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の
保
甲
法
に
は
、
民
兵
制
度
と
し
て
の
性
格
が
本
来
的
に
あ
る
。
こ
れ
も
ま

た
、
園
家
機
力
と
民
衆
と
の
一
つ
の
か
か
わ
り
方
で
る
り
、
こ
う
し
た
側
面
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
な
さ
れ
た
方
が
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

次
に
、
著
者
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
権
力
の
地
方
支
配
に
は
、
脅
吏

と
職
役
の
二
つ
の
存
在
が
不
可
歓
で
あ
っ
た
。
こ
の
本
の
主
題
で
あ
る
後
者
と

と
も
に
、
前
者
も
ま
た
、
権
力
と
民
衆
と
を
繋
ぐ
も
の
で
あ
り
、
宋
代
以
降
の

中
間
品
川
合
を
彩
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
蒋
書
で
は
、
脅
吏
は
職
役
と
の
か
か
わ

り
で
し
か
登
場
し
て

こ
な
い
が
、
も
う
少
し
ま
と
ま

っ
た
取
り
上
げ
方
が
可
能

で
は
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
村
の
役
職
の
プ
ロ
フ
4

ツ

シ
ョ
ナ
ル
化
の
過
程
の
叙
述
、
か
各
章
に
分
散
し
て
お
り
、
著
者
の
構
想
が
把
握

し
に
く
か
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

こ
れ
ら
の
鮎
は
、
こ
の
書
物
の
本
筋
と
は
外
れ
て
お
り
、
そ
れ
へ
の

言
及

は
、
か
え

っ
て
全
慢
の
構
成
を
破
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
意
識
的
に
避
け
ら
れ

た
の
か
も
し
れ
な
い
が
。

最
後
に
、
頭
理
で
あ
る
が
、
日
本
人
の
論
文
名
の
ロ

l
マ
ナ
イ
ズ
に
設
り
が

目
立
っ
た
こ
と
が
須
に
な
っ
た
こ
と
に
楓
刷
れ
て
こ
の
総
介
を
お
わ
り
た
い
(
同

様
の
課
り
を
、
我
々
も
異
園
語
の
文
献
を
利
用
す
る
際
に
犯
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
が)。

宋
代
の
役
法
は
、
こ
の
時
代
の
他
の
制
度
の
多
く
と
同
時
間
に
複
雑
な
タ
岐
な
も

の
で
あ
る
が
、
こ

の
著
書
で
は
、
そ
の
詳
細
に
亙
っ
て
叙
述
が
な
さ
れ
、
有
盆

な
研
究
書
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
欧
米
の
皐
界
に
科
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
で

あ
ろ
う
。
役
法
と
同
様
に
多
く
の
内
容
を
持
つ
こ
の
書
物
の
内
容
を
、
充
分
に

は
紹
介
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
申
し
謬
け
な
く
、
ま
た
、
他
悶
語
な
る
が
放
の

頭
解
か
ら
、
著
者
へ
失
穫
の
二
百
僚
が
あ
ろ
う
こ
と
を
心
許
無
く
、
思
っ
て
い

る

。

(

森

田

憲

司

)

近
代
中
園
政
治
外
交
史

|
|
ヴ
ァ
ス
コ
・

ダ

・
ガ
マ
か
ら
五
四
運
動
ま
で
||

坂

野

正

高

著

昭
和
四
十
八
年
十
月

A
5
剣

六

二

五

頁

東
京
大
翠
出
版
曾

本
書
は
、
坂
野
正
高
氏
が
現
在
、
東
京
大
向
学
法
阻
宇
都
に
お
い
て
指
笛
さ
れ
て

い
る
「
ア
ジ
ア
政
治
外
交
史
L

と
い
う
題
目
の
講
義
ノ

l
ト
を
補
訂
し
た
近
代

中
関
外
交
史
の
紙
読
書
で
あ
る
。

戦
後
に
お
け
る
わ
が
閣
の
近
代
中
闘
外
交
史
研
究
が
決
し
て
活
綴
と
は
い
え

な
い
情
況
下
に
あ
っ
て
、

坂
野
氏
が
こ
の
分
野
の
研
究
に
精
力
的
に
取
組
ま
れ

て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
特
に
総
理
街
門
設
立
に
闘
す
る
一
連

