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批

評

・

紹

介

佐
藤
文
俊
著

明
末
農
民
叛
蹴
の
研
究

谷

口

規

矩

雄

か
ね
て
よ
り
聞
き
及
ん
で
い
た
佐
藤
文
俊
民
の
著
書
が
よ
う
や
く
刊
行
さ
れ

た
。
李
自
成
J

張
献
忠
の
名
を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
明
末
農
民
叛
飢
は
、
明
清
交

替
を
導
き
だ
し
た
事
件
と
し
て
歴
史
上
つ
と
に
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
わ
が
園

で
は
そ
の
名
の
割
に
は
研
究
は
最
近
ま
で
あ
ま
り
活
滋
と
は
い
え
な
か
っ
た
と

思
う
。
そ
う
し
た
情
況
の
中
に
あ
っ
て
、
中
園
風
平
界
か
ら
の
影
響
や
、
わ
が
園

の
十
六
・
七
世
紀
以
降
の
抗
租
運
動
の
研
究
等
か
ら
強
い
刺
激
を
受
け
な
が

ら
、
著
者
は
十
数
年
開
に
わ
た
っ
て
殆
ん
ど
明
末
農
民
叛
飢
の
研
究
一
筋
に
打

込
ん
で
来
ら
れ
た
数
少
な
い
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
。
こ
の
関
、
六
十
年

・

七
十
年
の
爾
「
安
保
闘
争
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
績
く
「
大
皐
紛
争
」
等
々
で
、

著
者
も
含
め
、
わ
れ
わ
れ
腐
け
出
し
の
研
究
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
封
肺
胞
を
迫
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
著
者
は
夜
間
高
校
の
教
師
と
し
て
研
究
を
持
績
し
て
こ
ら

れ
た
が
、
恐
ら
く
こ
う
し
た
「
事
件
」
が
氏
の
研
究
生
活
に
も
大
き
な
影
響
を

興
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
想
像
に
難
く
な
い
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ
れ
ら
の

現
貨
の
問
題
か
ら
よ
り
鋭
い
問
題
意
識
を
綱
渡
さ
れ
、
そ
れ
を
方
法
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
分
の
研
究
を
反
省
す
る
と
い
っ
た
作
業
が
氏
の
研
究
を
支
え
て

い
た
と
も
、
筆
者
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。
本
奮
を
通
じ
て
窺
え
る
歴
史
事
象

に
糾
問
す
る
氏
の
鋭
い
分
析
は
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
基
礎
に
持
っ
て
い
る
か

ら
に
違
い
な
い
。
氏
の
長
年
に
わ
た
る
研
究
成
果
が
今
日
一
本
に
纏
め
ら
れ
た

こ
と
は
同
好
の
一
人
と
し
て
慶
賀
に
堪
え
な
い
思
い
で
あ
る
。
こ
こ
に
編
集
子

よ
り
機
禽
を
輿
え
ら
れ
た
の
で
、
敢
え
て
何
が
し
か
の
愚
考
を
述
べ
紹
介
の
責

め
を
塞
ぎ
た
い
と
思
う
。

本
書
の
編
別
構
成
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

第
一
章
明
末
農
民
叛
乱
の
展
開
過
程

第
一
節
明
末
農
民
叛
乱
と
門
学
旅
子

第
二
節
亥
時
中
の
凱
に
つ
い
て

第
三
節
大
順
地
方
政
権
の
研
究

|

|
「
衷
京
」
政
権
を
例
と
し
て
|
|

第
二
章
明
末
農
民
叛
蹴
期
の
在
地
叛
飢

第
一
節

「
土
賊
」
李
青
山
の
飢

第
二
節
光
山
懸
・
縮
減
懸
奴
努
考

第
三
章
明
末
祉
舎
と
王
府

第
一
節
明
末
、
泌
王
府
の
大
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題

第
二
節
明
代
の
王
府
民
校
に
つ
い
て

第
三
節
嘉
靖
十
年
代
の
山
東

・
魯
王
府
の
内
紛

附
篇
明
末
農
民
叛
胤
に
関
す
る
研
究
動
向

第
一
節
目
本
に
お
け
る
研
究
動
向

第
二
節
中
園
に
お
け
る
研
究
動
向
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以
下
各
節
を
追
っ
て
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
若
干
の
感
想
を
述
べ

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。
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冒
頭
、
第
一
章
第
一
節
で
は
、
明
末
農
民
叛
飢
の
内
都
組
織
の
貧
僅
を
考
え

る
う
え
で
最
も
興
味
あ
る
問
題
の
一
つ
、
掌
加
盟
子
に
関
す
る
問
題
が
と
り
あ
げ

ら
れ
る
。
こ
の
掌
盤
子
を
問
題
に
す
る
に
つ
い
て
、
著
者
の
頭
の
中
に
は
李
自

成
の
飢
を
流
怠
主
義
・
流
動
主
義
の
面
か
ら
批
剣
的
に
論
評
し
た
中
園
皐
界
の

見
解
が
存
在
し
た
。
そ
う
し
た
中
園
側
の
見
解
は
、
か
の
有
名
な
毛
津
東
の
規

定
に
導
か
れ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
著
者
は
そ
れ
ら
の
評
債
を
念
頭
に
置
き

な
が
ら
も
よ
り
基
本
的
な
作
業
と
し
て
、
「
流
賎
」
と
呼
ば
れ
る
李
白
成
の
乱

を
事
貨
に
即
し
て
解
明
す
る
た
め
に
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
掌
盤
子
と
は

「
賊
首
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
史
料
中

で
は
「
管
脇
田
者
」
、
「
流
定
首
」
と
同
義
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

そ
し
て
こ
の
語
は
農
民
軍
中
で
の
日
常
的
な
呼
稽
で
あ
り
、
「
盤
」
は
鍍
腸
の

意
で
農
民
軍
の
駐
屯
地
を
、
「
盤
子
」
は
部
隊
を
意
味
す
る
と
い
う
。
こ
う
し

た
掌
悠
子
を
指
導
者
と
す
る
叛
鋭
集
函
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
崇
禎
年
聞
の
か
な

り
早
い
時
期
に
形
成
さ
れ
て
い
た
。
初
期
の
叛
飢
集
固
に
は
逃
亡
兵
、
失
業
し

た
騨
卒
、
飢
民
、
流
民
、
鍛
賊
、
鍛
冶
労
働
者
、
回
民
、
ラ
マ
信
、
下
級
讃
書

人
等
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
者
が
加
入
し
、
有
力
賊
首
に
率
い
ら
れ
て
明
軍
と
闘

っ
た
が
、
な
か
で
も
特
に
有
力
な
王
嘉
胤
・
李
老
柴
・
一
柳
一
元
等
の
集
園
は
都

市
を
占
領
す
る
と
、
そ
れ
に
固
執
し
て
「
皆
守
り
て
去
ら
」
な
か
っ
た
た
め
に

明
軍
の
集
中
攻
撃
を
受
け
て
滅
ん
だ
。
し
か
し
過
天
星
、
関
玉
、
老
回
回
等

は
、
速
か
に
衣
の
地
域
に
流
動
し
た
た
め
長
期
間
生
存
で
き
た
と
い
う
。
著
者

は
崇
積
年
開
、
相
嘗
長
期
に
わ
た
っ
て
叛
胤
鎮
定
に
活
飽
し
た
張
絹
彦
の
言
を

引
い
て
、
叛
鼠
集
閣
の
流
動
性
を
積
極
的
に
評
債
し
て
い
る
。
戦
力
的
に
優
勢

な
明
軍
の
攻
撃
に
射
し
て
、
農
民
叛
観
は
「
個
々
に
あ
る
い
は
い
く
つ
か
の
集

圏
ご
と
に
分
れ
て
大
流
動
す
る
事
が
、
生
存
の
方
法
で
あ
る
こ
と
を
褒
見
し

た
」
ハ
七
頁
l
八
頁
〉
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
掌
盤
子
と
そ
の
組

織
」
は
機
動
載
を
中
心
と
す
る
「
大
流
動
時
代
に
割
腹
し
て
完
成
さ
れ
た
と
い

え
よ
う
」
(
八
頁
)
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
著
者
は
こ
の
掌
盤
子
を
指
導
者
と

す
る
組
織
が
時
期
的
に
何
時
頃
成
立
し
た
と
具
程
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
が
、

本
文
か
ら
剣
断
す
れ
ば
叛
蹴
集
圏
が
険
西
か
ら
山
西
へ
移
動
し
始
め
た
時
期
、

即
ち
崇
積
四
、
五
年
頃
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
賂
に
つ
い
て
筆
者

も
か
つ
て
掌
盤
子
と
そ
の
組
織
に
つ
い
て
鱒
れ
、
こ
う
し
た
組
織
化
は
叛
蹴
の

最
終
段
階
で
出
現
し

m
r書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
筆
者
の
謀
り

で
、
著
者
の
提
示
さ
れ
た
史
料
等
か
ら
剣
断
す
れ
ば
、
少
く
と
も
掌
盤
子
を
中

心
と
す
る
組
織
は
崇
禎
四
、
五
年
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
貧
で
あ

る。
つ
い
で
氏
は
「
掌
綾
子
と
そ
の
集
闘
の
設
展
」
(
第
一
節
一
二
)
を
論
じ
る
。

こ
こ
で
は
掌
盤
子
に
率
い
ら
れ
る
集
園
の
編
成
と
そ
の
指
揮
系
統
が
具
盤
的
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
管
隊
(
二
十
人
の
兵
の
長
〉
|
小
管
隊
(
百
J
四
百

