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以
上
、
誤
解
、
市
出
門
学
に
よ
り
、
著
者
の
国
民
意
を
十
分
理
解
し
き
れ
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
倶
れ
て
い
る
。
そ
の
貼
御
海
容
を
願
う
と
と
も
に
、

御
叱
正

を
乙
う
次
第
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
戦
後
初
め
て
の
、
本
格
的
な
公
羊
仰
の
思
怨

史
的
研
究
で
ゐ
り
、
そ
の
意
味
で
著
者
の
苦
品
目
を
思
う
と
と
も
に
、

後
進
の

一

人
と
し
て
そ
の
公
刊
を
心
か
ら
喜
ぶ
も
の
で
あ
る
。

ζ

の
金
字
塔
と
も
言
う
べ

き
卓
れ
に
者
作
を
足
場
に
、
八
ム
羊
仰
の
研
究
が
、
ひ
い
て
は
中
間
古
代
田
心
細
心
の

解
明
が
一
層
前
進
す
る
ζ

と
を
、
著
者
と
と
も
に
願

っ
て
や
ま
な
い
。
た
だ
最

後
に
一
言
だ
け
言
わ
せ
て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
中
閤
哲
事

・
思
想
の

研
究
者
の
著
作
・

論
文
に
通
有
の
こ
と
だ
が
、

注
は
主
と
し
て
史
料
閣
で
の
補

充
に
あ
て
ら
れ
、
従
来
の
研
究
史
に
つ
い
て
の
言
及
が
徐
り
に
少
な
い
こ
と
で

あ
る
。
研
究
が
先
与
の
業
績
の
上
に
積
重
ね
ら
れ
進
歩
し
て
い
く
も
の
で
あ
る

以
上
、
自
ら
の
研
究
を
時
と
し
て
陥
り
や
す
い
濁
善
性
か
ら
救
い
、
ま
に
専
門

外
の
人
々
と
の
交
流
の
窓
口
を
開
く
た
め
に
も
、
そ
う
し
た
貼
の
配
慮
が
必
要

な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
と
思
う
が
、
自
ら
の
見

解
を
述
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
次
第
で
あ
る
。

(
後
藤

延
子
)

均

田
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古
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四
八
五
頁

