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1 2 3 4 お

り

t土

じ

め

一
八
世
紀
後
半
か
ら

一
九
世
紀
宇
ば
に
か
け
て
イ
ン
ド

ル
ソ
ン
島
、

ジ
ャ
ワ
島
な
ど
ア
ジ
ア
の
い
く
つ
か
の
植
民
地
で
は
、
植
民
地
政
鹿
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. 
スカフ。ラ

プリアンガン地方

に
よ
っ
て
一
商
業
作
物
の
生
産
管
理
と
集
荷
濁
占
が
開
始

さ
れ
、
進
行
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
支
配
下
の
ジ
ャ
ワ
島
で

一
八
世
紀
に
始
ま
っ
た
コ
ー
ヒ
ー
義
務
供
出
制
度
と
、

そ
の
護
展
形
態
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
強
制
栽
培
制
度

(のロ

-Z民
的
包
括
】
)
は
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
と
く
に

著
名
な
後
者
は
従
来
概
読
書
な
ど
で
次
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
て
き
た
。
こ
の
制
度
は
オ
ラ
ン
ダ
政
聴
が
コ
ー
ヒ

ー
・
砂
糖
キ
ビ
・
藍
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
利
盆
を
あ
げ

ら
れ
る
作
物
を
住
民
に
栽
培
さ
せ
、
政
醸
の
決
定
し
た

-129ー

債
格
で
濁
占
的
に
買
い
上
げ
る
植
民
地
牧
奪
の
制
度
で

あ
る
。
現
地
人
支
配
層
を
温
存
利
用
し
て
住
民
の
土
地

と
第
働
力
を
提
供
さ
せ
た
結
果
、
住
民
は
疲
弊
し
、
悲

惨
な
生
活
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
〈
和
田

5
3
H
8
1宏)。

そ
の
後
一
九
七

0
年
代
半
ば
よ
り
こ
の
強
制
栽
培
制

度
像
を
批
判
す
る
一
群
の
研
究
が
現
れ
た
。
そ
の
中
で

は
強
制
栽
培
制
度
に
よ
る
農
村
の
破
壊
・
荒
鹿
が
誤
り

で
あ
る
こ
と
、
こ
の
制
度
が
農
村
の
経
済
護
展
に
プ
ラ

ス
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
輿
え
た
こ
と
を
強
調
す
る
論
調
が

多
数
涯
を
占
め
る
。
し
か
し
彼
ら
の
研
究
は
、
そ
れ
ま
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で
の
強
制
栽
培
制
度
像
の
批
判
に
念
な
除
り
、
こ
の
制
度
が
在
地
社
舎
に
興
え
た
プ
ラ
ス
面
の
み
強
調
し
て
こ
れ
ま
た
一
面
的
で
あ
る
こ
と
も

(

1

)

 

い
な
め
な
い
。
強
制
栽
培
制
度
下
で
住
民
が
疲
弊
し
飢
僅
の
誕
生
し
た
地
域
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
貫
で
あ
る
の
で
、
今
後
、
住
民
の
経
済
生

活
の
向
上
と
農
村
社
舎
の
抑
匪
や
荒
肢
を
同
時
に
引
き
起
こ
し
た
こ
の
制
度
の
メ
カ
ニ
ス
ム
を
、
地
域
そ
し
て
年
代
ご
と
に
解
明
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
強
制
栽
培
制
度
の
手
本
と
な
っ
た
一
八
二

0
年
代
の
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
の
コ
ー
ヒ
ー
義
務
供
出
制
度
に
事
例
を
取
り
、

」
の
よ

う
な
住
民
の
経
済
的
向
上
と
生
活
の
抑
座
と
を
生
み
出
し
た
装
置
と
し
て
、
植
民
地
政
聴
が
バ
ッ
ク
ア
て
フ
し
現
地
人
支
配
層
が
主
導
し
た
濯

概
回
開
設
の
果
た
し
た
役
割
を
考
え
る
。
な
か
で
も
こ
の
地
方
の
佐
民
が
経
済
的
安
定
と
引
き
換
え
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
務
働
時
間
の
従

属
を
、

コ
ー
ヒ
ー
と
自
給
農
業
の
作
業
暦
を
検
討
し
て
指
摘
し
た
い
。
と
は
い
え
こ
の
時
期
の
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
の
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
、

お
よ

び
自
給
農
業
た
る
稲
作
の
作
業
暦
に
関
す
る
研
究
は
い
ま
だ
手
つ
か
ず
の
朕
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
の
記
述
の
大
牟
は
、
嘗
時
の
コ
ー
ヒ

ー

ま
た
本
稿
で
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
と
呼
ぶ
ス
ン
ダ
人
の
居
住
地
域
は
、
嘗
時
の
行
政
匝
分
で
は
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
理
事
州
と
パ
イ
テ
ン
ゾ
ル
フ

-130ー

お
よ
び
米
の
農
作
業
暦
の
復
元
に
あ
て
ら
れ
る
。

イ
テ
ン
ゾ
ル
フ
の
レ
ヘ
ン
ト
(
現
地
人
首
長
)
が
、

S
E
Z
R
R
m〉
理
事
州
に
別
れ
て
い
た
。
雨
理
事
州
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
理
事
官
が
駐
在
し
、
そ
の
統
轄
下
パ
イ
テ
ン
ゾ
ル
フ
理
事
州
に
は
バ

プ
リ
ア
ン
ガ
ン
理
事
州
に
は
チ
ア
ン
ジ
ュ
ー
ル
(
、
H
，

E
E」

O
R
)、
バ
ン
ド
ン
(
切
田
口仏
o
g
m)、

ス
メ
ダ
ン

(
ω
8
B
O
L白ロ問
)、

ス
カ
ブ
ラ

3
3
E旬
。
角
田
〉
の
四
人
の
レ
ヘ
ン
ト
が
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
管
轄
地
域
を
統
治
し
て
い
た
。
蛍
時
彼
ら
は

ほ
ぼ
保
偏
化
し
て
お
り
、

オ
ラ
ン
ダ
政
鹿
は
、
住
民
か
ら
の
コ

ー
ヒ
ー

の
受
取
り
、
代
金
の
支
排
い
、
農
園
用
地
の
選
定
な
ど
コ
ー
ヒ

ー
生
産

に
か
か
わ
る
具
盟
的
な
管
理
を
、

理
事
官
お
よ
び
ヨ
ー
ロ

ッパ

人
コ
ー
ヒ
ー
監
督
官
〈
レ
ヘ
ン
ト
統
治
地
域
毎
に
駐
在
)
を
、
通
じ
て
、

レ
ヘ
ン
ト

統
治
地
域
の
下
位
行
政
車
位
で
あ
る
郡
の
長
や
そ
の
周
遊
の
有
力
者
に
質
行
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。



I 

一
八
二

0
年
代
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
の
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
作
業
磨
復
元

1 

史

料

コ
ー
ヒ
ー
農
園
開
設
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
政
麗
へ
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
引
渡
し
に
至
る
ま
で
の
作
業
手
順
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
本
節
で
は
一
入
世

(

2

)

 

紀
末
か
ら
一
八
二

0
年
代
ま
で
の
放
行
記
、
地
誌
、
行
政
文
書
な
ど
様
々
な
オ
ラ
ン
ダ
語
・
英
語
の
史
料
を
利
用
す
る
。
基
本
史
料
と
し
て

A
・
ド
H

ウ
ィ
ル
デ
著
『
ジ
ャ
ワ
島
の
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
』
(
巧

E叩
H
8
3
を
使
用
す
る
。
ウ
ィ
ル
デ
は
一
七
八
一
年
に
オ
ラ
ン
ダ
で
生
ま

れ

一
八

O
三
年
に
パ
タ
ビ
ア
の
オ
ラ
ン
ダ
政
鹿
に
奉
職
し
た
。
一
八

O
九
年
よ
り
一

O
年
以
上
に
わ
た
り
バ
ン
ド
ン
を
中
心
と
し
た
プ
リ

ア
ン
ガ
ン
地
方
に
駐
在
し
た
が
、
駐
在
を
開
始
し
た
頃
に
バ
ン
ド
ン
の
土
地
を
購
入
し
、
徴
税
樺
・
住
民
裁
判
権
付
き
の
私
領
地
(
官
吋
ZE--2m

]
白
口
弘
ぬ
る
の
所
有
者
と
な
っ
た
。
彼
は
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
の
住
民
の
言
語
で
あ
る
ス
ン
ダ
語
に
堪
能
で
現
地
の
事
情
に
明
る
く
、

ヨ
ー
』
ロ
ッ

-131-

パ
人
と
し
て
嘗
代
随
一
の
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
通
で
あ
っ
た
と
言
え
る
(
白
血
S
E
5
1
H
N
F
混
血

8
3
0

た
が
、
そ
の
目
的
は
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
関
係
者
、
と
く
に
そ
の
農
業
開
設
に
関
係
す
る
者
を
利
す
る
た
め
の
情
報
提
供
に
あ
っ
た
。
彼
は
こ