管
隊
の
長
〉
|
老
管
除
(
四
十
J
七
十
の
小
管
除
の
長
)
|
掌
盤
子
(
二
十
J

三
十
の
老
管
隊
の
長
て
あ
る
い
は
小
掌
家
(
百
人
の
長
)
|
大
掌
家
(
千
人
の

長
)
|
老
掌
家
(
世
間
人
の
長
)
と
い
っ
た
集
聞
編
成
、
あ
る
い
は
ま
た
各
僚
に

管
隊
|
領
哨
|
大
哨
頭
が
あ
り
、
そ
の
畿
を
掌
悠
子
が
鐘
る
と
い
う
編
成
方
法

の
存
在
が
述
べ
ら
れ
る
。
従
来
の
研
究
で
掌
盤
子
に
燭
れ
た
場
合
、
全
て
が
こ

の
掌
盤
子
を
中
心
と
す
る
集
圏
編
成
の
方
法
を
論
じ
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
著

者
は
孫
俸
庭
の
奏
疏
や
『
楊
文
弱
先
生
集
』
等
を
材
料
と
し
て
更
に
分
析
を
進

め
、
掌
盤
子
の
濁
立
の
傑
件
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
掌
盤

子
濁
立
の
僚
件
は
、
最
低
二
、
三
以
上
の
哨
を
基
礎
単
位
と
す
る
管
を
掌
握
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
哨
が
軍
事
面
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
行
動

上
の
基
本
単
位
で
あ
り
、
戦
闘
時
に
は
哨
が
そ
の
ま
ま
隊
編
成
の
基
本
と
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
隊
に
よ
る
集
圏
編
成
は
叛
飢
の
首
初
か
ら
存
在
し
て
お
り
、

-137ー
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李
白
成
が
崇
禎
十
年
頃
ま
で
八
隊
悶
鵜
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
そ
の
隊
編
成
の
呼

穏
を
継
承
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
哨
除
に
よ
る
集
闘
編
成
は
も

と
も
と
明
軍
や
地
方
の
郷
兵
固
に
採
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
編
成
方
法
が
叛
飢

に
参
加
し
た
兵
士
・
郷
兵
・
透
賊
等
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
、

掌
悠
子
の
組

織
に
も
臨
応
用
さ
れ
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。
掌
盤
子
の
組
織
に
は
主
軸
と
し

て
の
騎
兵
・
歩
兵
の
外
に
、
後
動
部
隊
と
し
て
の
打
糧
除
・
打
馬
草
隊
・
裁
縫

隊
・
銀
匠
隊

・
諜
報
隊
等
多
種
の
部
隊
が
存
在
し
た
こ
と
、
ま
た
軍
事
行
動
の

特
徴
が
迅
速
性
と
機
動
戟
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
馬
の
補
給
を
重
要
現
し
た
貼
な

ど
も
具
種
的
に
指
摘
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
本
節
で
最
も
興
味
深
い
の
は
掌
盤
子
と
一
般
部
卒
と
の
関
係
に
つ

い
て
指
摘
し
た
箇
所
で
あ
る
。

著
者
は
掌
盤
子
組
織
が
「
家
」

を
も
っ
て
呼
ば

れ
た
所
か
ら
、
「
掌
盤
子
は
家
父
長
に
擬
せ
ら
れ
た
」
と
し
、
し
か
も
一
方
部

下
が
そ
の
主
を
呼
ぶ
場
合
、
「
老
爺
」
は
使
わ
ず
、
普
通
に
は
「
掌
家
」
、
「
管

隊
」
を
以
っ
て
呼
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
こ
と
か
ら
著
者
は
「
こ
の
よ
う
な
呼
鰐

の
一
元
化
は
、
叛
乱
前
の
祉
舎
に
お
け
る
参
加
者
の
身
分
と
階
級
の
差
を
あ
い

ま
い
に
し
、

掌
盤
子
を
長
と
す
る
家
族
的
構
成
員
と
い
う
フ
ラ
ッ

ト
な
関
係
が

つ
く
り
出
さ
れ
た
」
と
す
る
。
ま
た
掌
盤
子
の
死
亡
等
に
伴
う
次
期
掌
盤
子
の

選
出
方
法
は
部
衆
の
推
察
に
よ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
寡
婦
や
遺
児
の
慮
遇
や
、

獲
得
し
た
食
料
、
金
由
巾
等
は
均
分
さ
れ
た
こ
と
等
か
ら
「
掌
盤
子
と
そ
の
構
成

者
の
紐
憎
の
基
調
に
家
と
い
う
擬
制
を
と
り
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
農
民
的
な
紹

封
卒
均
主
義
意
識
が
あ
っ
た
」
(
十
二
頁
〉
と
結
論
附
け
て
い
る
。
こ
の
掌
盤

子
と
一
般
部
衆
と
の
関
係
を
擬
制
的
家
族
と
し
て
と
ら
え
る
見
方
は
、
中
園
の

よ
う
に
停
統
的
に
家
族
主
義
の
強
い
祉
舎
で
は
さ
程
無
理
の
な
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
擬
制
的
家
族
関
係
は
著
者

の
云
う
よ
う
に
一
義
的
に
「
掌
盤
子
を
長
と
す
る
家
族
的
構
成
員
と
い
う
フ
ラ

ッ
ト
な
関
係
」
を
創
り
出
す
基
本
と
な
っ
た
の
で
あ
る
う
か
。
中
園
杜
舎
に
お

け
る
家
族
関
係
は
む
し
ろ
家
父
長
的
支
配
関
係
を
生
み
出
す
基
盤
と
し
て
作
用

す
る
函
も
強
く
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

集
園
成
員
の
卒
等
性
を
家

族
関
係
の
み
で
設
明
す
る
の
は
説
得
力
に
依
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ

こ
の
叛
鋭
組
織
の
場
合
、
雑
多
な
構
成
員
を
か
か
え
、
物
資
、
食
糧
の
不
足
と

い
う
不
利
な
篠
件
の
も
と
で
、
強
力
な
明
軍
と
敵
封
せ
ね
ば
な
ら
な
い
時
、
個

々
の
構
成
員
の
能
力
を
フ
ル
に
褒
揮
さ
せ
る
保
護
と
し
て
、
捕
獲
物
の
均
分
も

含
め
、
構
成
員
の
卒
等
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
掌
盤
子
組
織

が
叛
飢
の
な
か
に
置
か
れ
た
具
鐙
的
吠
況
の
面
か
ら
も
組
織
問
題
を
考
え
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
従
っ
て
筆
者
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
著
者
が
叛

飢
の
大
流
動
時
代
、
「
各
掌
盤
子
は
相
互
の
組
織
〈
盤
〉
を
傘
重
し
、
ど
の
掌

盤
子
と
も
わ
け
へ
だ
て
な
く
、
自
由
に
『
分

・
合
』
を
く
り
か
え
す
慣
行
が
成

立
し
て
い
た
」
(
十
三
頁
〉
と
さ
れ
る
こ
の
慣
行
も
、
叛
蹴
進
展
の
過
程
で
出

来
て
き
た
も
の
で
、
明
軍
と
の
敵
封
関
係
の
も
と
で
は
、
状
況
の
獲
化
に
よ
り

如
何
様
に
も
描
皮
膚H
す
る
償
行
な
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
だ
か
ら
著
者
が
、

悶
玉
吉
岡
迎
鮮
が
捕
殺
さ
れ
た
後
、
有
力
掌
盤
子
の
聞
に
闘
将
李
白
成
の
影
響
力

が
大
き
く
な
っ
て
い
た
詮
油
田
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
史
料
(
十
四
頁
|
孫
停
庭

「
報
賓
廊
剣
撫
捷
功
疏
」
〉
を
、
筆
者
は
む
し
ろ
番
山
鶴
が
李
自
成
の
力
が
己

m
v
b
L
 

と
憐
し
く
な
る
の
を
警
戒
し
て
、
集
園
の
統
率
を
中
斗
星
に
委
ね
た
と
諌
む
の

でl
協
悔
い
即
ち
掌
紘
子
聞
に
は
自
身
の
組
織
(
盤
)
の
披
大
を
は
か
る
と
同
時

に
、
自
分
遠
の
組
織
を
包
括
し
て
し
ま
う
よ
う
な
決
定
的
な
勢
力
の
出
現
を
阻

も
う
と
す
る
牽
制
力
が
紹
え
ず
作
用
し
て
い
た
も
の
と
、
筆
者
は
考
え
る
の
で

あ
る
。
ま
た
著
者
は
精
強
を
自
負
し
て
濁
自
行
動
を
行
お
う
と
し
た
六
隊
満
天

星
に
李
自
成
が
強
い
制
約
を
加
え
た
こ
と
(
十
五
頁
)
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

史
料
(
『
孫
停
庭
疏
撹
』
巻
二
、
「
報
合
水
捷
功
疏
」
)
に
錬
る
限
り
で
は
、
や
は
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り
こ
の
場
合
も
満
天
星
は
李
自
成
と
の
聞
に
勢
力
争
い
が
生
じ
た
(
「
六
際
自

負
精
強
、
悪
篤
閥
賂
所
乳
、
:
:
:
」
〉
震
に
濁
自
行
動
を
と
る
に
至
っ
た
と
解

揮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
現
に
満
天
星
は
そ
の
後
も
濁
自
行
動
を
と
り
績