本
書
は
、
第

一
篇

均
田
制
の
成
立
過
程
、
第
二
篇
均
田
制
の
展
開
、
第

三

街

中

図
古
代
の
身
分
制
と
土
地
所
有
制
の
三
篇
八
章
か
ら
成
る
。
要
す
る

に
、
漢
代
の
限
田
制

・
玉
田
制
か
ら
西
耳目
の
占
田
課
田
制
を
へ
て
、
均
田
制

の
成
立

・
樹
綴
へ
と
展
開
す
る
、

中
園

「
古
代
」
の
土
地
政
策
、
及
び
そ
れ
と

不
可
分
の
閥
係
に
あ
る
身
分
制
度

・
土
地
所
有
制
を
主
題
に
し
た
も
の
が
、
本

書
で
あ
る
。

六

0
年
代
前
半
に
あ
い
つ
き
公
刊
さ
れ
た
、
西
嶋
定
生

・
増
淵
龍
夫

・
木
村

正
雄
氏
等
の
論
若
が
、
五

0
年
代
の
古
代
史
研
究
の
そ
れ
ぞ
れ
の
鋪
結
を
意
味

す
る
と
す
れ
ば
、
本
書
は
、
六

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
初
頭
に
い
た
る
そ
の
後

の
研
究
の
総
括
を
成
す
も
の
と
言
え
る
。
出
甘
末
に
附
さ
れ
た
泡
大
な

「
参
考
文

献
目
録
」
や
そ
の
行
論
に
お
い
て
紹
介

・
批
判
さ
れ
て
い
る
先
行
諸
事
設
の
盟

富
き
が
、
そ
れ
を
最
も
よ
く
象
徴
し
て
い
る
。
乙
の
時
期
を
抜
か
っ
た
一専
若
と

し
て
も
、

本
書
が
現
在
望
み
う
る
最
高
の
水
準
を
行
く
も
の
の

一
つ
で
あ
る
乙

と
は
、
乙
の

一
鮎
か
ら
も
窺
い
得
る
。

本
書
の
成
果
は
、
ど
く
大
ま
か
に
言

っ
て
二
つ
あ
る
と
言
え
る
。
第

一
は、
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先
行
諸
謬
説

・
闘
連
諸
史
料
の
合
理
的

・
論
理
的
な
考
遊

・
批
判
門
に
基
づ
く
、

古
代
以
来
の
土
地
制
度
の
鐙
系
化
及
び
そ
の
整
序
。
第
二
は
、
乙
れ
ら
の
土
地

制
度
を
生
み
だ
し
た
枇
曾
を
も
考
察
の
針
象
と
し
、
土
地
政
策
を
媒
介
と
す
る

渓
か
ら
唐
に
い
た
る
ま
で
の
一
位
曾

・
図
家
の
髄
系
的
な
と
ら
え
方
を
提
示
し
て

い
る
結
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
本
書
の
論
登
は
多
岐
に
渉
っ
て
お
り
、

個
々

の

具
健
的
な
内
容
に
ま
で
た
ら
い
っ
て
そ
れ
を
紹
介
す
る
と
と
は
、
い
さ
さ
か
困

難
で
あ
る
。
私
は
、
第
二
の
駄
に
主
眼
を
置
き
、
私
な
り
の
讃
み
方
を
紹
介
し

て
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
。
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木
苫
の
序
章
と
も
み
な
し
得
る
「
は
し
が
き
」
に
よ
れ
ば
、

唐
宋
後
革
の
前

提
と
な
る
祉
曾
の
性
格
を
と
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
(
川
町
頁
)
が
、
本
書
の
主

題
|
均
田
制
を
研
究
封
象
と
さ
れ
た
若
者
の
問
題
関
心
で
あ
る
。
以
下
に
お
い

て
は
、
乙
の
著
者
の
問
題
閥
心
に
し
た
が
っ
て
、
唐
宋
後
革
の
前
提
を
成
す
枇

舎
の
性
格
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
と
い
う
槻
鮎
か
ら
ま
ず
本
書
を
概
観
し
て
み

よ・フ
。

本
書
に
よ
れ
ば
、

漢
代
の
限
田
制
か
ら
北
貌
に
始
ま
る
均
田
制
に
い
た
る
ま

で
の
各
時
代
の
土
地
制
度
は
、

井
田
制
を
そ
の
理
念
と
し
て
い
た
。
乙
の
井
田

制
理
念
の
基
礎
は
、
春
秋
戟
園
の
袋
革
期
に
お
け
る
氏
族
共
同
穏
の
解
鐙
に
と

も
な
っ
て
析
出
さ
れ
て
き
た
、

家
族
数
五
J
九
人

・
田
土
百
畝

・
五
畝
の
宅
地

所
有
と
言

っ
た
自
立
小
農
民
層
の
存
在
で
あ
っ

た
(
一
六
頁)。

乙
れ
ら
自
立

小
銭
民
は、

濁
立
と
同
時
に
債
務
閥
係
等
の
契
機
を
通
じ
て
分
解
し
、

秦
漢
以

来
、
土
地
所
有
の
不
均
衡
を
生
じ
て
い
た

(一

七
頁
)。
乙
の
土
地
所
有
の
不

均
衡
は
、
地
方
豪
族
の
箆
頭
考
コ
な
が
し、

更
に
乙
の
豪
族
の
護
展
は
漢
帝
閣

を
解
飽
し
、
南
北
刻
の
分
裂
時
代
を
現
出
す
る
(
一
八
頁
〉
。

か
く
し
て
、

豪

族
居
の
土
地
所
有
を
制
限
し
、
不
均
衡
を
含
み
つ
つ
も
な
お
瞭
汎
に
存
在
し
た

自
立
小
農
民
層
の
生
産
を
保
護
し
、
そ
の

生
活
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
の

が
、
均
田
制
に
い
た
る
各
時
代
の
土
地
政
策
に
共
通
し
た
目
的
で
あ
っ

た
。
乙

の
よ
う
に
、

そ
れ
ら
が
専
制
図
家
の
人
民
支
配
を
支
え
る
制
度
と
し
て
考
え
出

さ
れ
た
黙
は
共
通
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
段
階

に削割
腹
し
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(
九
六
頁
)
。
か
く
て、
各
時
代
の
具
随

