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
絹
の
針
債
と
し
て
支
排
わ
れ
る
銀
(
地

代
)
の
生
産
者
た
る
農
民
・
手
工
業
者
は
絹
の
需
要
者
で
は
な
く
、
従
っ
て
ζ

の
段
階
で
は
、
農
民
と
絹
織
業
者
と
の
聞
に
、
生
産
力
の
設
展
を
基
礎
づ
け
る

意
味
で
の
、
分
業
関
係
を
成
立
せ
し
め
え
な
い
。
だ
か
ら
蛍
時
の
絹
の
生
産
が

す
で
に
上
納
部
分
を
こ
え
た
市
場
の
た
め
の
生
産
を
行
っ
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
れ
自
身
の
中
か
ら
は
、
そ
れ
以
上
の
祉
舎
的
生
蓬
力
を
設
展
せ
し
む
べ
き
候
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件
を
生
み
出
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
絹
織
業
の
歴
史
的
役
割
を
具
般
的

K
規
定

す
る
た
め
に
は
、
農
民
の
自
給
的
生
産
構
造
、
な
ら
び
に
ζ

れ
と
相
互
規
定
的

な
農
村
織
物
業
を
ふ
く
め
た
商
品
生
径
の
展
開
と
の
関
連
に
必
い
て
考
え
な
訟

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
、
あ
た
ら
し
い
問
題
を
提
起
さ
れ
る
。

消
初
に
お
け
る
湖
南
米
市
場
の
一
考
察

重

回

中
園
祉
曾
の
基
本
的
ウ
ク
ラ

1
ド
と
し
て
の
地
主
似
戸
制
を
、
生
査
関
係
の

現
質
面
で
と
ら
え
る
こ
と
は
、
宋
代
の
場
合
、
周
藤
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
が
、
同
じ
こ
と
を
明
清
時
代
に
試
み
、
そ
の
構
造
的
剖
期
を
つ
き
と
め
、

中

園
革
命
へ
の
必
然
性
を
追
求
す
る
ζ

と
は
、
今
日
ま
だ
果
さ
れ
て
い
な
い
。
ζ

れ
は
要
す
る
に
明、

消
時
代
の
地
主
M
H
佃
戸
制
の
諸
類
型
を
、
さ
ら
に
分
析
し

て
そ
れ
ら
の
中
に
汲
展
の
様
相
を
と
ら
え
る
前
に
、
首
然
な
さ
る
べ
き
基
礎
的

な
仕
事
が
ま
だ
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
。

か
か
る
段
階
に
紛
い
て
仁
井
田
、
今
期
間
氏
の
よ
う
に
、

制
戸
の
法
制
的
身

分
規
定
の
う
え
で
、
地
主
、
制
戸
の
等
質
劉
紘
一
寸
関
係
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
業

績
が
あ
る
が
、
重
田
氏
は
農
産
物
の
流
通
面
か
ら
、
湖
南
に
か
け
る
在
地
の
市

場
構
造
を
媒
介
と
し
て
、
地
主
M
H
佃
戸
制
の
歴
史
的
劃
期
の
設
定
を
試
み
よ
う

と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
首
時
の
市
場
を
客
商
の
活
動
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る

市
集

1
封
外
市
場
と
、
地
域
的
な
取
引
の
場
と
し
て
の
雛
市

1
下
級
市
場
と
に

分
類
し
、
と
く

K
後
者
の
構
造
を
分
析
す
る
ζ

と
に
力
附
を
訟
く
。
こ
の
よ
う

な
下
級
市
場
の
成
立
す
る
契
機
を
た
歩
ね
る
と
、
一
方
に
は
明
代
中
葉
に
は
じ

ま
る
賦
役
の
銀
納
化
(
上
か
ら
の
貨
幣
経
済
の
強
制
)
が
納
税
負
鎗
者
(
地
主
魁
)

に
貨
幣
獲
得
へ
の
要
請
を
強
加
、
こ
れ
が
米
穀
の
商
品
化
を
招
来
し
た
こ
と
と

他
方
に
は
似
戸
肘
が
再
生
産
の
た
め
の
積
極
的
な
い
と
な
み
と
し
て
、
商
品
作

徳

物
の
栽
培
を
展
開
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
か
れ
ら
も
ま
た
米
穀
の
購
買
者
で
あ
り