の
地
の
産
物
が
本
園
の
貿
易
の
一
端
を
捲
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
生
産
さ
れ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
蝕
り
に
知
ら
れ
て
い
な
い

上
掲
の
書
は
オ
ラ
ン
ダ
本
園
で
出
版
さ
れ

こ
と
に
疑
問
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
(
巧
E
0
5
8・H
l
口
)
。
そ
の
た
め
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
に
関
す
る
記
述
も
一
九
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
、
同
時
代

の
史
料
の
中
で
は
管
見
の
限
り
最
も
詳
し
い
。

そ
こ
で
以
下
、

T
-
S
・
ラ
ッ
フ
ル
ズ
著

本
書
の
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
の
記
述
を
基
本
と
し
て
、

『
ジ
ャ
ワ
誌
』

(
F
B
g
H
8
3
そ
の
他
の
同
時
代
史
料
を
参
照
し
つ
つ
作
業
暦
を
検
討
し
て
行
く
。
さ
ら
に
こ
の
時
代
の
作
業
暦
の
記
述
の
信

愚
性
を
検
討
す
る
た
め
に
、
一
八
八
七
年
出
版
の
『
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
政
麗
管
轄
下
の
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
(
出
怠
包
括
昆
笥
〉
の

(

3

)

 

記
述
と
の
異
同
を
註
に
お
い
て
考
察
す
る
。
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2 

新

園

開

設

一
八
二

0
年
代
の
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
で
は
、
新
園
開
設
は
生
産
量
の
援
大
の
み
な
ら
ず
そ
の
維
持
の
た
め
に
も
毎
年
か
な
り
の
規
模
で
行

な
う
必
要
が
あ
っ
た
。
コ

ー
ヒ
ー
の
苗
木
は
植
え
附
け
後
三
、
四
年
で
貫
を
つ
け
は
じ
め
た
が
、
土
壊
等
の
篠
件
に
よ
っ
て
そ
の
の
ち
早
い
も

(
4
)
 

の
で
六
年
、
遅
く
と
も
三

O
年
で
牧
穫
が
著
し
く
低
減
し
た
。
ま
た
土
地
選
定
の
不
備
な
ど
で
開
設
し
た
ば
か
り
の
農
園
の
苗
木
が
贋
範
圏
に

倒
れ
た
り
、
立
ち
枯
れ
た
り
す
る
事
態
も
比
較
的
よ
く
護
生
し
た
の
で
あ
る
(
巧

E
叩
お
8
H8
1
2一
己
四
四
百
8
ロ
〈
内
三
品
昆
N

∞¥
N
由一

MH1E)。

新
園
開
設
に
つ
い
て
、

ウ
ィ
ル
デ
は
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

新
園
開
設
珠
定
地
は
、
通
常
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
五
月
に
選
定
さ
れ
る
。

コ
ー
ヒ
ー
栽
培
に
適
し
た
土
壌
で

か
っ
、
大
農
園
を
開
設
で
き
る

土
地
が
選
ば
れ
る
。
山
腹
の
森
林
が
コ
ー
ヒ
ー
園
に
最
も
適
し
た
土
地
で
あ
る
(
巧
ニ
庶
民
ω
O
一
色
〉
。
貫
際
の
作
業
は
六
月
か
七
月
に
始
め
ら
れ

る
。
森
林
が
選
ば
れ
た
場
合
に
は
、

ま
ず
下
ば
え
の
木
、
下
草
を
刈
り
取
り
、
大
き
い
木
を
切
り
倒
す
。
木
の
枝
や
濯
木
は
積
み
上
げ
て
乾
燥

-132ー

さ
せ
た
の
ち
に
燃
や
す
。

つ
い
で
鋤
や
鍬
で
土
地
を
耕
す
。
こ
れ
ら
の
農
具
で
木
の
根
を
掘
り
起
こ
し
て
集
め
、
乾
燥
さ
せ
て
燃
や
す
。
こ
れ

は
残
っ
て
い
る
根
か
ら
木
が
繁
茂
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
木
灰
は
土
に
鋤
込
ん
で
酸
性
土
を
中
和
さ
せ
る
の
に
使
う
。
そ
の
後

一

ふ
た
た
び
下
草
を
刈
り
取
り
耕
す
。
時
聞
が
許
せ
ば
三
回
目
を
行
な
う
。
そ
し
て
植
え
附

け
ま
で
放
置
す
る
。
切
り
倒
し
た
大
木
は
販
買
す
る
か
列
肢
に
並
べ
て
腐
食
さ
せ
肥
料
と
す
る
(
巧

E巾
5
8・
2
1
8)。

つ
い
で
土
地
の
計
測
が
行
な
わ
れ
る
。
ま
ず
園
地
を
竹
垣
で
固
い
込
み
、
雨
期
の
到
来
と
と
も
に
そ
の
外
側
に
潅
木
を
植
え
る
。
さ
ら
に
竹

〈

5
〉

垣
の
外
側
三

i
四
フ
ッ
ト
の
と
こ
ろ
に
幅
三
J
四
フ
ッ
ト
深
さ
二

J
三
フ
ッ
ト
の
溝
を
掘
る
。
こ
の
作
業
は
犀
、
水
牛
や
牛
の
侵
入
を
防
ぐ
た

五
J
一一

O
日
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
お
い
た
の
ち
、

と
く
に
卒
地
の
農
園
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
竹
垣
で
固
ま
れ
た
園
地
の
二
つ
の
端
に
八
J
一
O
フ
ッ
ト
の
戸
口
を
つ
け
る
。
そ
し
て

(
6〉

固
い
込
ん
だ
園
地
を
割
る
。
戸
口
か
ら
戸
口
へ
と
園
地
の
中
央
に
幅
一
ル

l
デ
の
道
を
つ
け
、

め
に
、

」
の
中
央
道
か
ら
左
右
に
幅
入
J
一
O
フ
ッ
ト

の
小
道
を
つ
け
る
。
小
道
と
小
道
の
聞
に
は
通
常
二
五
J
三

O
本
の
木
が
植
え
附
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
道
は
竹
垣
の
内
側
に
つ
け
ら
れ



た
道
に
逼
じ
て
い
る
。
小
道
と
小
道
の
聞
は
さ
ら
に
計
測
さ
れ
る
。
間
隔
を
決
め
て
、

コ
ー
ヒ
ー
の
首
木
を
植
え
附
け
る
と
こ
ろ
に
木
切
れ
を

突
き
刺
す
。

日
除
け
用
の
樹
木
包
色
白
巴
を
植
え
る
地
貼
も
同
様
に
す
る
。
土
壌
が
よ
い
場
合
に
は
首
木
は
八
フ
ヅ
ト
四
方
の
開
隔
で
、
中
程

(

7

)

 

度
の
場
合
は
七
フ
ッ
ト
四
方
、
悪
い
場
合
は
六
フ

γ
ト
四
方
で
植
え
附
け
ら
れ
る
。
以
上
の
整
地
と
計
測
は
雨
期
の
雨
が
本
格
化
す
る
十
一
月

初
め
ま
で
に
行
な
う
ハ
者
二
倍

Mg
。一2
1
8
Y

雨
が
本
格
化
す
る
と
、
古
い
農
園
か
ら
日
除
け
用
の
樹
木
の
枝
を
と
っ
て
き
て
挿
し
木
す
る
。
そ
の
後
コ
ー
ヒ
ー
の
苗
木
を
植
え
る
穴
を
掘

る
。
も
し
日
除
け
用
の
樹
木
を
挿
し
木
す
る
ま
で
に
す
で
に
園
地
に
雑
草
が
密
生
し
て
い
る
場
合
に
は
、
除
草
し
て
か
ら
と
り
か
か
る
。

ヒ
l
の
苗
木
は
主
に
古
い
農
園
で
コ
ー
ヒ
ー
の
貫
生
を
採
集
す
る
こ
と
で
調
達
さ
れ
る
。
苗
木
は
二
J
三
年
の
も
の
が
好
ま
し
い
。
通
常
古
い

農
園
か
ら
引
き
抜
い
て
日
陰
の
細
い
水
路
に
二
J
三
日
つ
け
て
お
く
。
こ
れ
は
繁
茂
す
る
苗
木
か
否
か
を
見
分
け
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
苗

木
は
で
き
れ
ば
苗
床
で
育
成
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
植
え
附
け
に
肥
料
は
使
用
し
な
い
。
植
え
附
け
は
可
能
な
ら
新
年
に
な
る
前
に
済
ま
せ

コ

(
8〉

以
上
の
整
地
と
植
え
附
け
は
ジ
ャ
ワ
人
の
傍
役
負
携
者
を
交
代
で
使
用
し
て
、
ほ
ぼ
六
箇
月
で
完
成
す
る
(
ヨ
E
m
H
g
o
na
)。

ラ
ッ
フ
ル
ズ
著
『
ジ
ャ
ワ
誌
』
に
も
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
を
中
心
と
し
た
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
の
方
法
が
記
さ
れ
て
い
る

(
E
B
2
5
g
H
HR
?