的
な
政
策
は
、
各
時
代
の
枇
曾
の
あ
り
方
に
よ
っ

て
様
々
な
袋
容
を
う
け
る。

そ
の
主
要
な
契
機
と
し
て
、

豪
族
居
と
自
立
小
農
民
層
と
の
精
進
的
関
連
、
つ

ま
り
地
方
秩
序
!共
同
慢
が
、

本
書
で
は
措
定
さ
れ
る
。

漢
代
に
お
け
る
地
方
秩
序
|
宗
族

・
郷
黛
の
世
界
は
、
そ
の
内
部
に
階
層
分

化
を
含
み
な
が
ら
も
、
な
お
自
律
的
な
共
同
健
的
性
絡
を
保
持
し
て
お
り
(
一
二

九
頁)、

そ
乙
に
は
小
作
農
民
が
存
在
し
て
は
い
て
も
、

園
家
は
な
お
彼
ら
を

搭
税
者
と
し
て
把
医
し
て
お
り
、
個
別
人
身
的
支
配
は
、

ζ

の
共
同
健
秩
序
を

媒
介
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
漢
代
に
お
け
る
土
地
政
策
は
、
基
本

的
に
は
小
農
民
の
波
落
か
ら
生
じ
る
奴
稗
所
有
と
限
度
を
こ
え
る
国
土
所
有
と

の
制
限
が
針
象
と
な
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
漢
帝
図
廊
崎岨
後
か
ら
東
話
回に
い
た
る

と、

農
民
厨
の
分
解
の
進
行
に
と
も
な
い
、

奴
隷
制
や
封
建
制
の
設
展
が
み
ら

れ
る
(
九

一
一良)。

乙
の
趨
勢
に
針
態
し
て
出
て
く
る
の
が
、

西
耳
目
期
の
占
凹

・

課
田
制
及
び
給
客
制
で
あ
る
。
占
田
制
は
、

農
民
の
所
有
地
に

一
定
の
限
度
を

附
し
て
、
乙
れ
を
自
作
の
小
農
民
と
し
て
園
家
が
掌
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、

課
田
制
は
そ
の
掌
握
し
た
所
有
地
の
上
に
乙
れ
を
施
行
し
て
、
農
耕
を

管
馳
し
、
田
租
牧
入
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

(
六
六
頁
〉。

そ
し

て
貌
育
期
の
給
客
制
は
、
主
客
閥
係
の
設
展
に
一

円
疋
の
譲
歩
を
示
し
て
、
一
定

数
の
客
に
限
っ

て
課
役
を
菟
ず
る
反
面
、

そ
れ
以
上
の
放
の

客
が
あ
る
場
合

は
、
乙
れ
を
園
家
の
直
接
支
配
下
に
お
き
、

謀
役
を
納
附
さ
せ
る
乙
と
を
目
的
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と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
(
八
五
頁
〉
。
か
く
し
て
、
自
立
小
農
民
層
と
豪
族

・

官
人
と
に
釘
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
政
策
を
通
じ
て、

図
家
は
そ
の
人
民
と
土

地
に
到
す
る
直
般
的
支
配
の
健
制
、
す
な
わ
ち
個
別
人
身
的
支
配
健
制
を
再
建

し
維
持
し
て
ゆ
く
。

と
乙
ろ
で
、
淡
代
以
来
の
山内
統
的
な
家
族
枇
曾
に
お
い
て
は
、
一
方
で
小
農

民
と
の
聞
に
結
ぼ
れ
た
債
務
闘
係
を
基
礎
に
債
務
奴
削
減
が
間
断
な
く
再
生
産
さ

れ
た
が
、
他
方
そ
の
周
迭
に
存
在
し
た
小
作
農
も
小
経
営
を
基
礎
に
成
立
し
て

い
る
た
め
、
甘
味
族
は
債
権
破
棄

・
振
郎
を
通
じ
て
郷
村
秩
序
の
紙
持
に
射
し
さ

ま
ぎ
ま
な
配
山
砲
を
行
な
い
、
小
法
民
の
再
生
産
に
封
し
一
定
の
役
割
を
括
っ

て

い
た
(
一
三
六
頁
)
。

か
く
し
て
、
乙
の
よ
う
な
仰
統
的
豪
族
館
制
を
う
け
つ

ぐ
北
裂
の
宗
主
制
の
形
態
に
お
い
て
も、

宗
族
・
伽
帥
ι

終
の
救
済
が
義
務
と
さ
れ

て、

農
民
の
自
立
性
を
保
障
す
る
働
き
を
し
て
お
り
、
首
時
の
個
別
人
身
支
配

も
乙
の
よ
う
な
淡
代
以
来
の
地
方
秩
序
|
共
同
惚
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た