の
論
考
は
、
ウ
エ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
下
に
お
け
る
清
朝
外
務
官
制
の
袋
遜

を
清
朝
政
府
内
部
の
槌
力
関
字
と
閥
連
づ
け
な
が
ら
解
明
し
た
研
究
で
あ
り
、

氏
の
諮
研
究
中
の
白
眉
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
坂
野
氏
は
、
近
年
、

研
究
の
一
端
を
集
録
し
た
寸
近
代
中
閣
外
交
史
研
究
L

(

一
九
七

O
年
刊
〉、

外

交
史
研
究
の
理
論
的
枠
組
み
を
追
究
し
た
「
現
代
外
交
の
分
析
」
(
一
九
七
一

年
刊
)
を
上
梓
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
氏
の
長
年
に
わ
た
る
研
鍛
が
本
書
の
質

設
的
・
理
論
的
妥
付
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
本
書
の
内
容
を
知
る
の
に
便
利
で
あ
る
か
ら
、
章
別
構
成
を
記
し
て

お
こ
う
。

第
一
章

外
政
機
構
、
外
交
文
書
、
外
交
史
研
究
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第
二

章

清

代
中
測
の
政
治
機
構

第
三
章
朝
貢
関
係
|
|
「
叩
頭
」
問
題

第
間
半
ア
ヘ
ン
戦
争
前
に
お
け
る
東
西
貿
易

第
五
章
ア
ヘ
ソ
取
手

第
六
章
伝
的
地

第

七

章

太
卒
天
国
と
ア
戸

l
抑
制
字

第
八
辛
同
治
中
興
と
洋
務
辺
動

第
九
掌
以
品
川
%
の
喪
失
、
そ
の

一

第
十
章
泣
境
の
喪
失
、
そ
の
二
|
l
消
例
戦
争

第
十
一

意

日
消
賊
争

第
十
二
章
利
梢
獲
得
競
争
と
戊
戊
妙
一
法

第
十
=
平
間
十
義
和
阿
事
件
と
日
以
戦
争

第
寸
阿
掌

新

し
い
中
闘
を
模
索
し
て
|
|
辛
亥
革
命
、
第

一
次
大
戦
、

五

四
運
動

以
上
で
も
分
る
よ
う
に
、
本
訟
は
そ
の
問
題
が
示
す
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ス

ヨ・

ダ
・
ガ
マ
の
イ
ン
ド
航
路
設
見
(
十
五
世
紀
末
)
か
ら
五
四
運
動

(
二
十
世
紀

は
じ
め
)
ま
で
、
四
百
年
以
上
に
わ
た
る
時
代
を
針
象
と
し
、
ま
た
内
容
も
外

交
史
を
中
心
に
叫
飢
え
な
が
ら
、
政
治
史
、
消
朝
関
家
論
(
第
二
章
)
に
ま
で
及

ん
で
い
る
。
し
た
が
っ

て
筆
者
の
微
力
と
紙
数
の
制
限
か
ら
、
こ
こ

で
は
本
書

の
内
容
を
い
ち
い
ち
紹
介

・
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
ず
全
般
的
な
説

後
感
を
述
べ
、

次
に
坂
野
氏
が
最
も
力
を
注
が
れ
、
ま
た
筆
者
の
笛
面
の
研
究

劉
象
で
も
あ
る
十
九
世
紀
中
業
の
外
交
史
を
中
心
に
若
干
の
私
見
を
述
べ
さ
せ

て
戴
く
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
本
選
の
題
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
政
治
外
交
史
」
と
い
う

概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
諮
の
題
を
「
外
交

史
」
と
し
な
い
で
、

「
政
治
外
交
史
」
と
し
た
所
以
は
、
第
二
章

「
荷
代
中
園

の
政
治
時
ほ
」
の
存
犯
に
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
コ
こ

の
章
で
は
、
清
伺
の
政

治
機
帥
仰
を
中
央

・
地
方
に
分
け
て
説
明
し
(
約
二

・
三
飢
)
、

掛川
納
の
軍
事
的
基

盤

(第
四
節
)、
財
政
的
基
盤
へ
第
五
節
)
を
述
べ
、

外
交
上
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
欽
差
大
は
に
ふ
れ
(
第
六
節
)
、
泊
朝
間
交
畑
山
制
を
支
え
る
官
僚