〈

9
)

H
N
d。
ウ
ィ
ル
デ
の
記
述
よ
り
簡
略
で
あ
る
が
記
述
の
骨
子
は
よ
く
似
て
い
る
。
ま
ず
農
園
用
地
の
選
定
、
伐
採
、
火
入
れ
、
灰
の
利
用
、
大

木
の
慮
理
が
述
べ
ら
れ
る
。
つ
い
で
三
、
四
国
の
鋤
入
れ
、
地
割
り
、
生
け
垣
の
植
え
附
け
、
溝
掘
り
が
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
日
除
け
用
樹
木

の
植
え
附
け
、
苗
木
移
植
用
の
浅
い
穴
堀
り
、
貫
生
の
苗
木
探
し
、
そ
し
て
苗
木
の
植
え
附
け
が
語
ら
れ
る
。
細
部
の
違
い
を
列
奉
す
る
な
ら

ば
、
ま
ず
ウ
ィ
ル
デ
の
言
及
の
な
い
数
値
が
い
く
つ
か
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。
園
地
の
外
を
圏
む
垣
根
に
つ
い
て
は
生
け
垣
の
み
記
述
さ
れ
る

が
、
こ
れ
を
一
番
外
側
の
コ
ー
ヒ
ー
の
苗
木
の
列
よ
り
一
一
一
フ
ィ
ー
ト
離
す
こ
と
、
コ
ー
ヒ
ー
の
苗
木
を
植
え
る
震
に
掘
る
穴
の
深
さ
が
一
・

五
J
ニ
フ
ィ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
コ
ー
ヒ
ー
の
寅
生
は
一
四
イ
ン
チ
の
も
の
を
選
ぶ
こ
と
で
あ
る
。

(ω) 

の
貫
生
の
み
で
は
苗
木
の
需
要
を
満
た
さ
な
い
の
で
苗
床
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。

-133一

る
ハ
当

E叩
H
8
0
一gl叶
N
)

。

つ
い
で
作
業
内
容
で
は
コ
ー
ヒ
ー

509 
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各
作
業
の
貧
施
さ
れ
る
時
期
を
検
討
す
る
と
、

ラ
ッ
フ
ル
ズ
は
開
墾
作
業
が
八
月
か
九
月
に
始
め
ら
れ
る
こ
と
、
整
地
作
業
が
ほ
ぼ
完
了
す

る
頃
に
強
い
雨
が
降
り
始
め
る
こ
と
を
述
べ
る
。
ウ
ィ
ル
デ
と
比
べ
る
と
開
始
期
が
遅
い
。
こ
れ
は
ウ
ィ
ル
デ
が
開
始
期
に
つ
い
て
嘗
時
の
最

も
望
ま
し
い
時
期
を
記
し
た
こ
と
に
よ
る
相
違
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
一
八
二

O
年
に
は
八
月
上
旬
に
オ
ラ
ン
ダ
人
理
事
官
が
部

下
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
開
園
候
補
地
を
見
回
り
、
最
終
的
承
認
を
興
え
て
い
る
の
で
あ
る

(
m
a
5
2
5
8
!
?〆∞・

8
〉。
つ
い
で
日
除
け
用

樹
木
・
苗
木
の
植
え
附
け
開
始
期
は
ウ
ィ
ル
デ

ラ
ッ
フ
ル
ズ
と
も
雨
期
の
雨
が
本
格
化
し
た
後
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

い
ま
ひ
と

つ
の
一
八
二
七
年
出
版
の
旋
行
記
で
は

雨
の
本
格
化
し
た
一
一

J
一
二
月
に
古
い
農
園
で
の
貫
生
探
し
が
行
な
わ
れ
る
と
さ
れ
る

(
O
-
E
R

同∞
N

吋一∞
C
。
苗
木
の
植
え
附
け
作
業
終
了
時
期
に
つ
い
て
は
ウ
ィ
ル
デ
が
年
内
完
了
を
理
想
と
し
て
い
る
の
に
射
し
、

明
言
し
て
い
な
い
。
し
か
し
雨
期
の
終
わ
り
に
は
生
育
朕
態
の
悪
い
コ
ー
ヒ
ー
の
苗
木
と
日
除
け
用
樹
木
の
植
え
替
え
を
す
る
と
の
記
述
、が
あ

(

日

)

お
そ
ら
く
二
J
三
月
頃
ま
で
の
完
了
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ラ
ッ
フ
ル
ズ
は
こ
れ
を

る
の
で
、

以
上
の
よ
う
な
ウ
ィ
ル
デ
や
ラ
ッ
フ
ル
ズ
の
語
る
新
園
開
設
は
、
机
上
の
空
論
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
モ
デ
ル
・
ケ
ー
ス
と
考
え
た
ほ
う
が

-134ー

と
現
賓
が
早
引
離
し
て
い
る
場
合
に
は
、

よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
と
く
に
ウ
ィ
ル
デ
の
場
合
は
農
業
開
護
に
関
心
を
持
つ
讃
者
に
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
の
あ
る
べ
き
姿
を
述
べ
、
あ
る
べ
き
姿

そ
の
原
因
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
官
吏
の
怠
慢
や
現
地
人
首
長
の
恋
意
に
掃
す
傾
向
が
あ
る
。
そ
こ
で
賞
際

に
は
も
っ
と
簡
略
な
作
業
方
法
や
弾
力
的
な
作
業
期
聞
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
い
か
に
簡
略
で
あ
っ
て
も
新
園
開
設
に

省

略

不

可

能

な

作

業

と

し

て

、

耕

起

、

伐
採
、

火
い
れ

苗
木
の
植
え
附
け
が
残
る
。
し
か
も
大
き
な
務
働
力
を
必
要
と
す
る
伐
採
と
火
入

れ
、
耕
起
は
雨
期
の
到
来
、
遅
く
と
も
降
雨
が
本
格
化
す
る
以
前
に
終
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貫
生
探
し
、
苗
木
の
植
え
附
け
も
ま
た

次
の
乾
期
に
ま
で
ず
れ
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
新
園
開
設
に
必
須
の
作
業
は
季
節
に
拘
束
さ
れ
た
作
業
で
あ
り
、
し
か
も
乾
期

の
終
わ
り
か
ら
雨
期
の
半
ば
ま
で
に
集
中
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
な
お
以
上
の
作
業
に
動
員
さ
れ
た
者
の
性
別
・
年
齢
に
つ
い
て
は
何
れ
の

著
者
も
明
記
し
て
い
な
い
。
し
か
し
管
見
の
限
り
の
同
時
代
史
料
が
女
・
子
供
の
献
労
働
の
み
明
記
す
る
表
現
方
法
を
と
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、

こ
れ
ら
の
作
業
を
行
な
う
の
は
青
妊
年
男
子
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
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農
園
の
維
持
、
牧
穫
、
乾
燥
、
職
迭

開
園
さ
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
園
の
維
持
に
関
し
て
、

ウ
ィ
ル
デ
は
さ
ほ
ど
大
き
な
労
働
力
の
必
要
を
認
め
て
い
な
い
。

一
、
二
年
目
に
は
住
民
を

利
す
る
た
め
に
コ

ー
ヒ
ー
の
苗
木
の
聞
に
穏
や
豆
な
ど
の
栽
培
を
許
可
す
べ
き
こ
と
、

お
よ
び
三
年
目
に
は
こ
れ
ら
の
栽
培
を
や
め
除
草
す
る

こ
と
が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る

(
d
E
L
m
H
∞ω
。一8
1認
可

ラ
ッ
フ
ル
ズ
も
ま
た
、

除
草
が
一
年
に
三
、

四
回
行
わ
れ
た
こ
と
を
記
す
の
み
で
あ

る
(
男
同

B
8
5∞∞

HHHN30
新
園
開
設
と
比
較
す
る
な
ら
ば
必
要
な
労
働
力
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
一

一
家
族
を
圏
内
に
と
ど
め
て
作
業
を
さ
せ
、
集
落
の
住
民
に
そ
の
家
族
の
食
糧
を
供

(

ロ

)

給
さ
せ
る
と
い
う
維
持
方
法
が
ス
メ
ダ
ン
の
レ
ヘ
ン
ト
よ
り
提
案
さ
れ
て
い
た

(
Z
Sロ
H由
51HN
口
ふ

5
1

八

O
三
年
に
は
新
園
開
設
に
参
加
し
た
集
落
の
住
民
中
、

こ
れ
に
射
し
て
格
段
の
労
働
力
を
必
要
と
し
、
か
つ
オ
ラ
ン
ダ
人
官
吏
が
管
理
の
目
を
光
ら
せ
て
い
た
の
は
牧
穫
お
よ
び
職
、迭
で
あ
っ
た
。

政
鹿
は
毎
年
一
月
に
次
の
シ
ー
ズ
ン
の
引
渡
し
量
の
割
嘗
を
提
示
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
に
駐
在
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
監

督
官
は
、
三
J
四
月
に
視
察
に
よ
る
見
積
り
を
行
な
い
、
結
果
を
政
鹿
に
報
告
し
た
(
伊
関
E
2
5
N
H
l
H
r
s
N
H
ω
5
U
5
8
1品
目