げ
て
い
る
。
要
す
る
に
掌
盤
子
聞
の
自
由
な
「
分
・
合
」
と
い
う
慣
行
は
、
明

軍
と
の
闘
争
と
い
う
苛
酷
な
状
況
の
下
、
各
掌
盤
子
の
作
戦
行
動
の
過
程
で
成

立
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
こ
う
し
た
紋
況
の
中
か
ら
掌
盤
子
関
の
統
合
、
特
に
李
白
成
の
統
一
的

指
導
権
は
如
何
に
し
て
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
山
田
市
頑
十
二
、

三
年
か
ら
十
六
年
に
か
け
て
、
叛
飢
勢
力
側
が
明
軍
に
罰
し
て
明
ら
か
に
戦
力

闘
に
優
位
に
立
っ
た
と
い
う
状
況
の
下
で
、
「
明
朝
と
郷
紳
支
配
の
嬢
貼
で
あ

る
大
小
の
都
市
占
擦
が
現
貧
」
と
な
っ
た
こ
と
、
各
掌
盤
子
が
「
嘗
一
該
一
地
域
の

土
賊
・
飢
民
・
山
築
・
壁
築
・
一
部
の
土
大
夫
層
を
、
よ
り
一
意
識
的
に
吸
牧
し

始
め
た
」
〈
十
五
頁
)
こ
と
等
を
背
景
と
し
て
、
李
自
成
に
よ
る
指
揮
の
一
本

化
と
掌
盤
子
の
系
列
化
が
寅
現
さ
れ
て
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
の
場
合
一
つ
の
最
も
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
の
が
数
次
に
わ
た
っ
た
開
封
城

攻
防
戦
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
李
白
成
が
こ

う
し
た
政
治
献
況
の
獲
化
に
有
数
に
劉
臆
し
、
他
の
掌
悠
子
を
系
列
化
し
て
行

っ
た
側
面
と
同
時
に
、
李
自
成
自
身
が
他
の
掌
盤
子
に
先
ん
じ
て
、
よ
り
積
極

的
に
政
権
構
想
を
持
っ
た
黙
を
重
視
し
た
い
。
崇
繭
十
三
年
末
頃
に
李
自
成
は

季
巌
(
そ
の
寅
在
は
問
題
で
あ
る
が
)
・
牛
金
星
等
土
大
夫
の
投
錦
を
受
け
入

れ
、
彼
等
の
建
議
を
政
策
と
し
て
打
ち
出
し
た
こ
と
は
如
何
な
る
意
味
を
持
つ

で
あ
ろ
う
か
。
李
自
成
勢
力
自
身
の
主
盤
的
成
長
と
他
の
掌
盤
子
勢
力
と
の
関

係
が
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
れ
ば
な
お
よ
か
っ
た
と
思
う
。
他
の
有
力
掌
盤

子
の
組
織
が
こ
の
時
期
、
内
部
的
に
如
何
な
る
朕
態
に
あ
っ
た
か
も
今
後
の
問

題
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。
掌
盤
子
組
織
の
問
題
は
明
末
農
民
叛
観
の
全
過
程

に
か
ら
む
基
本
的
問
題
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
敢
え
て
二
、
三
の
私
見
を
挟
ま

せ
て
い
た
だ
い
た
。

-
次
い
で
第
二
節
に
移
ろ
う
。
亥
時
中
の
鋭
に
関
す
る
研
究
も
、
わ
が
園
で
は

著
者
の
こ
の
論
文
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
案
時
中
は
崇
顧

十
三
年
、
河
南
省
関
州
で
「
土
成
」
と
し
て
蜂
起
し
、
そ
の
後
黄
河
を
南
に
渡

っ
て
「
流
冠
」
と
な
り
、
河
南
・
安
徽
爾
省
の
交
界
地
帯
に
よ
り
な
が
ら
、
李

自
成
・
張
献
忠
・
羅
汝
才
に
つ
ぐ
「
中
冠
」
に
成
長
し
た
。
こ
の
関
、
明
寧
に

敗
れ
、
一
時
、
李
自
成
と
連
合
し
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
ま
た
李
自
成
に
追
わ

れ
て
勢
力
を
殆
ん
ど
失
っ
た
。
し
か
し
崇
積
十
五
年
、
再
度
勢
力
を
挽
回
す
る

と
、
山
東
に
お
い
て
、
侵
攻
し
て
来
た
清
軍
と
闘
か
い
魯
王
救
援
の
活
動
を
展

開
し
た
。
こ
う
し
て
彼
は
結
局
明
朝
側
に
投
降
し
、
崇
禎
十
六
年
五
月
、
李
自

成
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

著
者
は
本
節
に
お
い
て
、
乏
し
い
史
料
を
よ
く
蒐
集
、
活
用
し
、
叛
凱
の
進

展
過
程
と
、
そ
の
各
時
期
の
衰
の
活
動
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
亥
時

中
が
一
土
賊
と
し
て
蜂
起
し
て
よ
り
、
大
規
模
な
「
流
賎
」
に
設
展
し
て
行
く

過
程
、
ま
た
彼
の
集
闘
が
一
貫
し
て
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
農
民
的
規
律
の
指

摘
や
意
味
附
け
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
黙
で
あ
る
。
が
、
こ
と
に
筆
者
に
と
っ
て

重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
案
時
中
集
函
と
李
自
成
集
圏
と
の
性
格
を
封
比
的
に

分
析
し
、
蓑
時
中
集
圏
が
明
朝
側
に
投
降
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
黙
を
明
確
に

指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
蓑
時
中
集
圏
、
李
自
成
集
圏
は
共
通
し
て
在
地
の
小

農
民
層
の
生
活
、
生
産
を
保
護
す
る
と
い
う
農
民
的
規
律
を
持
っ
て
い
た
が
、

明
朝
と
の
闘
争
と
い
う
熱
か
ら
観
れ
ば
、
崇
禎
十
四
年
以
降
、
李
自
成
は
大
都

市
攻
撃
に
重
勲
を
置
き
、
そ
の
際
「
有
力
郷
紳
・
諸
王
・
勲
戚
・
大
商
人
を
主

要
な
闘
争
封
象
と
し
た
。
亥
時
中
に
は
こ
う
し
た
意
識
的
戦
略
目
標
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
。
」
(
三
十
六
頁
)
ま
た
こ
の
時
期
、
「
李
白
成
は
明
朝
に
代
わ
る
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政
治
権
力
を
針
置
す
る
の
で
あ
る
が
、
亥
時
中
は
戦
闘
し
つ
つ
流
動
し
、
僑
降

を
武
器
と
し
て
存
績
す
る
と
い
う
枠
を
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
」

(
三
十
七
頁
〉
と
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
「
僑
降
」
と
い
う
語

句
に
は
筆
者
は
少
々
ひ
っ
か
か
る
が
、
亥
時
中
集
図
の
賜
黙
を
的
確
に
言
い
嘗

て
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
流
動
し
つ
つ
、
投
降
を
く
り
返
す
黙
に
所
謂
「
中

窟
」
の
本
質
が
最
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。
こ
う
し
た
弱
黙
を

覆
い
隠
し
、
自
身
の
集
圏
の
存
績
を
は
か
る
た
め
に
亥
時
中
は
魯
王
救
援
と
い

う
行
動
を
通
し
て
明
朝
に
投
降
し
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
時
期
、

家
時

中
と
李
自
成
の
明
朝
に
劉
隠
す
る
方
法
の
全
く
異
な
っ
て
い
た
黙
を
指
摘
し
、

李
自
成
が
明
朝
と
郷
紳
士
叉
配
へ
の
封
抗
関
係
を
堅
持
し
て
い
た
の
に
劉
し
、
嚢

時
中
は
「
そ
の
軌
跡
か
ら
い
え
る
こ
と
は
:
・
:
こ
の
暦
(
在
地
中
小
地
主
暦
)

お
よ
び
他
の
直
接
生
産
者
農
民
の
再
生
産
を
破
瀕
す
る
明
朝
・
郷
紳
支
配
へ
の

封
抗
関
係
を
持
ち
え
ず
、
清
軍
侵
入
下
の
欝
爽
の
王
府
の
危
機
H
H
民
族
の
危
機

と
い
う
形
で
明
朝
に
と
り
こ
ま
れ
、
そ
の
階
級
性
を
消
失
し
て
い
っ
た
。
」
(
三

十
九
頁
)
と
結
論
附
け
て
い
る
。
誠
に
明
快
な
解
緯
と
い
え
よ
う
。
本
篇
は
李

自
成
や
羅
汝
才
に
つ
ぐ
一
「
中
冠
」
の
賞
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
所
に

意
義
が
あ
ろ
う
。

第
三
節
で
は
、
李
白
成
が
崇
積
十
七
年
三
月
、
北
京
に
大
順
政
擦
を
樹
立
す

る
前
段
階
で
、
湖
北
の
襲
陽
に
建
設
し
た
「
褒
京
」
政
権
の
問
題
が
扱
わ
れ

る
。
著
者
は
崇
頼
十
六
年
一
月
に
建
設
さ
れ
た
こ
の
政
権
が
、
李
白
成
本
隊
の

稜
展
の
基
盤
に
な
っ
た
河
南
・
湖
北
に
樹
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
雨

地
域
の
相
蛍
部
分
を
一
定
期
閲
支
配
し
、
後
の
大
順
政
権
の
土
牽
と
な
っ
た
貼

か
ら
、
李
白
成
政
権
の
活
動
や
性
格
を
知
る
有
力
な
手
掛
り
と
な
り
得
る
と
考

え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
李
自
成
が
陥
落
さ
せ
た
都
市
に
自
身
の
文
武
官
を
置
き
、
地
方
支