仰はい州
に
枕
き
及
ん
で
い
る
(
第
七
節
)
。
坂
野
氏
、か
こ
こ
で
技
わ
れ
て
い
る
消

朝
政
治
機
構
の
諸
説
明
は、

政
治
史
・
外
交
史
に
限
ら
ず
、
消
代
史
を
専
攻
す

る
者
が
恨
木
史
料
を
的
む
際
に
必
ず
.
史
』ぶ
さ
れ
る
法
防
的
知
識
と
も
い
う
べ
き

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
問
川
胞
を
整
理
・
迫
究
す
る
こ
と
自
慢
は
確
か
に
有
意

義
と
思
わ
れ
る
が
、
作
に
こ
の
章
の
存
在
を
以
て
「
政
，

m外
交
史
」
と
名
づ
け

た
と
い
う
説
明
に
筆
者
は
必
ず
し
も
納
川
げ
で
き
な
い
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
卒
い

に
も
、
近
刊
の
「
近
代
中
問
研
究
入
門
」
(
坂
野
正
高
・
田
中
正
俊
・
術
膝
洛

」古
川
、
引
以
大
市
川
川
什
、

一
九
七
四
年
四
月
刊
)
の
第
削
指

「政
治
外
交
史

l

i
清
末
の
根
本
資
料
を
中
心
と
し
て
」
に
お
い
て
、
坂
野
氏
は
「
政
治
外
交

史
」
な
る
航
念
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
概

念
は、

内
政
と
外
政
と
の
相
立
闘
辿
を
重
視
し
て
の
謂
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
な
ら
ば
、
本
書
を
尽
に
「
政
治
外
交
史
」
た
ら
し
め
る
た
め

に
は
、

第
二
章

の
よ
う
に
消
刺
側
家
間
制
そ
の
も
の
を
追
究
す
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、

か
か
る
税
制
が
清
朝
の
釘
外
附
係
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
、
ま
た
そ
れ
が
ウ
エ

ス
タ
ン

・
イ

ン
パ
ク
ト
に
よ
っ
て
如
何
心
技
質
さ
せ
ら
れ
て
い

っ
た
か
を
問
題

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
木
書
の
副
題
で
あ
る
「
ウ
ァ
ス
コ
・
ダ

・ガ

マ
か
ら
五
四
運
動
ま
で

」

に
つ
い
て
、
坂
野
氏
は
こ
の
中
の
「
ヴ
ァ
ス
コ
・
ダ
・
ガ
マ
か
ら
」
の
部
分
に

釘
す
る
フ
ェ
ア
-
ハ
ン
ク
数
授

(
ハ
l
ヴ
ァ
l
ド
大
路
T

)

の
疑
問
に
答
え
な
が

ら
、
ガ
マ
に
象
徴
さ
れ
る
「
イ
ン
ド
航
路
の
義
見
」
が
も
っ
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
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の
劃
期
性
を
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
も
全
く
同
感
で
あ
る
。
既
に
矢
野
仁

一
博
士
の
研
究
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
近
代
中
閣
の
外
交
史
を
考
え
る
際

に
は
ど
う
し
て
も
遡
っ
て
明
代
に
始
ま
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
等
と
の
閥

係
史
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
坂
野
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

近
代
の
貿
易
史
乃
至
外
交
史
を
近
代
以
前
の
所
謂
「
東
西
交
渉
史
」
か
ら
連
総

的
に
理
解
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
遅
れ
て
ア
ジ
ア
に
進
出

し
た
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
等
の
進
出
の
仕
方
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
時

代
が
如
何
に
規
定
し
た
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
カ
マ
に
始
ま
る
西
力
東
漸
の
質
の
問

題
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
西
欧
は
こ
の
間
紹
針
主
義
時
代
の
重
商
主
義
段

階
か
ら
資
本
主
義
段
階
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ

て
(
勿
論
こ
の
間
に
お
け
る
中
園
枇
曾
の
勢
質
を
も
考
慮
す
べ
き
だ
が
)
、
中

闘
の
封
外
闘
係
は
基
本
的
な
質
的
側
換
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
連