130

-135ー

牧
穫
に
闘
す
る
ウ
ィ
ル
デ
の
記
述
は
新
園
開
設
に
比
較
し
て
簡
略
で
あ
る
。
雨
期
明
け
の
五
月
に
コ
ー
ヒ
ー
の
質
が
大
量
に
結
貫
し
、
摘
み

取
り
は
農
園
毎
に
一
斉
に
行
な
わ
れ
多
く
の
入
手
が
い
る
。
コ
ー
ヒ
ー
の
買
は
一
つ
一
つ
摘
み
取
る
の
が
望
ま
し
い
。
枝
葉
を
一
緒
に
と
っ
て
し

ま
う
と
未
熟
の
寅
も
摘
み
取
ら
れ
て
し
ま
う
う
え
、
翌
年
の
牧
穫
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す
。
以
上
を
記
す
の
み
で
あ
る
〈
巧

E巾
5
8
H
a
i司)。

量
の
結
賓
が
あ
り
、

こ
れ
に
封
し
て
ラ
γ

フ
ル
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

。フ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
で
は
摘
み
取
り
は
六

1
七
月
に
始
ま
る
。

そ
の
う
ち
二
回
目
が
最
も
大
量
で
あ
る
。
貫
一
つ
一
つ
の
摘
み
取
り
が
必
要
で
あ
る
が
、
理
由
は
ま
だ
花
の
段
階
に
あ
る

一
シ
ー
ズ
ン
に
三
回
大

も
の
を
守
る
た
め
で
あ
る
。
摘
み
取
り
は
女
・
子
供
が
行
な
い
そ
の
あ
い
だ
男
は
よ
り
重
い
労
働
を
す
る
(
何
回
B
2
5
g
H
-
H
N吋
lHN30

一
九
世
紀
の
植
民
地
文
書
を
検
討
す
る
と
、
こ
の
地
方
の
コ

ー
ヒ
ー
の
結
寅
期
は
、

一
般
的
に
は
ラ
ヅ
フ
ル
ズ
の
言
う
よ
う
に
、
乾
期
に

511 

回
あ
り
そ
の
二
回
目
の
量
が
最
も
多
い
と
い
え
る
。

し
か
し
標
高
の
高
い
農
園
で
は

一
回
の
多
量
の
結
賓
期
は
あ
る
も
の
の
そ
の
前
後
に
小
程
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度
の
結
寅
期
が
何
回
も
繰
り
返
さ
れ
た
と
言
う
〈
出
ぬ
ま
ロ
m
H∞∞斗
h
g
r
Q
Z
-
2
5
S
H
∞ω)
。
こ
の
た
め
牧
穫
期
に
も
幅
が
あ
っ
た
。
摘
み
取
り

一
九
世
紀
初
め
の
オ
ラ
ン
ダ
人
官
吏
の
報
告
で
は
、
低
地
の
最
盛
期
は
五
J
六
月
で
あ
り
、
気
温

は
大
結
貧
期
に
合
わ
せ
て
行
な
わ
れ
た
が
、

そ
こ
で
摘
み
取
り
の
最
盛
期
は
乾
期
の
牢
ば
ぐ
ら
い

ま
で
で
あ
る
が
終
了
の
時
期
は
特
定
し
得
な
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
摘
み
取
り
に
使
用
さ
れ
る
鉱
労
働
力
は
、
主
に
女
・
子
供
で
あ
っ
た
こ
と
が

の
低
い
山
岳
地
帯
で
は
こ
れ
よ
り
渥
く
な
っ
た
と
言
う
(
回
目
EHug-HNHHH
・印
8
1
S
3
0

他
の
史
料
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
が
、
男
子
が
参
加
す
る
場
合
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(

日

)

っ
て
農
園
に
移
り
住
む
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
(
国

g
ロ
5
5
1
H
N
口同一呂田・

g
p
E品)。

一
七
九
六
年
に
は
摘
み
取
り
の
た
め
に
家
族
が
揃

摘
み
取
り
が
終
わ
る
と
コ
ー
ヒ
ー
の
賓
を
乾
燥
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ィ
ル
デ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
摘
み
取
っ
た
コ
ー
ヒ
ー
の

寅
は
乾
燥
小
屋
に
運
ば
れ
る
。
地
面
よ
り
三

1
四
フ
ッ
ト
の
高
床
で
、
床
は
竹
編
み
で
あ
る
。
屋
根
が
聞
く
造
り
と
な
っ
て
い
て
日
中
は
太
陽

光
線
で
、
夜
間
は
床
下
の
焚
火
で
乾
燥
さ
せ
る
。
ほ
ぼ
乾
燥
し
た
ら
各
々
傍
役
負
措
者
の
家
へ
運
ぶ
。
そ
し
て
圏
燐
裏
上
の
天
井
板
の
上
に
置

い
て
さ
ら
に
乾
燥
さ
せ
る
(
当
E
0
5
8・叶
3
。
ラ
ッ
フ
ル
ズ
の
記
述
も
ほ
ぼ
同
内
容
で
、
相
違
貼
は
乾
燥
小
屋
内
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
が
か
き
混
ぜ

(
M
)
 

ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
の
み
で
あ
る
(
列
曲
目

g
巴
g
F
H
N
3
0

-136ー

地
面
の
穴
を
使
用
す
る
。

乾
燥
の
次
は
殻
落
し
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
デ
は
二
種
類
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
の
一
は
木
製
の
手
揖
き
の
臼
を
使
用
し
、

(
間
以
)

後
者
は
地
面
に
幅
一
四
J
一
五
ダ
イ
ム
(
三
六
J
三
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
の
か
な
り
深
い
穴
を
あ
け
、

い
ま
一
つ
は

こ
れ
を
袋
賦

か
幾
重
に
も
た
た
ん
だ
水
牛
の
皮
で
被
う
。
そ
こ
に
コ
ー
ヒ
ー
の
質
を
入
れ
て
木
槌
で
叩
く
の
で
あ
る
。
殻
落
し
を
行
う
の
は
強
批
な
腕
を
持

っ
た
者
で
あ
る
と
言
う
(
当
E
O
H
E
C一
ais-
ラ
ッ
フ
ル
ズ
も
ま
た
、

殻
落
し
に
は
水
牛
の
皮
の
袋
に
入
れ
て
叩
く
場
合
と
臼
を
使
用
す
る

コ
ー
ヒ
ー
豆
が
砕
け
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
は
前
者
の
方
が
よ
い
と
述
べ
て
い
る
(
刻
印
B
2
5
g
?
H
N
S。
な
お
乾
燥
お
よ

(
凶
)

び
穀
落
し
の
行
な
わ
れ
る
期
聞
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
乾
期
が
遁
期
の
仕
事
で
あ
る
と
い
え
る
。

場
合
が
あ
る
と
し、

以
上
の
用
意
が
で
き
る
と
、

コ
ー
ヒ
ー
豆
は
袋
や
簡
に
入
れ
ら
れ
て
倉
庫
ま
で
鞍
迭
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
バ
イ
テ
ン
ゾ
ル
フ
、

チ
カ
オ

(
吋

zr同
O
)
、

カ
ラ
ン
サ
ン
プ
ン

(FHgm回目
Z
ロ
巴
に
あ
る
内
陸
集
荷
基
地
ま
で
の
総
選
は
、

お
も
に
こ
の
地
方
の
住
民
が
携
わ
っ
た
。

陸



路
、が
使
用
さ
れ
た
の
で
や
は
り
道
路
朕
態
の
よ
い
乾
期
が
適
期
で
あ
っ
た
。
嘗
時
の
轍
迭
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
既
に
別
稿
で
論
じ
た
の
で
、

こ
こ
で
は
内
陸
集
荷
基
地
ま
で
の
職
迭
が
行
な
わ
れ
る
期
間
と
必
要
な
労
働
力
の
み
述
べ
て
お
こ
う
。
パ
タ
ビ
ア
の
政
鹿
よ
り
内
陸
集
荷
基
地

に
コ
ー
ヒ
ー
代
金
が
迭
ら
れ
た
の
は
七

i
八
月
で
あ
っ
た
(
河
内
間
宮
市
片
足
包
ー
や
戸
¥
N
N
5
N
H
1叶
l
N
d
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
内
陸
集
荷
基
地
で
の
コ
I

ヒ
1
引
渡
し
が
始
ま
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
内
陸
集
荷
基
地
ま
で
遠
い
生
産
地
か
ら
は
轍
迭
に
一
箇
月
以
上
か
か
り
、
職
選
は
政
鹿
の
理