配
の
組
織
化
を
は
か
る
傾
向
が
明
白
に
な
る
の
は
著
者
に
よ
れ
ば
、
崇
禎
十
五

年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
十
六
年
一
月
、
裏
陽
に
中
央
政
府
(
「
裏
京
」
政

権
)
が
樹
立
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
占
領
し
た
各
府
州
蘇
に
地
方
行
政
官

と
武
官
も
並
置
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
文
武
官
の
設
置
に
つ
い
て
言
え
ば
、

「
褒
京
」
中
央
政
府
で
は
麿
制
を
模
倣
し
た
官
制
が
敷
か
れ
、
地
方
官
制
と
し

て
は
、

重
要
地
に
防
禦
使
、
府
予
、
州
牧
、
蘇
令
等
の
官
が
置
か
れ
て
い
っ

た
。
著
者
は
こ
れ
ら
の
文
武
官
の
設
置
、
特
に
文
官
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
科

翠
に
擬
し
た
登
用
試
験
に
よ
る
選
抜
吠
況
や
、
こ
の
政
権
へ
の
任
官
勧
誘
の
貧

態
等
に
つ
い
て
、
地
方
士
山
等
か
ら
零
細
な
記
事
を
蒐
集
し
、
詳
細
に
分
析
し
て

い
る
。
こ
こ
に
附
さ
れ
た
二
つ
の
表
も
今
後
の
研
究
に
有
用
な
も
の
と
な
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
李
自
成
側
が
地
方
の
土
大
夫
に
任
官
を
勧
誘
す
る
に
嘗
つ
て

は
、
嘗
然
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
が
橡
想
さ
れ
る
。
殊
に
人
望
の
あ
る
地
方
の
「
名

士
」
に
封
し
て
は
或
る
種
の
強
制
的
勧
誘
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
著
者

に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
場
合
に
も
「
一
定
の
基
準
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
」
の
で
あ
る
。
即
ち
「
地
主
階
級
と
い
っ
て
も
自
己
の
利
金
導
入
に
露

骨
で
な
く
」
、
「
郷
村
の
治
安
・
救
済
や
階
級
矛
盾
の
調
和
に
熱
心
で
あ
り
」
、

か
つ
ま
た
「
官
に
あ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
。
清

F
」
で
、
「
特
檎
層
の
不
正

を
糾
醸
し
、
・
・
:
各
階
層
か
ら
の
信
頼
の
厚
い
も
の
」
が
封
象
と
さ
れ
た
と
い

う
。
こ
の
指
摘
は
史
料
が
少
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
や
や
抽
象
的
な
感
を
抱

か
せ
る
が
、
李
自
成
政
権
が
土
大
夫
層
を
如
何
に
扱
お
う
と
し
た
か
と
い
う
問

題
を
考
え
る
上
で
重
要
な
問
題
提
起
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
地
方
官
(
所
謂
「
眠
時
官
」
)
の
活
動
は
明
軍
や
明
側
に
立
つ
地
方

防
衛
軍
の
攻
撃
か
ら
自
己
の
政
権
を
防
術
し
、
政
権
の
基
盤
を
確
立
す
る
と
い

う
重
要
な
役
割
を
荷
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
史
料
的
制
約
も
大
き
く
、
こ
の
議

論
は
や
は
り
不
十
分
の
感
を
菟
れ
な
い
。
李
白
成
政
権
の
地
方
官
の
活
動
内
容
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を
よ
り
具
侵
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
今
後
に
残
さ
れ
た
重
要
な
課
題
の
一

つ
と
な
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
李
自
成
の
地
方
政
権
威
立
に
鈎
し
、
地
方
の
郷
紳
・
地
主
屠
や
土

豪
層
は
ど
の
様
に
封
臨
応
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
論
じ
た
の
が

本
節
の
後
半
部
分
「
裏
京
地
方
政
権
と
盤
築
」
で
あ
る
。
河
南
・
湖
北
地
方
で

優
棄
の
建
設
が
盛
行
し
だ
す
の
は
李
自
成
・
張
献
忠
等
の
諸
除
が
黄
河
を
南
へ

渡
河
し
た
崇
顧
六
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
俊
一
築
建
設
の
目
的
を

著
者
は
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
て
農
民
叛
枇
か
ら
家
族
、
あ
る
い
は

一
定
地
域
住
民
の
生
命
・
財
産
を
守
る
。
二
、
催
案
の
武
装
力
が
及
ぶ
地
域
で

の
食
糧
の
自
給
と
農
業
生
産
の
確
保
。
三
、
都
市
支
配
者
の
避
難
場
所
で
あ

り
、
か
つ
都
市
奪
還
の
た
め
の
嬢
黙
で
あ
っ
た
。
四
、
機
能
を
停
止
し
た
懸
に

か
わ
っ
て
行
政
を
代
行
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
各
俊
一
築
が
こ
れ
ら
の
目

的
の
い
く
つ
か
を
併
せ
持
っ
て
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
性

格
、
規
模
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
名
砦
・
大
築
が
あ
り
、
こ
れ
は
二
系
統
に
分

類
で
き
る
。
的
一
人
ま
た
は
複
数
の
有
力
大
郷
紳
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
場

合
。
制
郷
紳
で
な
い
土
豪
が
周
過
の
築
を
吸
収
・
合
併
し
て
建
築
し
た
場
合
。

第
二
に
山
砦
・
民
家
・
土
築
・
鳩
壁
等
と
稽
さ
れ
、
生
員
や
武
生
、
中
小
地
主

や
小
農
民
、
脅
変
、
鎖
徒
、
狩
磁
民
等
の
諸
階
層
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
た
場

合
。
著
者
は
以
上
の
よ
う
に
伝
一
察
を
分
類
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
規
模
も
第
一

の

ω、
M
W
の
よ
う
に
蔦
人
を
単
位
と
す
る
も
の
か
ら
数
千
人
、
数
百
人
単
位
の

も
の
ま
で
様
々
で
あ
り
、
規
模
や
建
築
歎
の
相
違
は
各
州
豚
の
経
済
事
情
や
階

級
関
係
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
盤
築
の
政
治
・
枇
曾
的
立
場

は
「
立
築
者
の
階
級
的
基
盤
に
よ
り
異
な
り
、
積
極
的
に
明
朝
と
提
摘
し
て
優
一

実
連
合
を
形
成
し
て
い
く
も
の
、
明
朝
に
も
農
民
軍
に
も
積
極
的
加
猪
を
せ
ず

地
方
を
保
守
す
る
も
の
、
あ
る
い
は

γ

農
民
軍
に
加
わ
る
小
土
築
等
が
あ
ア
た
一
」

と
(
六
十
二
頁
)
、
修
一
家
の
動
向
を
ま
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
盤
築

勢
力
の
代
表
的
な
例
と
し
て
「
河
南
に
お
け
る
大
土
豪
の
盤
察
」
即
ち
李
際

遇
、
劉
洪
起
、
沈
首
問
登
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
三
築
、
及
び
湖
北
に
お
い
て
は
地

方
大
郷
紳
に
よ
り
築
造
さ
れ
た
孝
感
懸
の
大
義
脇
田
・
忠
義
脇
田
の
二
大
壁
築
連
合

と
、
斬
州
・
責
州
地
域
の
「
新
責
四
十
八
築
」
の
活
動
欽
況
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
雨
地
域
の
修
一
築
の
場
合
、
大
郷
紳
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
湖
北
の
盤

案
は
最
初
か
ら
反
農
民
軍
的
活
動
を
積
極
的
に
展
開
し
た
。
そ
れ
に
射
し
河
南

の
三
業
は
濁
立
性
が
強
く
、
結
局
は
明
朝
側
と
結
び
つ
い
た
も
の
の
、
李
自
成

側
と
手
を
優
る
姿
勢
を
示
し
た
り
も
し
て
い
る
?
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た

盤
築
の
性
格
の
相
違
は
「
河
南
・
湖
北
の
階
級
配
置
の
差
違
|
地
主
制
の
設

遼
・
自
作
農
の
比
重
等
ー
が
考
え
ら
れ
る
。
L

即
ち
「
紳
士
連
合
の
盤
築
は
そ
の

地
主
的
支
配
を
め
ざ
す
階
級
性
が
明
確
」
で
あ
る
の
に
到
し
、
河
南
三
築
の
場

合
は
「
在
地
に
流
民
化
せ
ず
残
存
し
た
中
小
地
主
や
自
作
農
等
の
直
媛
生
産
者

や
鎖
徒
」
が
基
盤
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
指
摘
は
明
末
清

初
の
侵
嘉
の
性
格
を
考
え
る
上
で
興
味
あ
る
問
題
提
起
と
筆
者
は
思
う
が
、
河

南
と
湖
北
に
お
け
る
地
主
制
の
褒
遠
の
紋
況
や
自
作
農
の
存
在
の
仕
方
等
が
兵

種
的
で
な
い
(
著
者
に
具
盤
的
指
摘
は
な
い
〉
研
究
史
の
現
黙
で
は
や
は
り
議

論
の
抽
象
性
は
残
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
で
は
李
自
成
・
張
献
忠
等
の
大
農
民
叛
飢
の
基
盤
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
無
数
の
地
方
的
農
民
叛
鋭
、
即
ち
「
土
成
」
・
「
土
冠
」
の
性
格
の
検
討