え
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
下
級
市
場
の
成
立
は
地
主

1
佃
戸
聞

に、

前
期
的
で
は
あ
る
が
と
も
か
く
経
消
的
に
交
換
を
行
う
可
能
性
を
獲
得
せ

し
め
る
わ
け
で
、
こ
れ
ま
で
再
生
産
を
維
持
で
き
な
い
よ
う
な
貧
闘
な
事
態
を

カ
バ
ー
す
る
た
め
の
小
作
料
部
分
の
法
元
が
、
経
例
外
的
に
、
恩
恵
の
名
目
で

行
わ
れ
て
い
た
刷
係
か
ら
前
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
か
か
る
下
級
市

場
を
底
滋
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
市
集
が
そ
の
上
に
の
り
か
か
っ
て
い

る
の
で

あ
り
、

従
っ

て
下
級
市
場
と
い
え
と
も
、
客
商
の
活
動
と
無
関
係
で
は
あ
り
え

ナ
、
地
主
は
米
殺
を
佃
戸
か
ら
現
物
の
ま
ま
徴
収
し
、
そ
れ
を
み
や
ノか
ら
の
計

算
に
よ
っ
て
商
品
化
し
、
客
商
と
と
も
に
利
益
を龍一
附
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
明
か
に
地
主
市
場
で
あ
り
、
か
か
る
市
場
の
存
在
は
農
村
の
階
級
分
化

を
一

層
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
佃
戸
が
こ
の
よ
う
な
地
主
市
場
に
規
定
さ

れ
つ
つ
も
、
ζ

れ
と
封
抗
し
、
削
戸
の
闘
争
の
基
盤
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま

た
中
園
近
代
化
の
基
動
と
し
て
の
意
義
を
に
な
う
べ

き
商
品
作
物
生
産
を
行
っ

た
こ
と
の
性
格
を
重
視
す
べ

き
で
あ
る
と
と
か
れ
る
。

た
だ
氏
の
研
究
で
は
こ
の
貼
を
今
後
の
問
題
と
し
て
提
起
し
、
か
か
る
換
金

作
物
生
盗
の
構
治
を
究
明
す
る
こ
と
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
hz
し
な
べ
て
宋
代

以
後
の
社
命聞
の
展
開
が
、
中
共
の
開
放
に
突
入
す
る
た
め
の
歴
史
的
必
然
性
の

究
明
は
、
今
日
の
思
界
で
は
ま
だ
端
緒
的
な
段
階
に
あ
る
。
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抗
日
時
期
の
中
共
の
土
地
政
策

古

島

和

維

抗
日
戦
争
中
の
中
共
の
土
地
政
策
、
と
く
に
普
察
滋
匿
で
の
そ
れ
を
中
心
K

解
明
し
た
も
の
で
、
中
共
は
こ
の
場
合
、
抗
日
戦
線
統

一
の
た
め
、
共
益
主
義

本
来
の
政
策
で
あ
る

「
土
地
を
耕
作
者
へ
」
の
ス

ロ
l
カ
ン
を
、

壌
に
「
小
作



料
の
引
下
げ
」
と
い
う
ζ
と
に
あ
ら
た
め
、
抗
日
地
主
の
土
地
所
有
権
の
保
障

、
さ
え
行
っ
た
。
乙
の
政
策
は
こ
れ
ま
で
に
賞
施
ζ

そ
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
園
民

政
府
自
身
も
、
か
つ
て
法
的
に
確
認
し
た
減
租
政
策
K
ま
で
歩
み
よ
っ
た
も
の

で
る
る
。

ζ

の
政
策
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
中
共
は
、
農
民
の
階
級
的
要
求
の

貫
徹
を
目
指
ナ
と
と
も
に
、
地
主
を
も
ふ
く
め

τ抗
日
の
た
ゆ
に
立
上
ら
せ
、

ま
た
図
民
常
時
を
も
抗
日
参
加
に
引
入
れ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
ま
た
抗
日
の
原