想
と
す
る
年
内
完
了
よ
り
遅
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
と
く
に
集
荷
基
地
よ
り
遠
い

e

ハ
ン
ド
ン
・
ス
メ
ダ
ン
か
ら
の
職
迭
は
重
第
働
で
遅
れ
が
ち
で

八
月
以
降
は
頻
繁
と
な
る
(
同
州
市
m

E

R

H

∞N
H
l由
l
H
0
・
均
二
∞
N
H
i
∞l

あ
り
、
す
で
に
六
月
頃
か
ら
理
事
官
よ
り
総
迭
を
急
が
せ
る
命
令
が
出
さ
れ
、

由

1
官回目
F
S〉
。

総
迭
シ
ス
テ
ム
の
混
観
し
て
い
た
ラ
ッ
フ
ル
ズ
の
統
治
期
(
一
八
一
二
|
一
八
一
六
年
)
に
は
引
渡
し
は
四
月
ま
で
完
了
し
な
か
司

た
と
い
う
(
同
耐
え
凶

g
s
g
F
H
N
3
0
そ
こ
で
総
選
作
業
の
最
盛
期
は
六
J
七
月
頃
か
ら
翌
年
初
め
に
か
け
て
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

期
間
に
青
壮
年
男
子
が
水
牛
を
使
用
し
て
往
復
一
週
間
か
ら
一
箇
月
か
か
る
内
陸
聡
迭
を
何
回
か
繰
り
返
し
た
の
で
あ
る
(
大
橋
忌
宮
U
H
H
H
l

(

臼

〉
ロN
)
。
昔
時
コ
ー
ヒ
ー
は
主
に
水
牛
な
ど
職
、途
用
動
物
の
背
に
の
せ
て
運
ば
れ
た
が
、

道
の
勾
配
の
緩
や
か
な
と
こ
ろ
で
は
水
牛
の
ひ
く
荷
車

-137ー

も
使
用
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
新
園
開
設
後
の
作
業
の
う
ち
、
農
園
維
持
は
比
較
的
少
な
い
第
働
力
で
す
ん
だ
。
こ
れ
に
射
し
て
摘
み
取
り
は
人
手
を
大
量
に

必
要
と
し
た
が
女
・
子
供
で
も
行
な
え
る
第
働
で
あ
っ
た
。
青
批
年
男
子
の
献
労
働
を
最
も
必
要
と
し
た
作
業
は
職
、迭
で
あ
り
、
そ
の
時
期
は
乾

期
牟
ば
か
ら
雨
期
の
宇
ば
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
新
園
開
設
の
時
期
と
重
な
り
、
し
た
が
っ
て
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
の
な
か
で
青
壮
年
男
子
の
第
働
力

を
必
要
と
す
る
作
業
は
乾
期
半
ば
か
ら
雨
期
の
牟
ば
に
集
中
し
て
い
た
と
言
え
る
。

4 

コ
ー
ヒ
ー
作
業
暦
の
由
来

以
上
の
よ
う
に
、

コ
ー
ヒ
ー
の
生
産
と
鞍
迭
は
乾
期
の
半
ば
か
ら
雨
期
の
牢
ば
に
集
中
的
に
青
壮
年
男
子
の
努
働
力
を
必
要
と
し
た
が
、
戦

コ
ー
ヒ
ー
樹
の
生
態
に
由
来
す
る
必
然
と
い
う
よ
り
は
ヨ
ー
ロ

ッパ

へ
の
職
、迭
の
都
合
を
優
先
し
た
た
め
に
生
ま
れ
た
集
中

513 

迭
に
つ
い
て
は
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で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
摘
み
取
り
作
業
の
最
盛
期
は
乾
期
の
初
め
か
ら
半
ば
ぐ
ら
い
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
コ
ー
ヒ
ー
の
結
貫
期
と

必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
は
既
に
み
た
逼
り
で
あ
る
。

一
方
季
節
風
の
影
響
を
受
け
た
オ
ラ
ン
ダ
の
帆
船
が
本
圏
か
ら
支
排
い
用
の
貨
幣
を

積
載
し
て
到
着
す
る
の
は
雨
期
の
終
わ
り
か
ら
決
の
雨
期
の
初
め
に
か
け
て
で
あ
り
、
本
園
へ
の
出
港
は
年
末
年
始
お
よ
び
二
月
頃
の
二
回
で

迭
を
念
が
せ
た
理
由
は

あ
っ
た

@
O
M
5
5昆
A
S
)
。
政
臆
が
摘
み
取
り
作
業
を
乾
期
の
前
半
に
集
中
さ
せ
、
コ
ー
ヒ
ー
引
渡
し
の
年
内
完
了
を
目
指
し
て
住
民
に
轍

コ
ー
ヒ
ー
の
バ
タ
ビ
ア
到
着
を
本
園
行
き
帆
船
の
出
港
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
こ
の
摘
み
取
り
・
職
、
遺
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
オ
ラ
ン
ダ
が
創
出
し
た
と
い
う
よ
り
は
、

ジ
ャ
ワ
島
の
住
民
が
古
く
か
ら
親
し
ん
で
来
た

胡
臓
の
栽
培
・
稔
迭
暦
に
お
け
る
稔
迭
の
期
聞
を
前
倒
し
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
舎
祉
が
こ
の
地
方
を

領
有
し
た
直
後
で
、
い
ま
だ
現
地
人
支
配
層
に
劃
し
て
な
ん
ら
権
力
を
行
使
し
得
な
か
っ
た
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
初
め
に
お
い
て
、
プ

リ
ア
ン
ガ
ン
産
の
験
出
用
作
物
(
胡
淑
が
中
心
)
が
パ
タ
ピ
ア
お
よ
び
チ
ル
ボ
ン
へ
到
着
し
た
の
は
七
月
か
ら
翌
年
二
月
に
か
け
て
で
あ
っ
た

後
背
地
に
産
す
る
胡
取
は
雨
期
で
増
水
し
た
河
川
を
利
用
し
て
二
月
に

到
着
し
た
と
い
う

3
F
a
b
H
u
g
-
8
)。
お
そ
ら
く
大
航
海
時
代
に
は
、
一
一
一
一
世
紀
に
記
録
さ
れ
た
ジ
ャ
ワ
島
の
胡
叡
栽
培
・
職
選
暦
に
準
じ
た

(
国
防
白
ロ

H
由
H
O
l
H
N
H
H
H
H
2
3
0

ま
た
大
航
海
時
代
の
パ
ン
テ
ン
で
は
、
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四
月
に
質
を
結
ぶ
。
五
月
に

(

問

)

牧
穫
し
、
天
日
で
乾
か
し
倉
に
貯
賦
し
て
お
く
。
年
が
明
け
る
と
初
め
て
倉
か
ら
出
し
、
牛
車
で
交
易
す
る
の
で
あ
る
。

『
諸
蕃
士
山
』
に
お
い

て
職
、
途
シ
ー
ズ
ン
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
二
月
頃
に
始
ま
る
の
は
、
こ
の
頃
に
蛍
時
の
胡
板
の
大
消
費
地
で
あ
っ
た
中
国
方
面
か
ら
の
船
が
到
着

生
産
と
総
選
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

『
諸
蕃
志
』
に
よ
れ
ば
胡
取
は
中
園
暦
の
正
月
に
花
が
聞
き
、

ず
る
の
に
加
え
て
、
胡
棋
が
海
港
か
ら
近
い
土
地
で
生
産
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
海
港
に
近
い
倉
庫
ま
で
あ
ら
か
じ
め
轍
迭
さ
れ
て
い
た
た
め

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
劃
し
て
一
八
二

0
年
代
の
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
の
コ
ー
ヒ
ー
は
、
年
末
年
始
頃
に
オ
ラ
ン
ダ
へ
向
け
て
出
港
す
る
船
に
間

に
あ
わ
せ
る
べ
く
、
海
港
か
ら
時
に
は
一

0
0キ
ロ
以
上
離
れ
た
火
山
の
山
腹
よ
り
運
ば
れ
た
。
雨
期
に
は
陸
路
の
通
過
が
困
難
と
な
る
た
め

に
乾
期
の
う
ち
に
内
陸
港
ま
で
運
ん
で
お
く
必
要
が
あ
っ
た
が
、
生
産
地
か
ら
内
陸
港
ま
で
は
一
箇
月
か
か
る
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
職

迭
は
前
倒
し
と
な
り
乾
期
に
大
き
く
食
い
込
む
こ
と
に
な
司
た
の
で
あ
る
。



オ
ラ
ン
ダ
領
有
以
前
の
時
代
の
拐
板
栽
培
と
職
、
迭
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
向
け
コ
ー
ヒ
ー
に
適
用
し
た
場
合
に
内
包
さ
れ
た
航
労
働

力
需
要
の
季
節
的
集
中
は
、

プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
の
コ
ー
ヒ
ー
生
産
量
が
さ
ほ
ど
多
く
な
く
、
海
港
ま
で
の
職
迭
に
比
較
的
便
利
な
土
地
で
生

産
さ
れ
て
い
た
時
代
に
は
大
き
な
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
曾
祉
は
一
七
八