し
て
、
資
本
主
義
段
階
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
産
業
資
本
主
義
段
階
と
『
市
川
問
主

義
段
階
と
で
は
、
砕
同
然
中
闘
を
綴
る
問
m
h
閥
係
に
重
要
な
差
逃
が
あ
る
こ
と
を

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
か
か
る
認
識
は
近
代
中
関
外
交
史
を
研
究
す
る
際
の

大
前
提
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
本
書
が
「
ガ
マ
」
か
ら
説
き
起
こ
し

た
こ
と
は
卓
見
と
い
う
べ
き
だ
が
、
以
上
述
べ
た
黙
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
成

功
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
木
書
の
よ
う
な
概
説
書

で
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
。

以
上
若
干
の
讃
後
感
を
述
べ
た
、
か
、
次
に
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
い
さ
さ
か

論
評
を
加
え
て
み
た
い
。
最
初
に
お
断
り
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
第
五
章
か
ら

第
八
章
ま
で
、
時
代
的
に
い
う
な
ら
ば
、
道
一
光
・
威
盟
・
同
治
の
三
朝
に
あ
た

る
部
分
を
論
評
の
劉
象
と
す
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
時
期
は
極
東
に
と
っ
て
一
大
渡
革
期
で
あ
っ
た
。
中

園
・
日
本
・
朝
鮮
は
一
様

ι西
欧
列
強
資
本
主
義
に
よ
る
侵
略
の
脅
威
に
さ
ら

さ
れ
た
が
、
列
強
は
各
闘
を
同
程
度
に
重
税
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、

各
閣
に
射
す
る
外
歴
は
微
妙
に
泣
い
、
ま
た
枇
曾
の
務
長
段
階
に
規
定
さ
れ

て
、
各
閣
の
外
墜
に
制
到
す
る
反
熔
も
相
違
す
る
面
、
か
あ
っ
た
。
結
局
、
極
東
諸

園
は
こ
の
時
期
を
分
岐
黙
と
し
て
、
各
々
別
個
の
近
代
史
を
歩
み
出
し
た
の
で

あ
る
。
就
中
、
中
閣
の
場
合
に
は
、
ア
ヘ
ン
融
制
争
を
以
て
近
代
の
開
始
と
す
る

説
が
有
力
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
ア
ヘ
ン
戦
争
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は

中
園
近
代
史
研
究
の
出
夜
勤
で
あ
る
ο

ア
ヘ
ン
戟
苧
は
、
前
史
と
も
い
う
べ
き

そ
れ
以
前
の
中
英
通
商
闘
係
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
が
、
そ
こ
で
の
問
題

の
焦
貼
は
ア
ヘ
ン
で
あ
る
。
既
に
多
く
の
先
山
学
が
明
ら
か
じ
さ
れ
た
よ
う
に
、

英
関
東
印
度
曾
枇
が
イ
ン
ド
産
の
ア
ヘ
ン
を
中
闘
に
持
ち
込
む
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
は
、
ム
ロ
法
貿
易
で
は
黒
字
の
中
幽
か
ら
多
立
の
鋲
が
流
出
し
、
そ
の
結
果
中

関
終
抑
制
は
未
曾
有
の
混
飢
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ヘ
ン
戦
争
直
前

ι封
印
以

が
主
張
し
た
ア
ヘ
ン
般
禁
政
策
も
、
闘
民
術
生
上
減
い
は
辺
義
上
の
理
由
も
あ

っ
た
が
、
む
し
ろ
銀
流
出
を
防
ぐ
と
い
う
れ
済
上
の
見
地
か
ら
提
訴
さ
れ
て
い

る
。
他
方
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
の
ア
ヘ
ン
は
、
綿
製
品
批
判
出
の
不
振
に
苦
悶
す

る
針
中
園
貿
易
の
帳
尻
決
済
に
使
わ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
英
国
イ
ン
ド
政
府
齢
の

重
要
財
源
で
も
あ
り
、
イ
ン
ド
の
イ
ギ
リ
ス
工
業
製
品
需
要
の
か
な
り
の
部
分

が
イ
ン
ド
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
の
生
産
に
依
存
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ

た
。
要
す
る
に
、
ア
ヘ
ン
は
笛
該
段
階
に
け
お
る
イ
ギ
リ
ス
の
世
界
市
場
構
造

の
中
で
、
必
要
不
可
品
川
な
製
品
と
し
て
生
産
・
日
山
さ
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中

英
聞
の
最
初
の
大
規
模
な
武
力
衝
突
で
あ
る
ア
ヘ
ン
戦
争
が
林
川
徐

ιよ
る
ア

ヘ
ン
の
況
は
枚
・
焼
却
を
契
機
に
開
始
さ
れ
た
の
も
決
し
て
故
な
し
と
し
な
い
の

で
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
ア
ヘ
ン
こ
そ
は
往
訪
日
日
陪
に
お
け
る
中
主
人
闘
係
の
最
大

の
矛
盾
で
あ
っ
た
。
坂
野
氏
は
勿
論
こ
れ
ら
の
貼
を
看
過
し
て
は
い
な
い
。
た
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だ
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
の
ア
ヘ
ン
の
重
要
性
を
述
べ
た
部
分
(
第
四
章
、
頁

一
一
九
)
が
ア
ヘ
ン
悦
判
明
中
の
絞
述
筒
所
と
多
少
陥
れ
た
た
め
、
や
や
も
す
る
と

そ
の
貼
の
班
仰
が
収
昧
に
な
り
、
か
え

っ
て
戦
争
勃
後
前
の
「
禦
」
と
か
「
桁

子
宇
い
」
の
問
題
に
象
徴
さ
ハ
る
小
川
川
の
此
列
似
の
相
一
は
か
ら
起
る
針
立
が

ア
ヘ
ン
械
や
の

政
大
一以
凶
で
あ
ろ
か
の
ご
と
く
訓
ま
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ

る
。
な
凡
で
は
、
ア
ヘ
ン
の
問
題
は
第
五
章
第
三
節
「
ア
ヘ
ン
問
題
」
で

一
括

し
て
取
扱
わ
れ
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
山
わ
れ
る
」

次
に
、
ア
ヘ
ン
戦
争
を
契
機
に
中
間
の
引
外
附
係
が
「
明
抗
的
制
」
か
ら

「
係
約
問
制
」
乃
五
一
近
代
的
同
日
開
係
L

へ
と
吟
行
し
た
と
す
る
坂
野
氏
の

理
解
に
つ
い
て
で
あ
る
。
か
か
る
見
解
は
既
に
氏
の
総
迎
術
門
に
附
す
る
研
究

の
う
ち
に
も
矧
う
こ
と
が
で
主
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
法
名
な
中
川
氾
代
山
九
五
フ

ェ
ア
パ
ン
ク
氏
の
川

M
J」
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
「
係
約
値

制
」
と
い
う
場
合
、
仰
向
ハ
不
平
等
科
約
)
の
門
谷
川
市
.
裂
で
あ
る
よ
う
に
、

「
近
代
的
川
山
附
係
」
と
い

う
叫
ん
刊
に
お
い
て
も
、
そ
の
歴
史
的
内
容
が
問
組

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
閥
辿
し
て
、
か
か
る
州
係
の
中
に
中
闘
が
仰
何
な
る
も

の
と
し
て
刺
入
さ
せ
ら
れ
た
か
が
と
り
わ
け
前
夜
と
な
る
。
坂
野
氏
の
所
謂

「
近
代
的
同
際
州
係
」
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
先
頭
と
す
る
商
欧
列
強
資
本
主
義

を
中
心
と
し
、
そ
の
川
川
町
叫
に

m
M同
乃
至
植
民
地
を
配
置
す
る
世
界
資
本
主

義
の
民
一
附
的
市
川
州
出
に
削
削
除
す
る
悶
際
闘
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
中

関
は
か
か
る
構
造
の
な
か
に
、
政
治
的
に
は
「
不
卒
等
縦
約
刷
」
と
し
て
、
ま

た
縦
捕
倒
的
に
は
列
強
資
本
主
必
の
「
従
間
則
的
市
場
L

と
し
て
、
つ
ま
り
「
学
植

民
地
」
と
し
て
編
入
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
近
代
中
悶
外
交
史