動
力
は
、
地
主
を
ふ
く
め
て
農
民
大
衆
の
闘
争
に
よ
っ
て
の
み
生
み
出
さ
れ
る

と
し
て
、
農
民
の
自
渡
的
な
鼓
動
と
組
織
化
を
推
進
し
た
た
め
に
、
農
民
の
生

護
意
欲
と
、
抗
戦
へ
の
積
極
性
を
著
し
く
増
大
さ
せ
、
氏
、
汎
、
多
岐
な
民
主
的

改
革
と
し
て
の
成
功
を
か
ち
え
た
。
そ
の
結
果
、
貧
農
の
多
数
の
中
山
炭
化
を
招

来
し
、
農
民
の
組
織
化
と
あ
い
ま
っ
て
、
抗
日
の
た
め
の
強
固
な
根
綾
地
と
も

な
り
え
た
と
と
を
明
か
に
さ
れ
た。

土
地
改
革
の
吐
曾
経
済
的
意
義
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|
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東
南
ア
ジ
ア
諸
閣
の
場
合
|
|

川

野

重

任

二
O
世
紀
初
頭
以
後
の
土
地
改
革
に
共
通
に
あ
ら
わ
れ
る
性
格
は
、
土
地
改

革
と
い
う
も
の
が
何
か
の
理
念
の
自
然
的
援
展
と
し
て
徐
々
に
質
現
す
る
も
の

で
は
な
く
、
本
質
的
に
は
敗
戦
の
所
産
と
し
て
(
極
度
に
低
下
し
た
経
済
水
準

の
下
で
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
図
民
所
得
の
再
配
分
と
し
て
)
ま
た
占
領
軍

に
よ
る
「
敵
の
な
か
に
味
方
を
つ
く
る
」
確
質
な
防
衛
策
と
し
て
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
・
9
い
て
、
こ
の
よ
う
な
民
主
化
は
、

資
本
主
義
の

枠
内
K
-お
け
る
不
徹
底
な
改
革
に
終
り
、
一
旦
改
革
が
完
成
す
る
や
、
か
え
っ

て
急
進
勢
カ
に
指
抗
す
る
と
い
っ
た
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
こ
の
と
と
は
同
様
で
あ
る
と
と
き
、
二

O
世
紀
初
頭

以
後
の
、
農
地
改
革
に
み
ら
れ
る
世
界
的
な
共
通
性
を
指
摘
さ
れ
た
も
の
。

部
落
有
林
野
の
形
成

繭

島

正

夫

日
本
で
は
、
明
治
二
二
年
、
町
村
制
施
行
に
よ
っ
て
、
葎
幕
時
代
以
来
の
民

有
の
村
持
林
野
を
「
町
村

一
部
」
の
財
産
と
い
う
名
義
で
、
部
落
有
林
な
い
し

公
有
林
と
い
う
概
念
の
枠
の
中
に
い
れ
、
園
家
が
ζ

の
部
落
林
を
規
制
す
る
法

的
な
基
礎
を
作
っ
た
。
町
村
制
で
は
ζ

れ
を
財
歪
匿
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
限

度
に
か
い
て
村
落
共
同
設
も
園
家
の
規
則
に
服
し
た
が
、
そ
の
後
公
有
林
政
策

が
貧
施
さ
れ
、
図
が
村
の
仲
間
山
に
手
を
ふ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
爾
法
規
範

の
針
抗
閥
係
が
顕
在
化
す
る
。
こ
の
林
野
と
い
う
重
要
な
つ
な
ぎ
を
失
う
か
否

か
は
、
村
落
共
同
位
の
性
格
を
相
蛍
大
き
く
愛
え
る
も
の
で
あ
る
。

ζ

の
解
艦

後
の
問
題
は
将
来
の
課
題
と
し
、
と
こ
で
は
部
落
林
解
位
以
前
の
潜
在
欧
態
に

か
け
る
闘
家
、
部
落
防
法
秩
序
の
封
抗
関
係
を
、
主
と
し
て
閣
家
の
側
か
ら
あ

っ
か
わ
れ
た
も
の
。
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以
上
、
康
範
闘
で
、
し
か
も
斬
新
な
諸
研
究
を
す
べ
て
論
評
す
る
ζ

と
は、

わ
た
く
し
の
到
底
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
た
と
え
専
攻
の
領
域
で
て

こ
の
べ
た
い
と
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
他
目
、

資
料
を
用
意
し
て
の
ち

に
ナ
ベ
き
ζ

と
で
あ
る
。
い
ま
は
全
篇
の
紹
介
に
つ
と
め
、
か
ね
て
執
筆
者
に

謝
す
る
今
後
の
希
望
意
見
を
そ
え
て
、
わ
た
く
し
の
責
を
果
す
こ
と
と
し
た
。

(
西
村
元
佑
)