0
年
代
か
ら
コ
ー
ヒ
ー
生
産
の
蹟

大
を
は
か
り
、

つ
い
で
撮
大
政
策
を
纏
承
し
た
オ
ラ
ン
ダ
政
麗
が
、

一
九
世
紀
初
頭
よ
り
本
節
で
述
べ
た
よ
う
な

E
大
な
コ
ー
ヒ
ー
園
を
交
通

不
便
な
火
山
の
山
腹
に
開
園
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
住
民
の
贋
範
な
動
員
が
必
要
と
な
り
、
自
給
農
業
に
お
け
る
勢
働
力
需
要
と
の

調
整
が
問
題
と
し
て
浮
上
し
た
の
で
あ
る
。

11 

稲
作
の
作
業
暦

オ
ラ
ン
ダ
人
は
一
七
世
紀
半
ば
に
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
に
関
心
を
示
し
て
よ
り
、

こ
の
地
方
の
主
要
な
食
糧
は
米
で
あ
る
と
認
識
し
て
き

一139-

1 

コ
ー
ヒ
ー
栽
培
へ
の
影
響

た
。
た
だ
し
一
七
三

0
年
代
ま
で
の
植
民
地
文
書
に
現
わ
れ
る
稲
作
の
方
法
は
ほ
と
ん
ど
焼
畑
移
動
耕
作
の
み
で
あ
っ
た
。
水
田
耕
作
は
、

八
世
紀
牟
ば
よ
り
コ
ー
ヒ
ー
の
大
牢
が
義
務
総
宵
役
で
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期
と
ほ
ぼ
軌
を
一
に
し
て
普
及
し
て
行
く
。
こ
の
水
田
耕
作

の
普
及
と
コ
ー
ヒ
ー
生
産
の
展
開
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は

F
・
ド
H

ハ

1
ン
が
植
民
地
主
義
の
立
場
か
ら
、

コ
ー
ヒ
ー
栽
培
の
展
開
が
水
田

耕
作
の
普
及
を
も
た
ら
し
た
貼
を
強
調
し
、

コ
ー
ヒ
ー
栽
培
は
住
民
の
定
着
、
す
な
わ
ち
生
活
の
向
上
に
よ
い
影
響
を
興
え
た
と
解
標
し
た

(民

g
ロ
H
U
H
O
i
-
N
F
S
H
る
。
筆
者
は
、
こ
の
水
田
耕
作
の
普
及
と
コ
ー
ヒ
ー
傍
役
強
化
の
関
わ
り
を
よ
り
詳
し
く
検
討
し
、
支
配
層
主
導
に
よ

る
水
田
・
濯
概
施
設
の
造
成
が
、
食
糧
生
産
の
安
定
化
の
み
な
ら
ず
支
配
層
と
住
民
の
紐
帯
を
強
化
し
、
こ
れ
が
傍
役
遂
行
の
安
定
化
・
強
化

を
可
能
に
し
た
こ
と
を
述
べ
た
(
大
橋
忌
∞

ε。

515 

本
節
で
は
、

一
八
世
紀
後
半
に
念
速
に
普
及
し
た
水
田
が
濯
概
回
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
濯
概
回
と
そ
の
他
の
耕
地
の
相
違
に
焦
貼
を
あ
て
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て
稲
作
の
作
業
暦
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
濯
概
回
の
持
つ
特
質
が
前
節
末
で
述
べ
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
、
住
民
の
動
員
の
強

化
に
つ
な
が
司
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
節
で
も
ウ
ィ
ル
デ
の
著
書
を
基
本
史
料
と
し
、
ラ
ッ
フ
ル
ズ
の
著
書
等
、
同
時
代
史
料
の
記
述

と
比
較
す
る
。
し
か
し
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
総
出
周
作
物
の
栽
培
法
と
く
ら
べ
る
と
自
給
農
業
に
関
す
る
記
述
は
概
し
て
乏
し
い
の
で
、
こ
れ
を
補

(

悶

)

う
た
め
に
二
O
世
紀
初
頭
に
瑳
表
さ
れ
た

H
・
C
-
H
・
ビ
ィ
の
論
文
「
ジ
ャ
ワ
の
原
住
民
農
業
」
を
援
用
し
、
さ
ら
に
註
に
お
い
て
一
九
七

-
(
却
)

0
年
代
の
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
の
水
田
耕
作
の
作
業
暦
を
調
査
し
た
五
十
嵐
の
研
究
(
五
十
嵐

5
2〉
と
比
較
す
る
。

ま
ず
は
オ
ラ
ン
ダ
人
が
最
も
注
目
し
、
比
較
的
詳
し
い
記
述
の
あ
る
濯
班
回
の
耕
作
か
ら
見
て
行
こ
う
。

2 

濯
概
田
の
作
業
手
順
復
元

水
を
十
分
得
ら
れ
る
濯
概
回
は
作
業
を
始
め
る
時
期
を
選
ば
な
い
。
作
業
は
ど
の
季
節
か
ら
で
も
始
め
ら
れ
た
。
水
田
耕
作
法
の
記
述
を
残

し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
い
ず
れ
も
が
、
こ
の
こ
と
を
濯
概
田
耕
作
の
大
き
な
特
徴
と
す
る
。

(

幻

)

た
J
-
b
・
オ
リ
フ
ィ

l
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

一
八
二

0
年
代
前
半
に
オ
ラ
ン
ダ
政
鹿
に
奉
職
し

-140ー

こ
の
方
法
(
港
紙
回
で
の
耕
作
l
引
用
者
註
)
に
よ
れ
ば
人
は
時
聞
を
無
駄
に
す
る
こ
と
が
な
い
し
、

季
節
風
の
交
代
か
ら
自
由
で
い
ら
れ

(
中
略
)
こ
の
方
法
を
使
用
す
れ
ば
容
易
に
一
年
聞
に
二
回
の
牧
穫
期
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
、

〈

n)

な
い
ハ
o
-
2
-
2
H
∞N
吋

H
8
1
E〉。

る

五
年
半
で
六
回
の
牧
穫
も
希
で
は

ウ
ィ
ル
デ
の
著
書
に
も
次
の
一
節
が
あ
る
。

十
分
に
水
を
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、

〔
水
田
耕
作
は
〕

つ
ね
に
限
定
さ
れ
た
時
期
に
行
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
あ
る
と

こ
ろ
で
の
栢
の
育
成
段
階
が
他
の
と
こ
ろ
と
大
蟹
異
な
っ
て
い
る
献
態
が
見
ら
れ
る
ハ
垣
正
叩
お
8
一∞
3
0

お
そ
ら
く
濯
瓶
田
の
普
及
開
始
期
か
ら
こ
の
利
黙
は
オ
ラ
ン
ダ
人
に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

す
で
に

一
七
七
七
年
の
オ
ラ
ン
ダ
人

の
銀
行
日
誌
の
中
に
、
チ
ア
ン
ジ
ュ

ー
ル
の
レ
ヘ
ン
ト
居
住
地
の
そ
ば
で
一
一
月
(
雨
期
の
初
め
〉
に
貰
っ
て
い
る
宿
の
記
述
が
あ
る
〈
〉

g
ミ・



5
0
5
H
m
w
日市山一口
N
)

。

畑
・
焼
畑
に
つ
い
て
の
み
耕
作
期
が
雨
期
に

(

幻

〉

限
ら
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
言
外
に
濯
海
田
耕
作
の
無
季
節
性
が
語
ら
れ
て
い
る
〈
Z
E
R
E『
m
r
H
∞
印
日
日
同
忠
一
。
そ
こ
で
濯
渡
田
の
作
業
に
つ

プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
の
産
物
に
闘
す
る

一
七
九

0
年
代
の
調
査
報
告
に
も
、

い
て
は
各
作
業
段
階
に
か
か
る
日
数
と
第
働
力
に
焦
貼
を
あ
て
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

苗
代
作
り
と
本
田
準
備
に
つ
い
て
ウ
ィ
ル
デ
は
開
墾
か
ら
始
め
て
衣
の
よ
う
に
述
べ
る
。
は
じ
め
に
水
田
に
す
る
土
地
の
樹
木
と
下
草
を
す

べ
て
刈
り
取
る
。
そ
の
土
地
の
慶
さ
は
一
人
の
男
が
二
頭
の
水
牛
を
使
用
し
て
耕
作
可
能
な
贋
さ
や
g
司

8
r
r
-
g
F
E〉
で
あ
り
、
通
常
は

そ
の
と
き
水
が
筆
か

ら
筆
へ
と
流
れ
る
よ
う
に
す
る
。
そ
し
て
一
フ
ッ
ト
徐
り
の
高
さ
の
畦
を
作
っ
た
の
ち
、
ふ
た
た
び
雑
草
や
木
の
根
を
き
れ
い
に
刈
り
取
り
耕

す
。
一
回
目
の
水
を
入
れ
、
田
植
え
が
可
能
と
な
る
柔
ら
か
さ
、
細
か
さ
に
な
る
ま
で
懇
で
何
度
も
耕
す
。
そ
の
際
各
筆
の
水
深
が
同
じ
に
な

る
よ
う
に
調
節
す
る
(
者

E
m
H
g
o
u
g
l∞
⑦
。
以
上
の
方
法
で
は
じ
め
に
て
二
筆
を
準
備
し
、
苗
代
と
し
て
使
用
し
て
種
を
播
く
。
そ
の
あ