は
、
近
代
中
間
史
の
重
要
な
側
前
で
あ
る
「
字
縮
民
地
」
化
過
程
と
切
雌
し
て

考
え
ら
れ
る
べ
き
で
な
く
、
枠
同
然
の
こ
と
な
が
ら
針
外
側
係
の
政
治
面
を
観
る

だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
そ
の
終
消
蘭
を
も
合
わ
せ
て
問
題
と
す
る
必
要
が

あ
る
。
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
わ
が
閥
の
中
岡
外
交
史
研
究
が
歴
史
的
事
貨
の

鴨
川
設
に
お
い
て
ほ
れ
た
成
果
を
あ
げ
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
性
作
河
川
中
~
叫
花
か

ら
川
町
起
さ
れ
た
諸
問
題
と
沼
脱
し
た
ま
ま
、
近
代
中
間
史
の
行
像
悦
成
に
必
ら

ず
し
も
積
航
的
-
」
は
参
興
で
き
な
か
っ
た
所
以
は
、
外
交
史
研
究
の
宿
命
的
悩

匁
と
も
い
う
べ
き
か
か
る
的
潤
刷
係
の
軽
楓
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

カ

こ
の
よ
う
な
槻
肢
か
ら
本
山
に
つ
い
て
気
付
い
た
こ
と
を
二
・
三
記
す
と
、

ま
ず
外
人
税
務
司
或
い
は
総
税
務
司
に
つ
い
て
川
町
氏
は
、
そ
れ
が
従
来
の
悪

習
で
あ
っ
た
官
吏
の
中
間
搾
取
を
取
除
い
た
貼
を
強
調
し
、
中
間
政
府
に
と
っ

て
有
利
な
機
附
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
(
只
二
三
三
、
二
七
四
て
そ

れ
は
こ
の
機
州
の
一
闘
の
純
明
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
大
事
な
こ
と
は
、
そ
れ
が

果
た
し
た
政
治
的
、
外
交
的
役
別
で
あ
る
。
就
中
終
税
務
司
が
州
料
理
街
門
と
の

親
衛
な
酬
係
を
利
用
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
利
一伸
一
代
加
者
的
役
割
を
果
た
し
た
事

貨
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
坂
野
氏
は
一
八
六

0
年
代
前
中
十
に
お
け
る
列
強
の

「
協
力
政
策
」
に
つ

い
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
滋
時
に
お
け
る
賀
川
跡

的
北
京
政
府
の
成
立
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ロ

l
戦
争
を

契
機
に
詮
場
す
る
「
和
卒
汲
」
と
、
そ
れ
を
機
構
化
し
た
外
務
機
構
「
総
理
街

門
」
と
の
釘
外
政
策
に
お
け
る
協
調
性
と
は
、
本
質
的
に
は
貿
俳
性
で
あ
っ

た
。
そ
れ
放
に
こ
そ
彼
ら
は
終
始
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
列
強
の
支
持
を

符
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
八
六
一
年
の
ク

ー
デ
タ
ー
に
よ
り

恭
親
王
ら
総
理
街
門
の
首
脳
部
が
北
京
政
府
の
中
桐
部
を
占
め
た
こ
と
は
、
ま

さ
し
く
質
排
的
政
府
の
成
立
を
意
味
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
列
強
の

「
協
力
政
策
」
は
、
中
関
政
府
内
部
に
お
け
る
買
緋
波
の
形
成
が
あ
っ
て
始
め

て
そ
の
遂
行
が
可
能
で
あ
り
、
首
面
の
回
貝
緋
源
、
そ
れ
こ
そ
が
線
理
街
門
で
あ
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っ
た
。
六