の
で
ゐ
る
(
一
一
一
一
七

T8
。

し
か
し
、
永
嘉
の
飢
以
後
、
仰
統
的
豪
族
組
制
は

動
格
と
内
部
針
立
を
は
ら
む
よ
う
に
な
り
、

「
宗
主
官
能
」
の
欣
態
が
一
方
で
出

現
す
る
。
す
な
わ
ち
宗
主
に
る
豪
族
は、

集
ま
っ

て
く
る
小
炭
民
を
保
山政
・
従

属
せ
し
め
、

図
家
に
射
す
る
税
役
忌
避
を
行
な
う
よ
う
に
な
り
、

国
家
と
良
民

と
の
あ
い
だ
の
従
来
の
支
配
と
枚
取
の
闘
係
|
個
別
人
身
支
配
と
は
別
個
の
、

新
し
い
支
配
H
段
取
閥
係
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
(
一

一一一
六

・
七
頁)。

ζ

の
よ

う
な
新
し
い
支
配
H
枚
取
閥
係
の
出
現
に
針
し
、

三
長
制
を
基
礎
に
し
て
生
れ

て
き
た
の
が
均
田
制
で
あ
る
。

均
旧
制
は
、
土
地
の
巡
受
を
と
お
し
て
国
家
の
手
に
よ
る
小
股
民
の
創
設

・

紙
持
を
く
わ
だ
て
た
も
の
で
あ
り、

三
長
制
は
そ
れ
ら
小
農
民
を
園
家
が
直
接

組
織
し
て、

郷
村
秩
序
を
再
建
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
(
一
一
一
一
八
頁
〉。