が
な
さ
れ
る
。
こ
の
土
成
と
い
わ
れ
る
存
在
は
、
宋
代
以
降
を
考
え
て
も
、
史

上
の
動
飢
期
に
あ
っ
て
中
圏
各
地
域
に
多
様
な
形
を
と
っ
て
出
現
し
て
い
る
。

中
で
も
明
末
清
初
期
は
土
成
の
活
動
が
最
も
激
し
か
っ
た
時
期
の
一
っ
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
彼
等
の
活
動
が
何
等
か
の
形
で
直
接
的
・
開
接
的
に
李
自

成
・
張
献
忠
等
の
叛
飢
に
影
響
を
奥
え
た
こ
と
、
ま
た
彼
等
の
叛
飢
が
濁
自
に
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李
白
成
等
の
叛
飢
と
共
通
す
る
目
的
な
り
、
性
格
な
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も

稼
想
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
明
末
農
民
叛
飢
の
一
翼
を
捻
っ
た
と
解
さ
れ
る
土

賊
の
性
格
の
検
討
は
必
須
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
第
一
節
で
、
著
者
は
そ
う
し

た
土
賊
の
一
典
型
と
し
て
、

崇
績
十
四
年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
山
東
禿
州
府

西
部
ハ
禿
西
地
帯
〉
で
蜂
起
し
た
「
李
青
山
の
鋭
」
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
鋭
の
舞
墓
と
な
っ
た
禿
西
地
帯
は
、
著
者
に
よ
れ
ば

『
水
漏
惇
』
で
名

高
い
梁
山
を
中
心
と
し
た
大
運
河
周
迭
の
諸
州
蘇
で
、
糟
運

・
騨
停
・
一
商
業
路

と
も
大
き
な
関
係
を
持
つ
地
域
で
あ
っ
た
。
李
青
山
は
も
と
犬
の
屠
殺
人
で
あ

っ
た
が
、
多
く
の
小
農
民
・
兵
士
・
小
営
業
者
・
漕
運
施
設
の
従
事
者
と
同

様
、
三
年
連
績
の
天
災
に
迫
ら
れ
、
先
に
蜂
起
し
て
い
た
叛
飢
に
参
加
し
た
の

で
あ
っ
た
。
の
ち
彼
は
運
河
沿
い
の
交
通
の
要
路
を
押
え
、
ま
た
漕
糧
運
般
の

運
軍
内
の
「
紅
賊
」
の
一
部
も
配
下
に
加
え
、
運
河
の
重
要
な
閉
門
の
幾
っ
か

も
支
配
し
て
、

-m西
地
州
市
に
大
き
な
勢
力
を
張
っ
た
の
で
あ
る
。
明
朝
側
は
彼

の
勢
力
を
利
用
し
て
他
の
叛
飢
勢
力
を
攻
撃
さ
せ
よ
う
と
し
、
彼
も
明
側
に
投

降

(
著
者
は
僑
降
と
し
て
い
る
)
し
て
半
ば
公
認
さ
れ
る
形
で
勢
力
を
確
保
し

た
。
し
か
し
彼
は
そ
の
後
再
度
叛
飢
し
、
最
後
に
宣
官
劉
元
斌
・
総
兵
劉
浮

清
・
河
道
徳
督
張
関
維
等
に
よ
り
捕
え
ら
れ
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
著
者
は
季
青
山
の
飢
の
分
析
を
通
じ
て
、
こ
の
叛
飢
を
華
北
畑
作

地
幣
の
叛
飢
と
位
置
附
け
幾
つ
か
の
重
要
な
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
筆
者
に

と
っ
て
特
に
興
味
深
く
重
要
と
思
わ
れ
た
黙
の
一
つ
は
流
賊
と
土
賊
の
性
格
の

相
違
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
「
流
賊
集
園
は
、
特
定
地
域
の

生
産
関
係
か
ら
離
脱

・
流
民
化
し
た
小
曲
皮膚
や
兵
士
・
開
騨
卒
等
か
ら
構
成
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
活
動
地
域
は
き
わ
め
て
庚
大
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
「
土
賊

は
い
ま
だ
嘗
該
地
域
の
生
産
諸
関
係
か
ら
離
脱
せ
ず
、
も
し
く
は
牢
ば
波
縦
し

な
が
ら
も
完
全
に
流
民
化
し
な
い
直
接
生
産
者
を
多
く
含
ん
で
お
り
、
ま
た
、

大
土
賊
に
な
る
と
具
程
的
な
嘗
該
地
に
お
け
る
生
産
諸
篠
件
の
-
部
分
的
な
掌

握
」
(
九
十
五
|
九
十
六
頁
〉
も
可
能
な
力
を
持
っ
て
い
た
と
し
、
土
践
の
在

地
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
彼
等
に
よ
る
「
常
該
地
で
の
複
雑
な
階
級
矛
盾

を
反
映
し
た
闘
い
」
を
評
領
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
李
青
山
の
鋭
に
お
い
て
、
こ
の
在
地
性
が
最
も
明
白
に
看
取
さ
れ

る
の
は
「
賊
褒
」
地
常
の
出
現
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
成
菱
地
静
と
い
う

の
は
李
青
山
の
支
配
地
威
内
で
、
糧
食
確
保
の
た
め
に
、
成
(
叛
乱
側
〉
が
小

委
を
刈
り
輩
し
て
し
ま
う
の
で
な
く
、
折
半
す
る
こ
と
を
保
件
に
現
在
の
土
地

所
有
者
の
牧
褒
を
認
め
た
地
域
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
「
萎
の
播
種
か
ら

育
成
ま
で
、
李
青
山
に
従
っ
た
小
農
民
層
あ
る
い
は
同
地
域
で
李
青
山
等
の
僚

件
を
受
け
入
れ
た
小
農
民
層
〈
一
部
の
中
小
地
主
暦
も
含
む
〉
に
よ
っ
て
行
わ

れ
、
明
朝
治
下
の
土
地
所
有
者
が
無
保
件
で
耕
種

・
育
成

・
収
穫
の
で
き
な
い

地
域
」
(
百
五
頁
)
で
あ
る
と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
地

減
の
多
く
の
経
営
不
安
定
な
自
作
農
暦
が
、
王
朝
と
地
主
暦
に
よ
る
牧
奪
ゃ
、

明
軍
に
よ
る
掠
奪
に
よ
り
、
彼
等
の
牧
穫
が
貧
質
的
に
減
少
な
い
し
零
に
な
る

よ
り
は
、
た
と
え
二
分
の
一
で
も
収
穫
が
確
貧
に
保
詮
さ
れ
る
こ
と
を
塁
ん
だ

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
李
青
山
等
の
支
配
地
域
で
は
、
一
時
間
と
は
い
え
、

建
物

・
畑
地
等
の
生
産
手
段
が
確
保
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
「
李

青
山
と
農
村
と
の
結
び
つ
き
の
深
さ
」
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

黙
を
明
ら
か
に
し
た
結
果
、
著
者
は
李
青
山
等
に
よ
る
「
賊
褒
・
賊
田
(
史
料
中

に
こ
の
語
の
現
れ
る
こ
と
も
本
文
中
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
)
地
域
の
出
現
は
、

華
北
に
お
け
る
明
朝
支
配
担
制
の
基
礎
で
あ
る
封
建
的
土
地
所
有
闘
係
を
め
ぐ

っ
て
の
正
面
か
ら
の
封
決
で
あ
り
、
こ
れ
は
華
北
に
お
け
る
階
級
闘
争
の
一
つ

の
設
展
し
た
形
態
」
(
百
六
頁
)
で
あ
る
と
評
債
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
李
青

山
は
こ
う
し
て
農
村
部
に
支
配
力
を
確
立
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
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叛
枇
に
は
郷
村
の
市
集
開
催
地
や
前
述
の
よ
う
に
運
河
の
閑
を
掌
握
し
、
運
軍

中
の
「
紅
賊
」
の
一
部
を
配
下
に
加
え
る
等
、
ま
た
叛
慌
の
指
導
部
に
は
諸
生

等
ご
都
の
下
級
紳
士
屠
」
を
積
極
的
に
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
勲
等
、
「
明

末
の
枇
禽
経
済
の
褒
展
を
反
映
」
し
て
い
る
面
が
多
く
看
取
で
き
る
。

本
節
で
著
者
は
明
末
の
地
方
的
農
民
叛
飢
が
持
っ
た
性
格
の
重
要
な
側
面
の

幾
つ
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
中
で
も
土
成
の
在
地
性
を
こ
れ
程
具
鐙
的

に
明
ら
か
に
し
た
研
究
は
従
来
存
在
し
な
か
っ
た
と
思
う
。
土
賊
研
究
の
一
つ

の
方
向
を
一
示
す
重
要
な
努
作
と
評
債
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
節
は
光
山
鯨
(
河
南
〉
、
腕
城
蘇
ハ
湖
北
)
に
お
け
る
奴
獲
を
扱
っ
た

も
の
で
あ
る
。
李
自
成
・
張
献
忠
等
の
慌
に
お
け
る
奴
獲
の
位
置
附
け
は
、
土

賊
の
そ
れ
と
並
ん
で
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
地
域
に
お
け
る
奴
繁
は

待
衣
凌
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
以
来
早
に
有
名
で
あ
り
、
わ
が
園
で
も
こ
の