と
で
残
り
の
土
地
を
本
田
と
し
て
準
備
す
る
と
、
そ
の
あ
い
だ
に
苗
が
伸
び
る
こ
と
に
な
る
。
苗
は
播
種
後
四

0
1四
五
日
で
田
植
え
に
適
す

る
よ
う
な
十
分
な
高
さ
に
育
つ
。
本
田
準
備
が
終
わ
っ
た
の
ち
、
全
て
の
田
を
竹
垣
で
圏
う
。
こ
れ
は
野
豚
な
ど
の
動
物
か
ら
水
田
を
守
る
た

め
で
あ
る
ハ
巧

E
O
H∞
8
H
E
l自〉。

つ
い
で
津
山
の
長
方
形
の
筆
に
分
け
る
。

九
O
O
J
一
0
0
0卒
方
ル
l
デ
(
一
・
ニ

J
一
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
〉
で
あ
る
。

-141-

ウ
ィ
ル
デ
は
開
墾
か
ら
記
述
す
る
一
方
で
、
濯
概
施
設
に
閲
す
る
作
業
に
燭
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
封
し
ビ
ィ
の
研
究
は
、
既
存
の
水
田
の

(

μ

)

 

使
用
を
前
提
と
し
て
濯
甑
施
設
の
修
復
作
業
か
ら
始
ま
る
。
濯
概
施
設
の
修
復
は
耕
起
の
三
J
四
週
間
前
に
始
め
る
。
耕
起
は
水
田
の
湛
水
後

一
O
J
一
四
日
た
ち
土
が
柔
ら
か
く
な
っ
て
初
め
て
行
な
わ
れ
る
(
回
目

5
2一問
弁

勾

lsv
開
墾
が
相
嘗
準
ん
だ
二

O
世
紀
初
頭
で
は
も
は
や

田
を
竹
垣
で
圏
う
作
業
は
記
述
さ
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
他
の
作
業
の
大
筋
は
む
し
ろ
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
苗
代
お
よ
び
本
田
準
備
に
必

要
な
期
聞
に
つ
い
て
、
ビ
ィ
は
苗
代
で
の
播
種
が
作
業
開
始
の
起
鮎
で
あ
り
、
海
抜
の
高
い
と
こ
ろ
で
は
田
植
え
は
こ
れ
か
ら
四

O
J
五
O
日

後
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
聞
に
本
田
準
備
を
す
ま
せ
る
と
い
う
。
ま
た
苗
床
準
備
に
は
一
週
聞
か
ら
一

O
日
か
か
司
た
と
い
う
(
出
町

(
お
)

HSHH
芦
雪
)
。
そ
こ
で
既
存
の
水
田
を
使
用
す
る
な
ら
ば
作
業
開
始
か
ら
田
植
え
ま
で
の
期
聞
は
三
箇
月
程
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
。

517 
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田
植
え
と
そ
の
後
の
管
理
に
つ
い
て
ウ
ィ
ル
デ
は
衣
の
よ
う
に
言
う
。

苗
床
の
苗
を
抜
い
て
束
ね

高
さ
が
六
J
七
ダ
イ
ム
(
一
五
J
一
八

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
に
な
る
よ
う
に
葉
先
を
切
り
そ
ろ
え
る
。
そ
の
後
苗
の
束
は
各
筆
に
分
け
ら
れ
る
。

田
植
え
に
は
大
幾
多
く
の
人
手
が
必
要

で
あ
り
、
家
族
や
村
の
者
が
互
い
に
助
け
合
う
。
こ
の
仕
事
は
た
い
て
い
女
・
子
供
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
二
?
三
本
の
苗
を
一
と
こ
ろ
に

挿
し
て
行
く
。
道
具
を
使
わ
な
い
が
か
な
り
規
則
正
し
く
列
伏
に
植
え
ら
れ
る
。
田
植
え
の
あ
と
は
、
通
常
三
日
開
、
回
を
湛
水
さ
せ
る
。
そ

の
あ
と
水
を
落
し
三
日
開
乾
か
す
。
必
要
な
ら
ば
も
う
一
度
水
を
入
れ
る
。
こ
の
湛
水
、
乾
燥
の
操
作
は
牧
穫
を
左
右
す
る
の
で
特
別
の
注
意

が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
後
必
要
に
臨
応
じ
て
と
き
ど
き
除
幕
が
な
さ
れ
る
(
巧
E
巾

5
8・g
l
g
v

苗
の
準
備
と
田
植
え
に
つ
い
て
ビ
ィ
の
著
書
は
は
る
か
に
詳
し
い
も
の
の
、
作
業
の
大
筋
と
必
要
な
州
労
働
力
は
ウ
ィ
ル
デ
の
記
述
と
ほ
ぼ
同

(

お

)

じ
で
あ
る
(
切
5
5
2
ぃ雪
l

斗C
)
。
田
植
え
後
の
水
田
管
理
に
つ
い
て
ウ
ィ
ル
デ
は
苗
代
管
理
と
混
同
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ビ
ィ
、
五
十
嵐
と

も
田
植
え
後
数
日
は
徐
々
に
水
を
深
く
入
れ
る
こ
と
、
数
日
後
に
一
回
目
の
除
草
お
よ
び
育
ち
の
悪
い
苗
を
植
え
替
え
る
こ
と
、
田
植
え
後
一

-142ー

箇
月
半
か
ら
二
箇
月
の
と
き
に
除
草
す
る
こ
と
を
記
す
の
み
で
あ
る
(
回
目

5
2
一
芯
一
五
十
嵐
包
宮
ふ
斗
印
∞
〉
。
何
れ
に
し
て
も
苗
の
活
着
を
待

つ
デ
リ
ケ
ー
ト
な
時
期
に
水
田
を
乾
燥
さ
せ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
れ
に
劃
し
て
五
十
嵐
は
、
苗
代
に
種
籾
を
播
い
た
の
ち
二

l
三
日
お

き
に
湛
水
乾
燥
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
記
録
し
て
い
る

(
五
十
嵐
包
∞
品
目
ω
品〉。

な
お
施
肥
は
一
般
に
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ラ

ッ
フ
ル
ズ
は
施
肥
は
行
な
わ
れ
な
い
と
し
(
河
田
昌
2
5
g
H
・
ロ
∞
〉
、
ビ
ィ
も
施
肥
は
勤
勉
な
農
民
の
み
行
な
う
と
し
て
い
る

(
E
0
5
2
H
H
0
3
。

稲
が
質
る
段
階
の
作
業
に
つ
い
て
ウ
ィ
ル
デ
の
記
述
は
詳
し
く
、
そ
の
大
要
を
述
べ
る
な
ら
ば
衣
の
よ
う
で
あ
る
。
稲
穂
が
熟
し
て
来
る
と

水
田
の
中
央
か
脇
に
榔
子
の
葉
の
屋
根
を
持
つ
竹
製
の
見
張
り
小
屋
を
作
る
。
小
屋
は
数
フ
ッ
ト
の
高
床
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
の
鳴
子
に
似

た
鳥
追
い
を
つ
け
る
。
水
田
の
あ
ち
こ
ち
の
方
向
に
竹
の
杭
を
立
て
、

そ
こ
か
ら
小
匡
へ
向
け
て
、
動
く
も
の
や一音
の
出
る
も
の
を
く
く
り
つ

け
た
ロ
l
プ
を
張
る
。
こ
の
ロ
l
プ
を
小
屋
か
ら
揺
す
っ
て
小
鳥
を
脅
か
す
。
そ
の
ほ
か
日
本
の
添
水
に
よ
く
似
た
野
豚
追
い
が
作
ら
れ
る
。

竹
の
筒
を
流
水
の
下
に
置
き
圭
一
日
を
立
て
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
(
巧
己
診

5
8
・∞
3
0

ビ
ィ
の
著
作
中
の
見
張
り
小
屋
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
閉
じ
と
言
え
る
ほ
ど
ウ
ィ
ル
デ
と
よ
く
似
て
い
る
(
目
。

H
S
H
-
g
l
u
c。
ま
た
見
張
り



に
必
要
な
勢
働
力
に
つ
い
て
、

ウ
ィ
ル
デ
お
よ
び
ビ
ィ
に
は
記
述
が
な
い
が
、

一
七
九

0
年
代
の
報
告
に
よ
れ
ば
こ
の
見
張
り
小
屋
に
は
一
家

の
主
が
ず
っ
と
寝
泊
ま
り
し
、
自
炊
も
す
る
。
妻
子
は
そ
こ
を
訪
問
し
と
き
ど
き
泊
ま
る
と
い
う

(
Z
E
R
E
H
m
r
H∞
ghHNωlH匡
〉
。
こ
れ
に
劃

し
て
ラ
ッ
フ
ル
ズ
は
ジ
ャ
ワ
島
全
瞳
を
念
頭
に
お
い
た
記
述
の
中
で
、
子
供
が
小
屋
で
の
見
張
り
を
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
(
何
回
国
g
H
U留