か
く
し
て
、

均
田
制
の
も
と
で
は
地
主
H
H
佃
客
閥
係
は
、
制
度
上
否
定
き
れ
る

に
い
た
り

(
一
七
七
頁
)
、
大
土
地
所
有
の
直
接
的
生
産
者
と
し
て
公
認
さ
れ

た
の
は
奴
卿
だ
け
と
な
る

(
一
七
八
頁
)
。

つ
ま
り
、
均
田
制
は
有
力
者
の
も

と
に
殺
廊
し
て
い
た
客
を
も、

一
般
の
段
民
と
同
じ
く
均
旧
民
民
と
し
て
抱
怪

し
よ
う
と
し
た
し
、

呂
田
制
で
ふ
れ
な
か
っ
た
奴
仰
に
つ
い
て
も
、

奴
抑
の
受
回

を
通
じ
て
大
土
地
所
有
を
認
め
る
と
と
も
に
、
乙
れ
を
図
家
の
統
制
下
に
お
乙

う
と
し
た
。
し
た
が

っ
て
、

均
田
制
は
育
制
に
く
ら
べ
て
、

個
別
人
身
支
配
を

一
層
徹
底
し
て
い
る
と
い
え
る

(
九
三
一民)。

と
り
わ
け
、
制
度
上、

良
民
の

人
身
支
配
が
強
化
さ
れ
た
後
期
均
田
制
に
お
い
て
は
、

一
方
で
官
人
永
業
団
の

設
置
を
と
お
し
て
身
分
秩
序
に
感
じ
た
土
地
所
有
機
系
が
う
ち
に
て
ら
れ

(
二

二
二
頁
)
、
ま
た
園
家
が
醤
来
の
共
同
開
の
自
律
的
な
救
済
機
能
を
代
行
し
、

園
家
的
政
策
と
し
て
良
民
全
般
の
生
産
と
生
活
を
保
障
す
る
よ
う
に
な
る
(
二

O
五
頁
)
。
乙
乙
に
お
い
て、

園
家
と
小
農
民
と
の
間
に
介
在
し
た
共
同
値
は

園
家
に
鐙
現
さ
れ
る
に
い
た
り
、

園
家
が
直
接
に
自
立
小
山
K
民
層
を
支
配
す
る

乙
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、

個
別
人
身
支
配
位
制
は
、

乙
の
後
期
均
田
制
に
お

い
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ζ

の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
、

言
わ
ば
閲
家
的
共
同
値
と
し
て

の
均
田
制
は
、
そ
の
内
部
に
存
在
す
る
諸
矛
盾
に
よ
っ

て
閥
壊
す
る
。
す
な
わ

ち
、
第
一
花
、
丁
男
の
強
力
な
園
家
的
把
握
に
と
も
な
う
均
田
制
の
共
同
徳
的

機
能
の
低
下
と
、
人
身
収
奪
の
側
面
の
み
の
強
化
に
よ
る
小
農
民
の
波
落

・

逃
避
(
二

O
七
頁
)
、
第
二
に
、
上
層
農
民
の
勲
官
・
色
役

・
雑
役
を
テ
コ

と

す
る
諜
役
忌
避
に
と
も
な
う
農
民
の
階
層
分
化
の
進
行
(
一二
ハ四
頁
)
、
第
三

に
、
官
田
に
お
け
る
佃
人
制
の
術
役
釣
倒
的
性
的
怖
の
強
化
に
と
も
な
う
農
民
の

波
落
(
一
一
二
六
頁
)
、
第
四
に
、
官
入
、
氷
業
団
を
基
礎
と
す
る
荘
園
の
夜
間
服
(
二

二
六
頁
)
や
、

山
林
薮
相
陣
地
の
侵
奪
K
と
も
な
う
私
的
大
土
地
所
有
の
鎖
大

(
四
三
五
頁
)
等
々
の
諸
原
因
が
そ
れ
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
に
均
田
制
の
尉
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壌
は
、
そ
の
基
礎
を
な
し
て
い
た
自
立
小
農
民
層
の
由
民
落
|

|
分
解
を
基
底
と

し
て
も
た
ら
さ
れ
、
更
に
乙
の
分
解
は
、
私
的
大
土
地
所
有
の
内
部
に
新
し
い

地
主
U
佃
戸
制
を
設
展
さ
せ
た
ば
か
り
で
な
く
、
園
家
の
共
同
想
的
役
割
の
減

少
に
と
も
な
っ
て
、
地
主
層
の
支
配
す
る
新
し
い
村
落
|
同
族
村
落
を
形
成
し

て
ゆ
く
の
で
あ
る
(
四
三
六
頁
)
。

か
く
し
て
、
沼
氏
に
よ
れ
ば
、
唐
宋
鑓
革
の
製
革
た
る
所
以
は
、
園
家
的
共

同
健
と
し
て
の
均
田
制
の
尉
嬢
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
地
主
佃
戸
制
及
び
新
に

な
共
同
鰻
|
地
方
秩
序
と
し
て
の
同
族
村
落
の
出
現
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
な

る
枇
曾
と
は
、

後
期
均
田
制
に
お
い
て
完
成
さ
れ
る
よ
う
な
、
由
同
汎
な
自
立
小

農
民
層
を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
、
園
家
的
共
同
鐙
と
し
て
の
個
別
人
身
的
支

配
健
制
で
あ
る
、
と
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
概
観
を
通
じ
て
み
れ
ば
、
木
書
の
基
本
的
な
枠
組
は
「
個
別
人
身
的

支
配
値
制
」

で
あ
り
、
土
地
制
度
を
媒
介
と
す
る
そ
の
具
健
的
な
形
成

・
崩
壊

過
程
が
叙
述
の
中
心
を
成
し
て
い
る
乙
と
が
分
か
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
乙