奴
獲
に
論
及
さ
れ
た
研
究
は
多
い
。
著
者
は
そ
れ
ら
従
来
の
研
究
を
基
礎
に
、

明
末
農
民
叛
縦
と
の
関
連
で
こ
の
二
地
滅
の
奴
第
の
持
っ
た
意
味
を
考
察
し
て

い
る
。
光
山
・
廊
城
南
麻
に
お
け
る
奴
僕
の
中
心
は
有
力
郷
紳
に
隷
属
す
る
い

わ
ゆ
る
世
僕
・
鐘
僕
で
、
奴
僕
所
有
者
〈
郷
紳
地
主
麿
〉
と
の
聞
に
「
主
僕
の

分
」
が
存
在
す
る
隷
属
身
分
に
属
し
て
い
た
。
明
末
農
民
叛
飢
が
抜
大
す
る
過

程
で
、
そ
れ
と
直
接
関
係
を
持
っ
た
り
、
ま
た
閲
接
的
影
響
の
下
で
、
彼
等
は

同
じ
奴
僕
身
分
に
属
す
る
も
の
(
投
献
の
僕
・
強
占
の
僕
・
雇
工
の
僕
・
佃
田

の
僕
〉
や
「
無
頼
」
・
「
遊
民
」
等
も
加
え
て
、
奴
僕
身
分
解
放
の
叛
飢
を
起
こ

し
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
上
記
爾
地
域
に
お
け
る
奴
僕
の
存
在
形
態
の
特
質

ゃ
、
奴
漢
の
特
徴
、
郷
紳
屠
の
封
態
方
法
等
を
詳
論
す
る
と
と
も
に
、
新
し
い

権
力
者
で
あ
る
清
朝
が
主
僕
関
係
を
如
何
様
に
再
規
定
し
よ
う
と
し
た
か
を
検

討
し
て
い
る
。
そ
-の
結
果
、
著
者
は
こ
の
時
期
の
奴
繍
揮
を
衣
の
よ
う
に
意
義
附

け
る
、
「
光
山
・
廊
城
等
の
奴
出
現
は
、
清
朝
が
封
建
制
の
再
編
成
・
再
確
立
に

首
り
、
地
主
階
級
の
直
接
生
産
者
た
る
雇
工
・
佃
一
戸
の
内
、
奴
僕
身
分
を
有
す

る
部
分
を
解
放
し
、
よ
り
封
建
的
小
島
庶
民
と
し
て
自
立
化
さ
せ
、
他
方
で
は
奴

僕
身
分
の
再
規
定
と
奴
僕
解
放
の
事
例
を
詳
細
に
規
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
し
た

闘
争
の
一
例
」
(
百
四
十
七
頁
)
で
あ
る
と
。
明
末
清
初
期
に
お
け
る
奴
興
の

持
つ
意
義
を
考
え
る
に
嘗
っ
て
、
個
別
の
特
定
地
域
の
奴
第
の
詳
細
な
検
討
の

必
要
性
を
示
し
た
所
に
本
論
の
意
味
が
あ
ろ
う
。

，
次
い
で
第
三
章
の
紹
介
に
移
る
。
こ
の
章
は
表
題
の
遜
り
明
末
期
の
王
府
の

諸
問
題
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
我
が
閣
で
は
ど
う
し
た
わ
け
か
王
府
に
関

す
る
研
究
は
多
く
な
く
、
清
水
泰
衣
氏
の
研
究
の
後
で
は
布
目
潮
漏
氏
の
「
明

朝
の
諸
王
政
策
と
そ
の
影
響
」
(
『
惰
唐
史
研
究
』
附
篇
第
二
、
東
洋
史
研
究

舎
、
一
九
六
八
〉
が
最
も
基
本
的
、
包
括
的
な
研
究
と
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
布
目
氏
の
研
究
も
王
府
の
内
部
構
造
に
ま
で
燭
れ
た
菌

は
少
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
本
著
の
こ
の
章
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
論
考
は
、
そ

の
意
味
で
は
従
来
の
研
究
の
段
階
を
大
き
く
進
め
、
王
府
の
内
部
構
造
そ
の
も

の
の
一
角
を
鋭
く
切
開
し
て
見
せ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
筆
者
に
は
思
え

る
。
で
は
第
一
節
か
ら
内
容
の
紹
介
を
始
め
る
。

明
代
の
王
府
と
い
っ
た
場
合
、
誰
も
が
先
ず
頭
に
浮
か
べ
る
の
は
、

皇
族
と

い
う
特
権
を
利
用
し
た
大
土
地
所
有
H
王
府
妊
田
の
存
在
で
は
な
か
ろ
う
か
。

著
者
は
第
一
節
に
お
い
て
そ
の
経
団
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

特
に
高
暦
年
開
、
河
南
街
輝
府
に
就
藩
し
、
清
初
順
治
二
年
ま
で
存
績
し
た
瀦

王
府
の
妊
田
が
検
討
の
劉
象
と
さ
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
明
末
に
就
藩
し

た
王
府
は
、
そ
の
短
期
聞
に
お
け
る
磨
大
な
土
地
集
積
に
際
立
っ
た
特
徴
が
あ

る
と
い
う
。
級
王
府
は
輿
に
そ
う
し
た
王
府
の
一
つ
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
可
能

に
し
た
原
因
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
著
者
は
こ
う
し
た
問
題
を
設
定
し
つ

つ
、
河
南
に
就
藩
し
た
泌
王
府
が
奮
景
王
府
妊
回
を
継
承
し
そ
れ
を
基
礎
に
、
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湖
北
地
方
で
急
速
に
属
大
な
妊
田
を
集
積
し
た
過
程
を
詳
細
に
遁
求
し
て
い

る
。
そ
の
結
果
以
下
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
事
賓
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
瀦
王

府
妊
回
の
基
礎
と
な
っ
た
景
王
府
妊
田
は
、
王
の
奏
討
に
よ
っ
て
湖
庚
地
方
の

庖
大
な
「
開
田
」
(
明
中
期
以
降
急
速
に
開
愛
の
進
ん
だ
未
登
録
の
湖
田
・
洲

地
等
〉
を
集
中
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
重
要
部
分
は
地
主
層
に
よ
り
投

敵
さ
れ
た
民
国
で
あ
っ
た
。
瀦
王
府
が
景
王
府
妊
回
を
引
き
継
ぐ
に
嘗
り
、
そ

れ
を
原
額
の
妊
回
に
止
め
よ
う
と
す
る
官
僚
側
の
抵
抗
も
あ
っ
た
が
、
瀦
王
は

官
同
暦
一
帝
を
動
か
し
、
景
府
遺
産
の
名
目
で
大
量
の
民
団
地
を
賜
輿
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
際
王
府
内
官
(
官
官
〉
の
策
謀
ゃ
、
地
主
の
投
献
が
加
わ
っ
て
瀦

府
妊
回
は
急
速
に
庖
大
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

荘
回
の
集
積
過
程
の
み
な
ら
ず
、
抽
佃
府
が
そ
の
妊
田
か
ら
徴
牧
し
た
租
課
の

性
格
や
徴
収
方
法
に
も
重
大
な
問
題
が
あ
っ
た
。
王
府
荘
回
は
本
来
明
朝
の
官

田
の
一
種
で
、
土
地
所
有
権
は
図
家
に
直
属
し
て
お
り
、
地
代
に
つ
い
て
も
官

糧
則
例
に
も
と
づ
く
徴
税
率
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
峰
制
は

明
中
期
以
降
劇
壇
し
つ
つ
あ
り
、
王
府
の
租
は
民
聞
の
大
土
地
所
有
に
基
づ
く

私
租
と
殆
ん
ど
幾
り
な
い
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
掛
町
府
の
場
合
、
明
朝
は

大
量
の
民
団
地
(
園
家
の
税
糧
地
〉
を
糊
涯
と
し
て
輿
え
た
が
、
そ
の
王
租
は

「
瀦
府
養
臓
租
課
」
と
い
う
名
目
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
本
来
な
ら
ば
締
租
は
、

明
朝
の
徴
税
機
闘
を
通
じ
て
徴
収
し
、
規
定
税
額
を
輿
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
規
定
は
大
抵
皇
帝
自
身
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
、
王

府
自
身
に
よ
る
自
行
徴
牧
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
荘
回
の
租
率
は
民
国
よ

り
高
率
(
官
田
則
例
に
よ
る
た
め
)
で
あ
る
上
、
王
府
濁
自
の
徴
租
枚
奪
鐙
系

に
基
づ
い
て
、
即
ち
王
府
の
内
官
・
校
尉
が
家
人
・
家
僕
を
指
揮
し
て
徴
租
が

貧
行
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
際
の
額
外
徴
牧
(
附
加
租
や
二
重
取
り
)
や
私
的
刑

罰
が
佃
戸
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
王
租
は
私
租
と
し
て
の
性

格
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
元
来
園
家
の
「
良
民
」
で
あ
っ
た
塁
甲
民

も
、
こ
の
過
程
で
王
府
の
私
的
線
岡
崎
民
と
し
て
の
佃
戸
に
縛
落
せ
し
め
ら
れ
て

い
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
渦
妊
の
佃
民
と
周
迭
の
農
民
と
の
閲
に
土
地
所
有
権
を

め
ぐ
る
紛
争
が
激
化
し
て
い
っ
た
。
瀦
妊
の
佃
民
が
荘
国
境
界
の
民
団
地
を
獲

得
し
て
貧
質
上
自
身
の
減
租
を
狙
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
佃
民
と
一
般
百
姓
と
の