0
年
代
前
半
に
線
理
街
門
強
化
が
列
強
の
外
交
官
に
よ
っ
て
し
き
り

に
叫
ば
れ
た
の
も
蓋
し
首
仲
間
と
い
え
よ
う
。
さ
き
に
述
べ
た
総
税
務
司
と
と
も

に
、
総
理
術
門
に
針
す
る
坂
野
氏
の
理
解
に
も
筆
者
の
若
干
の
疑
問
を
提
示
し

た
次
第
で
あ
る
。

と
も
か
く
こ
の
よ
う
に
観
て
く
る
な
ら
ば
、
成
盟
末
か
ら
同
治
は
じ
め
に
か

け
て
を
、
近
代
中
閥
外
交
史
上
の
ひ
と
つ
の
訓
期
と
看
倣
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
わ
れ
る
が
、
他
方
、
世
間
該
段
階
に
お
い
て
針
中
関
政
策
を
リ
ー
ド
し
て
い

た
英
閥
側
に
も
重
要
な
愛
化
が
あ
っ

た
こ
と
を
坂
野
氏
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
中
岡
市
場
は
無
限
と
い
う

「
神
話
」

が
ミ
ッ
チ

ェ
ル
報
告
書
に
よ

っ
て
打
破
ら
れ
、
以
後
「
い
わ
ば
ミ
ッ
チ
ェ
ル
報
告
的
思
考
と
い
う
べ
き
も
の

が
、
十
九
世
紀
後
半
の
英
闘
外
務
省
の
射
撃
政
策
を
規
定
し
た
」
(
頁
二
五
六
)

の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
閥
市
場
に
釣
す
る
か
か
る
イ
メ
ー
ジ
勝
換
は
、
従
来
の

砲
鑑
政
策
を
必
然
的
に
放
棄
さ
せ
、
新
た
に
北
京
に
駐
劉
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
外
交
使
節
の
外
交
的
尽
力
を
有
放
的
に
駆
使
す
る
迂
問
的
な
政
策
へ
と
愛

わ
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
ベ
ル
コ
ゲ
イ

ツ
ツ
氏
の
研
究

(
2
0
5

【

U
F
E
ω
Z
E
L
ω
自《
ご
宮
司
。
『
命
日
ロ

O
R
B
-
z
o
d〈

J

ヘ2
r・
忌
品
∞
J

を
参
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酌
さ
れ
た
こ
と
と
推
察
す
る
が
、
祉
曾
経
済
史
研
究
に
お
い
て
非
常
に
問
題
と

さ
れ
て
い
る
ミ
ッ
チ
?
ル
報
告
を
坂
野
氏
が
近
代
中
閣
外
交
史
上
に
位
置
づ
け

ら
れ
た
こ
と
は
、
大
き
な
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
十
九
世
紀
中
葉
に
闘
す
る
部
分
に
つ
い
て
拙
い
論
評
を
加
え
た
が
、

木
宮
中
の
こ
の
部
分
は
坂
野
氏
が
最
も
得
意
と
さ
れ
て
い
る
時
期
で
も
あ
り
、

そ
の
内
容
は
紙
読
書
の
域
を
出
て
詳
し
く
、
か
つ
多
く
の
示
唆
に
富
ん
で
い

る
。
ま
た
本
書
は
概
読
書
と
は
開
閉
す
る
も
の
の
、

全
篇
に
わ
た
っ
て
詳
細
な
注

が
記
さ
れ
て
お
ワ
、
そ
れ
が
本
書
の
内
容
を
級
密
に
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
欧

米
の
諮
研
究
に
針
す
る
著
者
の
消
化
力
に
は
あ
ら
た
め
て
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。

ま
た
翁
末
に
つ
け
ら
れ
た
文
献
解
題
も
非
常
に
詳
し
く
、
筆
者
の
よ
う
な
外
交

史
専
攻
の
後
撃
に
限
ら
ず
、
貨
く
近
代
中
園
史
を
専
攻
す
る
者
に
盆
す
る
と
こ

ろ
甚
だ
大
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
本
書
の
全
篇
を
紹
介
で
き
ず
、
就
中
著
者
が
最
も
力
を
注
が
れ
た

第
二
章
に
闘
し
て
充
分
な
論
評
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
自
己
の
浅
摩
非
才

を
も
願
み
ず
紹
介
の
任
に
あ
た
っ
た
筆
者
の
不
徳
の
致
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
著

者
並
び
に
説
者
諸
氏
に
深
く
お
詑
び
す
る
次
第
で
あ
る
。
(
井
上
裕
正
)
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