の
「
個
別
人
身
的
支
配
細
胞
制
」
に
つ

い
て
考
え
て
み
る。

木
町
訟
に
お
い
て
は
、
個
別
人
身
支
配
と
は
、
秦
漢
か
ら
惰
唐
に
い
た
る
中
園

「
古
代
」
の
基
本
的
な
支
配
鰻
制
で
あ
り
、

皇
帝
に
よ
る
個
々
の
農
民
と
そ
の

土
地
に
た
い
す
る

一
元
的
な
直
接
的
支
配
の
健
制
と
し
て

規
定
さ
れ
て
い
る

(九
二
、
三
六
四
頁
)
。

そ
の
場
合
著
者
は
、
専
制
園
家
の
直
接
支
配
を
う
け
る

自
立
的
な
小
農
民
経
営
を
ζ

そ
笛
時
の
主
要
な
生
産
様
式
と
考
え
る

(一二
ハ

頁
)
。
本
書
の
各
所
で
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ζ

の
僅
制
の
基
礎
と
な
る

農
民
は
瞭
汎
な
自
立
小
農
民
層
で
あ
り、

ζ

の
小
農
民
層
の
自
立
性
の
主
張
は

本
書
を
貫
く
特
徴
で
も
あ
る
。
と
も
あ
れ
、

首
時
の
支
配
的
な
生
産
様
式
た
る

自
立
小
農
民
屠
と
専
制
図
家
と
の
直
接
的
支
配
関
係
が、

本
書
の
基
本
的
枠
組

|

「
個
別
人
身
的
支
配
鐙
制
」
に
他
な
ら
な
い。

こ
の
よ
う
に
、

本
書
を
構
成
す
る
基
礎
概
念
は
、
一
専
制
図
家
の
個
別
人
身
支

配
と
自
立
小
農
民
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
蓄
を
構
成
す
る
主
要
概
念
は
と
れ
だ

け
で
は
な
い
。
堀
氏
は
、
増
淵
龍
夫
氏
ゃ
、
最
近
の
川
勝
義
雄

・
谷
川
道
雄
雨

氏
の
共
同
鐙
論
を
批
判
的
に
総
承
し、

個
別
人
身
支
配
の
具
般
的
な
あ
り
方
を

規
定
す
る
も
の
と
し
て
、
父
老
・

豪
族
等
が
形
成
す
る
地
方
秩
序
|
共
問
題
概

念
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
共
同
値
を
規
定
す
る
も
の
と

し
て
生
産
関
係
、
と
り
わ
け
豪
族
・

宗
主
に
よ
る
「
封
建
的
」
生
産
関
係
を
も

措
定
さ
れ
る
。
あ
え
て
箪
純
化
す
れ
ば
、

乙
の
四
つ
の
基
礎
概
念
に
よ
っ
て
本

書
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
秦
漢
以

来
、
自
立
小
農
民
に
到
し
た
の
は
、
専
制
図
家
の
個
別
人
身
支
配
と
豪
族
等
に

よ
り
形
成
さ
れ
る
地
方
共
同
慢
で
あ
り
、

農
民
層
分
解
を
基
礎
と
す
る
後
者
の

た
え
ざ
る
「
封
建
化
」
|
新
し
い
生
産
関
係
の
創
出
を
排
除
し
つ
つ
、
彼
ら
が

在
地
で
纏

っ
て
い
た
共
同
穏
機
能
を
園
家
的
に
掌
握
し、

共
同
飽
を
介
す
る
ζ

と
な
く
直
接
に
自
立
小
農
民
を
支
配
し
て
成
立
し
た
の
が
、

陥
唐
期
の
後
期
均

田
制
で
あ
っ
た
、
と。

ま
に
、

見
方
を
愛
え
れ
ば
、

本
書
に
あ
っ
て
は
、
中
閣
に
お
け
る

「
封
建

的
」
生
産
閥
係
は
、
紹
え
ず
一

定
程
度
進
行
す
る
農
民
層
分
解
に
と
も
な
っ
て

漢
代
以
来
み
ら
れ
、
北
貌
に
い
た
っ
て
宗
主
制
督
殺
と
し
て
そ
の
傾
向
が
頂
貼

K
淫
し
た
時
、
均
田
制

・
三
長
制
の
施
行
に
よ

っ
て
、

制
度
上
は
解
消
き
れ
る

に
い
た
る
。
そ
し
て
、
均
田
制
内
部
に
お
い
て
匹
胎
し
た
新
た
な
聞
係
が
、
均

田
制
の
闘
機
と
相
互
規
定
的
に
進
展
し、

地
主
佃
戸
制
と
し
て
完
成
す
る
。

と

す
れ
ば
、

漢
代
の
限
田
制
以
下
、
均
田
制
に
い
た
る
園
家
の
土
地
政
策
は
、
一

面
で
は
、

ζ

の
よ
う
な
「
封
建
化
L

を
阻
止
す
る
た
め
の
反
動
的
性
格
を
も
っ

-185-
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も
の
と
し
て
泣
か
れ
て
い
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
と
も
あ
れ
本
占
で
は
、
地