針
立
激
化
、
佃
民
の
抗
納
に
よ
る
泌
租
の
滞
納
の
増
加
、
王
府
要
員
の
割
地
の

要
求
等
々
が
重
な
り
、
例
え
ば
黄
阪
豚
で
は
泊
租
の
一
部
を
、
叫
m
妊
外
の
農
民

に
協
済
の
名
目
で
加
一
蹴
す
る
こ
と
が
寅
行
さ
れ
る
事
態
に
さ
え
な
っ
た
。
紙
幅

の
都
合
で
詳
述
で
き
な
い
が
、
さ
ら
に
ま
た
先
述
し
た
「
泌
府
養
贈
租
課
」
銀

を
泌
府
に
輿
え
た
結
果
生
じ
た
明
朝
歳
額
中
の
歓
額
分
は
、
納
府
の
支
配
地
域

で
は
な
い
湖
庚
各
地
州
豚
に
縛
科
波
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
著
者
の
強
調
し

て
い
る
賂
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
粉
租
の
一
部
を
縛
科
滅
す
る
と
い
う
措
置

は
、
首
一
該
一
勝
の
官
僚
が
そ
の
地
方
の
郷
紳
麿
の
合
意
と
共
同
行
動
と
を
得
て
始

め
て
寅
現
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
要
約
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に

「
一
王
府
た
る
瀦
王
府
の
財
源
確
保
は
、

康
範
な
直
媛
生
産
者
へ
の
牧
奪
を
伴

ぃ
、
同
時
に
明
朝
支
配
と
直
接
生
産
者
と
の
矛
盾
が
深
め
ら
れ
て
い
く
一
要
因

と
な
っ
た
。
ま
た
支
配
階
級
で
あ
る
紳
士
層
と
も
様
々
な
葛
藤
を
生
じ
た
」

(百
八
十
四
|
五
頁
〉
の
で
あ
っ
て
、
明
末
農
民
叛
鋭
の
設
展
過
程
で
、
王
府

が
打
倒
さ
れ
る
べ
き
支
配
層
の
中
心
的
存
在
の
一
つ
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

本
節
は
明
末
王
府
の
大
土
地
所
有
に
拘
わ
る
問
題
を
泌
王
府
に
し
.
ほ
っ
て
追

求
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
王
府
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
支
配
下
の
農
民
の
み
な

ら
ず
、
本
来
支
配
を
受
け
る
筈
の
な
い
地
域
の
康
範
囲
な
農
民
に
と
っ
て
も
如

何
に
矛
盾
す
る
存
在
で
あ
っ
た
か
が
、
大
土
地
所
有
の
面
か
ら
見
事
に
解
明
さ
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れ
て
い
る
。

，
次
い
で
第
二
節
に
移
る
。
本
節
は
従
来
よ
り
殆
ん
ど
研
究
が
な
か
っ
た
王
府

内
都
の
諸
機
関
で
使
用
さ
れ
た
箔
役
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
特
に
王
府
内
で
重

要
な
役
割
り
を
猪
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
校
尉
が
そ
の
中
心
で
あ
る
。
著
者
に
よ

る
と
王
府
校
尉
と
い
う
の
は
「
王
府
の
諸
機
構
上
か
ら
い
う
と
儀
衛
司
に
麗

し
、
そ
の
儀
術
司
は
王
府
を
統
轄
す
る
長
史
司
に
属
し
た
」
、
「
そ
の
性
質
は
儀

衡
司
に
波
達
さ
れ
る
人
関
関
係
か
ら
、
錦
衣
衡
が
直
接
的
影
響
力
を
有
し
て
い

た
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
主
府
儀
衡
司
の
職
務
は
「
侍
衡
・
儀
伏
を

掌
ど
る
」
こ
と
に
あ
る
が
、
「
錦
衣
衡
校
尉
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
」
諸
王

の
権
威
を
笠
に
着
て
、
王
府
校
尉
も
様
々
な
矛
盾
を
惹
起
す
る
存
在
で
あ
っ

た
。
こ
の
校
尉
は
各
地
衡
所
の
軍
戸
か
ら
充
桂
曲
さ
れ
る
軍
校
と
、
雑
役
と
し
て

一
般
民
戸
に
科
汲
さ
れ
る
民
校
の
二
種
が
存
在
す
る
が
、
著
者
は
特
に
民
校
を

中
心
に
そ
の
性
格
を
追
求
し
て
い
る
。
著
者
は
先
ず
親
王
・
郡
玉
・
将
軍
等

各
王
府
の
民
校
数
と
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
寅
僅
に
メ
ス
を
加
え

る
。
著
者
に
よ
れ
ば
成
化
・
弘
治
年
間
、
民
校
は
次
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ

た
。
「
民
校
は
本
来
的
に
は
明
朝
の
規
定
す
る
力
役
中
の
雑
役
で
、
そ
の
役
割

は
諸
王
の
導
引
・
出
入
な
ど
の
儀
従
的
」
(
二
百
四
頁
)
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
王
府
に
よ
る
私
的
な
納
銀
強
制
に
よ
り
非
常
な
重
役
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
役
を
負
指
さ
せ
ら
れ
た
丁
は
様
々
な
名
目
の
科
波
を
受
け
、
し
か
も
就
役

年
限
は
長
期
に
わ
た
っ
た
(
明
朝
の
規
定
で
は
、
雑
役
は
一
年
交
替
)
。
民
校

が
重
役
と
な
っ
た
原
因
を
、
著
者
は
「
力
役
と
し
て
の
特
殊
労
働
よ
り
も
、
王

府
に
よ
る
銀
納
形
態
で
の
牧
奪
と
丁
(
戸
〉
支
配
に
あ
っ
た
」
と
説
明
し
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
民
校
に
割
嘗
て
ら
れ
た
農
民
の
「
傾
家
蕩
産
」
が
相
縫
い
だ

た
め
、
明
朝
と
し
て
も
改
革
を
貧
施
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
嘉
靖
年
開
に

入
っ
て
、
王
府
と
地
方
官
と
の
封
立
を
伴
い
な
が
ら
も
、
民
校
は
布
政
司
の
管

理
の
下
、
銀
納
化
さ
れ
均
倍
法
の
銀
差
内
に
編
入
さ
れ
て
い
っ
た
。
主
府
は
規

定
人
数
分
の
銀
額
を
布
政
司
か
ら
受
け
取
り
、
必
要
な
労
働
力
を
雇
い
入
れ
る

鰻
制
(
雇
人
代
役
制
〉
が
確
立
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
民
校
の
も
つ

基
本
的
問
題
は
よ
う
や
く
解
決
に
向
っ
た
の
で
あ
る
。
王
府
の
民
校
に
つ
い
て

は
、
そ
の
存
在
だ
け
は
筆
者
も
か
つ
て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
地
問
役
と

し
て
の
内
容
や
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
全
く
不
聞
に
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ

の
節
で
述
べ
ら
れ
た
王
府
民
校
の
賓
態
は
全
く
新
し
い
貴
重
な
知
見
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

第
三
節
は
嘉
靖
年
聞
に
起
こ
っ
た
魯
王
府
の
内
紛
の
分
析
を
通
じ
て
そ
の
寅

態
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
王
府
内
-
部
の
朕
況
が
よ
り
具
値
的
に

述
べ
ら
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
魯
王
府
は
太
租
の
第
十
子
檀
が
洪
武
十
八
年
、

売
州
府
に
就
落
し
て
よ
り
、
清
の
順
治
十
一
年
、
南
明
政
権
の
一
つ
魯
院
園
が

滅
亡
す
る
ま
で
約
二
百
八
十
年
存
績
し
た
。
こ
の
関
、
魯
王
一
族
は
親
王
・
郡

王
・
附
府
軍
よ
り
庄
町
宗
に
及
ぶ
ま
で
そ
の
分
校
は
相
嘗
な
数
に
登
っ
た
が
、
そ
の

宗
室
開
に
深
刻
な
内
紛
が
生
じ
た
。
即
ち
嘉
靖
十
年
代
に
入
っ
て
親
主
で
あ
る

魯
王
翻
燃
と
、
こ
れ
に
封
立
す
る
郡
王
の
館
陶
王
蛍
淑
・
鎖
園
終
軍
観
熔
等
と

の
聞
に
王
府
の
権
威
や
財
産
を
め
ぐ
る
紛
争
が
愛
生
し
、
こ
れ
に
郡
王
聞
の
封

立
も
加
っ
て
内
紛
は
校
拾
不
能
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
明
朝
自
身
が
介
入
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
皇
帝
が
直
接
裁
断
を
下
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
の
取
調
べ
報
告
や
慮
罰
の
原
案
の
一
切
を
枚
録
し
た
の
が
『
魯
府

招
』
で
、
著
者
は
こ
れ
を
中
心
史
料
に
し
て
魯
王
府
内
紛
の
質
種
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
先
ず
内
紛
の
原
因
で
あ
る
が
、
魯
府
諸
郡
王
は

多
く
世
孫
(
魯
王
)
と
陸
ま
ず
、
と
い
う
こ
と
か
ら
相
互
に
相
手
の
無
法
・
腐

敗
等
の
欽
況
を
曝
露
し
合
う
こ
と
が
始
ま
っ
た
。
著
者
は
こ
う
し
た
樹
立
の
根

底
に
「
在
地
に
お
け
る
王
府
が
寄
生
的
で
、
強
大
な
枚
奪
組
織
」
に
な
っ
て
ゆ
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く
事
態
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
過
程
を
推
し
進