方
に
お
け
る
組
え
さ
る

「
封
建
化
」

と
一枠
制
園
家
に
よ
る
個
別
人
身
支
配
と
の

針
立
と
し
て
、
政
唐
問
の
枇
耐
叫
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
で

は、

ζ

の

「
封
建
化
」
を
排
除
し
て
成
立
し
た
、

「
封
建
的
」
な
ら
ざ
る

「個

別
人
身
的
支
配
憾
制
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

個
別
人
身
交
配
と
は
、
先
述
の
如
く
専
制
図
家
と
小
川
尻
民
と
の
直
媛
的
な
支

配
制
係
争
指
す
概
念
で
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ζ

の
よ
う
な
支
配
側
係
に
つ

い
て
、

著
者
は
、

そ
の
枇
曾
経
済
史
的
本
質
規
定
を
恨
重
に
回
避
さ
れ
て
い

る
。
木
々
に
給
掌
を
倣
く
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
ど
が
木
質
規
定
を
す
る

た
め
の
フ
ァ
ク
タ
ー
は、

す
で
に
本
当
に
よ
っ
て
興
え
ら
れ
て
い
る
。
郷
氏
に

よ
れ
ば
、
自
な
小
山M
M
h
は
、
事
口
上
の
私
的
占
布
地
を
有
し
て
お
り

(
四

一
五

頁
)
、

一
方
図
家
は
、

そ
れ
を
規
制
す
る
岡
家
的
土
地
所
有
と
も
言
え
る
所
有

地
を
も
っ
て
い
た

(
四

一
七
頁)。

そ
れ
故
、
堀
氏
の
論
澄
を
一
歩
推
し
進
め

れ
ば
、
均
間
制
の
反
射
給
附
た
る
租
調
間
的
日
以
穏
系
は
、
明
ら
か
に
土
地
所
有

者
た
る
図
家
に
射
す
る

私
的
占
有
者
均
旧
民
民
の
地
代
と
し
て

現
象
し
て

い
る
、
と
言
え
よ
う
。
か
く
し
て
、

一
一
胞
の
臼
立
し
た
小
絡
凱
閣
を
営
み
、
事
質

上
の
私
的
占
有
を
行
な
う
案
決
以
来
の
小
民
民
は
、
ま
ど
う
か
に
な
く
図
家
の

決
奴
と
し
て
把
旧
附
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
期
氏
の
理
解
に
よ
れ

ば
、
山
民
奴
と
は
一
腹
自
家
の
迩
告
を
も
ら
、

主
家
に
地
代
を
支
抑
う

(三
九
八

頁
)
も
の
で
あ
る
。
乙
の
主
家
と
は、

土
地
所
有
者
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
故
、
漢
唐
聞
の
土
地
所
有
制
を
あ
る
種
の
図
家
的
土
地
所
有
制
と
み
な
す

堀
氏
の
見
解
に
a
即
し
て
言
え
ば
、
後
期
均
凶
制
に
お
い
て
完
成
す
る
個
別
人
'身

的
支
配
飽
制
は
、

図
家
的
旧
悦
撲
に
ま
で
集
中
さ
れ
た
農
奴
制
的
園
家
機
制
と
し

て
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
乙
れ
は
、
堀
氏
の
主
制
的
意
凶
と
は
異

っ
て
、

均
回

段
民
を
図
家
の
小
作
人

l
段
奴
と
し
て
と
ら
え
る
宮
崎
市
定
氏
の
理
解
と
事
賞

上
向
じ
防
法
を
示
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
掘
氏
の
論
設
は
、
む
し

ろ
、
宮
崎
氏
の
そ
れ
よ
り
も
具
健
的
か
つ
鮮
明
で
さ
え
あ
る
。

と
乙
ろ
で
、
ζ

の
場
合
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
の

自
立
小
股
民
概
念
で
あ

る
。
本
蓄
に
お
い
て
、
と
の
級
念
は
筏
め
て
重
要
な
位
置
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

首
該
一位九四
の
主
要
な
生
産
後
式
と
さ
え

み
な
さ
れ
た
。

レ4
h
l

川
で
述
、
へ
る
よ
う

に
、
そ
れ
が
自
立
し
た
小
経
営
で
あ
る
な
ら
ば
、
前
述
の
如
く
筒
然
そ
れ
は
農

奴
と
規
定
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
に
が
し
か
し
、
木
市
い
U