め
る
中
心
に
な
っ
た
の
が
魯
王
府
特
権
集
圏
で
あ
っ
た
。
こ
の
特
権
集
闘
は
王

府
の
典
膳
・
引
艦
舎
人
・
儀
術
正

・
典
儀
正

・
護
衛
指
揮
岬
等
、
「
玉
府
特
殊
権

力
機
関
」
で
あ
る
儀
術
司
・
禿
州
議
術

・
奥
儀
所
等
の
掌
鐘
者
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
特
権
集
幽
の
忠
貧
な
暴
力
組
織
と
し
て
「
究
州
議

術

・
儀
術
司
内
に
形
成
さ
れ
た
校
尉
・
軍
徐
等
の
集
園
ゃ
、
異
常
に
増
加
し
つ

つ
あ
っ
た
擬
制
的
な
家
父
長
的
支
配
下
の
家
人
や
伴
嘗
が
あ
っ
た
」
(
二
百
二

十
七
頁
)
の
で
あ
る
。
彼
等
に
よ
っ
て
土
地
・
動
産
の
掠
奪
、
私
刑
、

拷
問
、

荒
淫
、
殺
害
等
々
あ
ら
ゆ
る
悪
事
が
惹
き
起
こ
さ
れ
、
地
方
官
も
介
入
不
能
の

事
態
で
あ
っ
た
。
著
者
は
こ
の
魯
王
特
権
集
闘
に
よ
る
郡
玉
以
下
の
諸
宗
人
の

荘
園
奪
取
の
状
況
、
発
川
護
衛
内
部
の
武
官
、
即
ち
指
俸

・
千
戸

・
百
戸
等

ゃ
、
儀
術
司
の
儀
術
正
等
が
特
権
集
闘
を
形
成
し
て
い
っ
た
過
程
、
彼
等
に
よ

っ
て
王
府
の
機
構
が
如
何
に
私
物
化
さ
れ
て
い
た
か
、
ま
た
彼
等
の
下
で
、
軍

徐
や
校
尉
・
家
人
・
伴
首
が
如
何
な
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
等
々
、
数

々
の
興
味
あ
る
事
責
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
魯
王
特
権
集
闘
が
明
朝
支
配
と

封
立
し
、
そ
の
介
入
を
招
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
地
方

人
民
に
と
っ
て
如
何
に
敵
針
的
な
存
在
で
あ
っ
た
か
が
具
鐙
的
事
貨
に
よ
っ
て

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
三
節
に
亙
る
王
府
の
諸
側
面
の
研
究
に
よ
っ

て
、
王
府
内
部
の
機
構
と
そ
の
寅
態
を
本
格
的
に
解
明
し
得
る
切
口
が
大
き
く

関
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
従
来
は
、
王
府
が
政
治
的
、
社
曾
経
済

的
に
非
常
に
問
題
に
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
屡
々
述
べ
ら
れ
、
明
末
農
民
叛

飢
に
よ
っ
て
打
倒
せ
ら
る
べ
き
中
心
的
目
標
の
一
つ
と
さ
れ
た
こ
と
も
指
摘
さ

れ
て
来
た
。
し
か
し
王
府
の
内
部
機
構
に
ま
で
立
入
っ
て
、
そ
の
質
態
を
明
ら

か
に
し
、
王
府
の
存
在
そ
の
も
の
が
如
何
に
皇
帯
権
力
に
寄
生
す
る
も
の
に
な

っ
て
い
た
か
を
具
般
的
に
示
し
た
研
究
は
未
だ
な
か
っ
た
と
思
う
。
本
章
で
は

他
に
も
燭
れ
る
べ
き
重
要
な
論
貼
は
多
い
が
、
紙
幅
の
都
合
で
割
愛
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
筆
者
は
本
著
の
中
で
、
こ
の
第
三
玉
早
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
事
貧
は
も
と
よ
り
、
そ
の
論
置
の
方
法
に
お
い
て
も
最
も
徽
密
で
、
説
得
力

も
強
い
と
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。

以
上
本
著
三
章
の
内
容
を
極
く
大
雑
把
な
が
ら
紹
介
し
、
各
節
に
お
い
て
若

干
の
批
評
め
い
た
こ
と
も
述
べ
て
来
た
。
そ
こ
で
最
後
に
著
書
全
世
に
亙
る
感

想
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
本
者
は
『
明
末
農
民
叛
飢
の
研
究
』
と
題

さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
自
ら
も
断
っ
て
い
る
よ
う
に
表
題
の
問
題
に
つ
い
て
僅

系
的
・
全
面
的
に
考
察
し
た
も
の
と
は
筆
者
も
い
い
難
い
と
思
う
。
そ
れ
は
我

が
閣
に
お
け
る
明
米
農
民
叛
飢
に
関
す
る
研
究
が
な
お
ま
だ
そ
れ
を
可
能
に
す

る
程
の
蓄
積
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
附
篇
と
し
て

牧
載
さ
れ
た
「
明
末
農
民
叛
飢
に
闘
す
る
研
究
動
向
」
の
日
本
篇
と
中
園
篇
を

一
…瞥
す
れ
ば
瞭
然
で
あ
る
。

こ
の
第
二
節
「
中
閣
に
お
け
る
研
究
動
向
」
も
非

常
な
力
作
で
、
一
九
五
十
年
代
よ
り
最
近
ま
で
の
中
園
の
主
要
な
研
究
成
果
を

ほ
ぼ
十
全
に
紹
介
し
て
い
る
。
各
時
期
に
お
け
る
皐
界
の
中
心
的
論
争
貼
と
そ

の
時
期
の
成
果
、
残
さ
れ
た
問
題
黙
な
ど
が
的
確
に
整
理
さ
れ
て
い
て
、
中
園

の
研
究
史
を
知
る
上
で
の
基
本
文
献
に
な
り
得
る
と
思
う
。
ま
た
本
著
と
の
関

連
で
い
う
な
ら
ば
各
論
の
閲
を
繋
ぎ
、
そ
の
関
係
を
示
唆
す
る
解
説
の
役
割

も
果
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
敢
え
て
注
文
を
つ
け

る
と
す
れ
ば
、
本
者
全
篇
が
さ
程
鐙
系
的
な
構
成
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
な
の
で
、
各
論
の
位
置
附
け
を
一
般
研
究
者
に
よ
り
理
解
し
易
く
す
る
た
め

に
も
「
序
章
L

な
り
「
概
観
」
の
様
な
形
で
明
末
農
民
叛
凱
の
、
著
者
自
身
に

よ
る
全
鐙
像
が
捕
か
れ
て
い
て
欲
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も

う
一
つ
、
本
著
全
慢
を
、通
じ
て
い
え
る
こ
と
だ
が
、
著
者
は
明
末
農
民
叛
飢
の

全
一
過
程
を
直
接
生
産
者
農
民
の
立
場
を
蕊
軸
に
し
て
考
察
し
よ
う
と
努
力
し
て
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い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
研
究
者
の
一
つ
の
基
本
的
立
場
と
し
て
十
分
首
肯

で
き
る
こ
と
と
筆
者
は
理
解
す
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
上
記

の
こ
と
と
関
連
す
る
が
、
華
北
農
村
祉
禽
に
お
け
る
中
小
農
民
の
置
か
れ
た

状
況
|
|
著
書
中
、
部
分
的
に
論
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
多
い
が
ー
ー
に
つ
い

て
、
矢
張
り
何
ら
か
の
ま
と
ま
っ
た
解
説
が
あ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思

う
。
最
後
に
些
細
な
こ
と
を
少
々
。
引
用
さ
れ
て
い
る
漢
文
史
料
の
句
讃
に

つ
い
て
、
例
え
ば
百
四
十
一
一
貝
、
光
緒
『
臓
城
麻
志
』
の
文
は
「
:
;
:
公
上
書

大
宮
皿
、
使
家
人
可
汰
在
市
様
、
不
在
国
土
穴
、
衆
罪
嘗
徴
在
勢
家
、
不
在
小
戸
云

云
、
主
僕
之
分
頼
以
正
、
至
今
稽
鷲
。
」
と
諌
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
著

者
は
「
田
夫
の
衆
」
と
讃
ん
で
い
る
が
。
こ
う
し
た
史
料
の
譲
み
方
に
二
、
三

筆
者
の
賛
成
し
晶
兼
ね
る
箇
所
が
あ
る
(
百
一
頁
、
百
八
十
一
頁
等
〉
の
で
再
検

討
願
い
た
い
。
以
上
て
二
望
萄
の
言
め
い
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
本
著
が
わ

が
図
の
明
末
農
民
叛
飢
研
究
上
の
重
要
な
礎
石
と
な
る
べ
き
成
果
で
あ
る
こ
と

は
確
言
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
官
頭
で
も
網
れ
た
よ
う
に
夜
開
高
校
の

教
員
と
い
う
多
忙
な
本
務
の
芳
ら
研
究
を
績
け
て
こ
ら
れ
た
。
各
論
考
の
完
成

に
は
筆
舌
に
蓋
し
難
い
困
難
が
あ
っ
た
こ
と
と
想
像
す
る
。
そ
う
し
た
黙
も
含

め
て
、
筆
者
が
本
著
の
主
意
を
正
し
く
理
解
せ
ず
、
歪
め
て
批
評
し
た
黙
が
あ

れ
ば
海
容
を
乞
い
た
い
。
最
後
に
著
者
の
更
な
る
論
貼
の
展
開
を
期
待
し
て
筆

を
捌
く
。
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