に
お
い
て
、
そ
の
自
立

の
意
味
は

不
分
明
で
あ
り
、
ふ
り
し
ろ
ア

・
プ
リ
オ
リ
に
措
定
さ
れ
て
さ
え
い

る
。
自
立
小
浪
民
は
、

一
抱
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て、

ま
に
何
に
針
し
て
自

立
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
賀
態

・
十
品
質
は
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
。
明
ら
か
で
な
い
以
上、

そ
れ
と
不
可
分
の
附
係
に
あ
る

「
個
別
人
身

的
支
配
位
制
」
概
念
も
ま
た
不
明
瞭
に
な
ら
さ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
を
園
家
に

よ
る
小
良
民
と
そ
の
土
地
に
到
す
る
直
接
的
な
支
配
と
規
定
す
る
げ
比
し
て
も
、

そ
の
支
配
に
内
在
す
る
駐
留
閥
係
が
明
ら
か
で
な
い
か
ら
に
は
、
そ
れ
は
躍
な

る
外
形
的
な
見
か
け
上
の
規
定
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
て
み
れ
ば
、

如
氏
の
ゐ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
の
慨
系
的
な
論
設
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
立
小
川
恥

民
巡
笹
の
本
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
以
上
、
「
個
別
人
身
的
支
配
憾
制
論
」

は、

結
局
は
か
の
制
度
史
的
専
制
図
京
理
'
附
に
旧
附
着
し
て
し
ま
う
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
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囚

木
市
品
川
を
始
め
て
手
に
し
た
時
、

序
章
や
結
語
の
な
い
の
を
奇
異
に
思
っ

た
。

思
え
ば
、

中
園

「古
代
」
の
支
配
飽
制
を
「
個
別
人
身
的
支
配
償
制
」
な
る
縦

念
で
規
定
さ
れ
に
の
は、

六

O
年
前
後
に
お
け
る
西
嶋
定
生
氏
で
あ
っ
た
。

堀

氏
が
序
章
や
結
語
を
附
さ
れ
な
か
っ

た
の
も
、

ζ

の
問
題
提
起
を
前
提
と
し、



そ
れ
を
よ
り
具
種
的
に
論
設
し
よ
う
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
共
同
種
概
念

や
封
建
制
概
念
の
積
極
的
な
導
入
が
そ
れ
を
物
語
る
。
し
か
し
、
六

O
年
以
降

の
賓
設
の
個
別
的
深
化
・
幽
嵐
官
化
|
そ
れ
自
慢
問
題
を
内
在
し
て
は
い
る
が
ー

に
と
も
な
っ
て
、
中
薗
「
古
代
」
の
歴
史
的
規
定
を
な
す
概
念
と
し
て
、
も
は

や
「
個
別
人
身
的
支
配
鰻
制
」
概
念
は
、
そ
れ
を
つ
つ
み
き
れ
な
い
も
の
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
が
そ
れ
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
要
す
る
に
、
六

0
年
代
の
問
題
意
識
の
枠
の
中
で
、
六

0

年
代
以
降
の
よ
り
盟
富
に
な
っ
た
質
登
を
健
系
化
し
よ
う
と
し
た
と
ζ

ろ
に
、

問
題
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
「
個
別
人
身
的
支
配
穏
制
」
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概
念
は
、

今
後
の
研
究
の
進
展
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
姪
格
に
縛
化
し
て
い
る

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、

本
書
の
成
果
を
よ
り
愛
展
さ
せ
る
た
め
に
、

我
々
は
何
を
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
「
自
立
小
農
民
」

概

念
の
再
検
討
を
、
質
鐙
的
か
つ
理
論
的
に
深
め
る
と
と
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

専
ら
自
分
の
問
題
閥
心
に
ひ
き
つ
け
て
本
書
を
讃
ま
せ
て
い
た
.
た
い
た
。
港

大
な
鰹
系
を
も
っ
本
書
の
本
格
的
な
検
討
は
、
今
後
の
研
究
者
に
と
っ
て
大
き

な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
慾
意
的
な
解
穂
に
な
っ

た
と
ζ

ろ
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
。

著
者
の
御
海
容
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

(
渡
遼
信
一

郎
)
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