(

幻

〉

HHHNOlHNC
。

稲
刈
り
に
つ
い
て
の
ウ
ィ
ル
デ
の
記
述
は
極
め
て
短
い
。

す
べ
て
の
人
手
が
集
め
ら
れ
、

手
鎌

(SFSF)
で
穂
一摘
み
さ
れ
る
。

穂
の
下
に

一フ

ッ
ト
か
も
う
少
し
の
室
を
つ
け
て
お
く
。
そ
し
て
束
に
縛
っ
て
米
倉
へ
運
ぶ
の
で
あ
る
(
巧
正
申
包
包
一
∞
∞
〉
。

稲
刈
り
の
際
の
鉱
労
働
力
に
つ
い
て
先
述
の
一
七
九

0
年
代
の
報
告
で
は
、
稲
刈
り
も
女
・
子
供
の
仕
事
と
す
る
。
稲
刈
り
は
相
互
扶
助
で
行

な
わ
れ
、
参
加
し
た
も
の
は
自
分
が
刈
っ
た
五
分
の
一
を
報
酬
と
し
て
受
け
取
っ
た

(
Z
E
R
E
a
F
5目
印

UHNC。
オ
リ
フ
ィ

l
ル
は
、
稲
刈
り

を
す
る
者
の
中
に
女
・
子
供
の
ほ
か
老
人
も
含
め
て
い
る
が

(
o
-
E
2
5ミ一定〉、

こ
れ
は
田
植
え
が
青
祉
年
男
子
以
外
の
第
働
力
に
委
ね
ら

れ
て
い
た
も
の
と
解
擦
で
き
よ
う
。
ラ
ッ
フ
ル
ズ
は
ジ
ャ
ワ
島
全
瞳
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
稲
刈
り
は
誰
で
も
参
加
で
き
る
。
報
酬

は
逼
常
自
ら
刈
り
取
っ
た
稲
穂
の
六
分
の
一
か
ら
八
分
の
一
で
あ
る
が
、
入
手
の
足
り
な
い
と
き
は
五
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
に
ま
で
に
な

〈
叩
山
)

り
、
多
す
ぎ
る
と
き
に
は
一

O
分
の
一
か
ら
一
二
分
の
一
と
な
る

(
E
B
8
5
g
F
H
N
C。
な
お
ビ
ィ
に
よ
れ
ば
稲
束
の
乾
燥
に
は
一
週
間
か

-143ー

ら一

O
日
か
か
司
た
(
宮
内
呂
田
HHHωd。

最
後
に
濯
甑
回
で
の
耕
作
期
間
と
必
要
な
第
働
力
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ウ
ィ
ル
デ
は
、
田
植
え
の
後
、
野
鼠
や
昆
最
に
や
ら
れ
な

か
っ
た
な
ら
ば
、
二
J
三
箇
月
以
内
に
よ
い
牧
穫
が
得
ら
れ
る
と
述
べ
る
(
当

E
O
H∞
8u
∞
3
。
先
に
み
た
よ
う
に
作
業
開
始
か
ら
田
植
え
ま
で

の
期
聞
は
お
お
よ
そ
三
箇
月
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
ラ
ッ
フ
ル
ズ
が
、
潅
漉
田
で
連
作
を
す
る
な
ら
ば
一
一
一

i
一
四
箇
月
で
二
回
の
牧

穫
が
可
能
で
あ
る
が
、
住
民
は
地
力
の
消
耗
を
恐
れ
て
こ
れ
を
し
な
い
と
述
べ
た
こ
と
と
ほ
ぼ
一
致
す
る

(
E
B
g
H
u
g
F
ロδ
。
さ
ら
に
一

六
九
四
年
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
舎
祉
の
文
書
を
調
べ
た
大
木
に
よ
れ
ば
西
ジ
ャ
ワ
低
地
の
水
稲
耕
作
で
は
短
期
種
、
す
な
わ
ち
播
種
か
ら
の

519 

育
成
期
聞
が
五
箇
月
前
後
の
品
種
が
優
越
し
て
い
た
と
い
う
ハ
大
木
包
∞
甲
山
怠
ム
N
)

。
そ
こ
で
作
業
開
始
か
ら
牧
穫
終
了
ま
で
は
お
お
よ
そ
牢



520 

〈
却
〉

年
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
少
し
長
い
期
聞
が
安
嘗
な
期
間
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
ら
に
以
上
の
作
業
手
順
か
ら
み
て
、
集
中
的
に
人
手
の
必
要
な
作
業
は
耕
起
・
整
地
の
際
の
青
社
年
男
子
、
田
植
え
・
稲
刈
り
に
お
け
る

女

・
子
供

・
老
人
、
こ
れ
に
加
え
て
出
穏
期
以
降
の
見
張
り
に
男
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
州
労
働
力
需
要
は
各
水
田
の
作
業

段
階
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
分
散
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
オ
リ
フ
ィ

l
ル
は
次
の
よ
う
に
摘
寓
す
る
。

あ
る
水
田
で
耕
起

・
整
地
を
行
う
一
方
で
、

第
三
の
水
田
で
は
田
植
え
を
す
る
。
第
四
の
水
田
は
青

田、

第
五
の
水
田
は
結
寅
し
、
第
六
の
水
田
で
は
女

・
子
供
そ
し
て
老
人
が
稲
刈
り
を
し
て

い
る
(
。
-
2
5
5ミ・
2
〉。

第
二
の
水
田
で
は
種
ま
き
を
し

3 

濯
漉
回
以
外
の
稲
作
業
暦

嘗
時
の
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
の
稲
作
耕
地
は
濯
漉
回
以
外
に
、
焼
畑
、
畑
(
テ
ィ
パ
ー
ル
、
巴
冨
品
、

天
水
田
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。

農
業
開

-144ー

震
に
有
用
な
耕
作
法
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
注
目
し
て
い
た
濯
概
固
に
比
べ
る
と
、
後
者
の
耕
作
に
闘
す
る
記
述
は
僅
少
で
あ
る
。
以
下
、

作
業
の
季
節
的
拘
束
性
に
注
目
し
つ
つ
そ
の
概
要
を
検
討
し
よ
う
。

な
お
、

出
穂
期
以
降
の
作
業
手
順
は
濯
甑
田
の
場
合
と
大
差
な
い
こ
と

を
、
何
れ
の
史
料
も
が
明
ら
か
に
あ
る
い
は
暗
に
示
し
て
い
る
の
で
、
出
穏
期
以
降
は
省
略
す
る
。

焼
畑

l
lウ
ィ
ル
デ
に
よ
れ
ば
焼
畑
は
山
腹
の
高
い
と
こ
ろ
に
作
ら
れ
る
。

下
草
と
潅
木
は
切
り
掛
わ
れ
、
積
み
上
げ
て
焼
か
れ
る
。
整
地

が
な
さ
れ
、

雨
期
の
初
め
に
種
が
播
か
れ
る
(
者
二
分
昆
ω
。
いき〉。

一
一
月
以
前
に
雨
が
降
る
と
畑
を
焼
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
(当

E
m

同∞
ω
。
.甲乙
。
オ
リ
フ

ィ
l
ル
の
記
事
は
い
ま
少
し
詳
し
い
。
荒
れ
地
を
伐
採
し
て
樹
木
、

下
生
え
、

茅
(
チ
ガ
ヤ
、
回
一
面
白
岡
と
白
口問
)
を
焼
く
。

てコ

ぎ
に
山
万

(唱曲H
g
m
)
で
こ
れ
ら
の
根
を
掘
り
起
こ
す
。

友
は
雨
期
に
は
雨
で
、

乾
期
に
は
夜
露
で
肥
料
に
襲
わ
る
。
焼
い
た
木
の
切
株
の
閉

そ
う
す
る
と
乾
期
に
牧
穫
が
可
能
と
な
る
と
い
う

(
O
E
5
5ミ
ふ
C
。

に
種
籾
を
播
く
。
普
通
は
播
種
を
雨
期
の
は
じ
め
ま
で
に
行
な
う
。

焼
畑
に
関
す
る
ビ

ィ
の
記
述
も
播
種
ま
で
の
作
業
の
大
筋
は
同
じ
で
あ
る
。
伐
採
後
濯
木
等
の
乾
燥
に

一
J
二
週
間
か
け
、
火
入
れ
は
雨
期

の
初
め
ま
で
に
行
な
わ
れ
る
。
耕
地
は
耕
さ
な
い
。
播
種
後
牧
穫
ま
で
四
J
六
箇
月
か
か
り
、
除
草
を
二
回
す
る
。
二
箇
月
目
の
終
わ
り
頃
か



ら
穂
が
出
る
(
目
。

5
2
HE
H
ω
由
lH品
N)。
ビ
ィ
の
論
文
で
は
播
種
の
時
期
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
が
、

大
木
は
二

O
世
紀
初
頭
頃
の
中
東
部

ジ
ャ
ワ
の
焼
畑
で
は
雨
期
の
始
ま
り
と
と
も
に
揺
種
を
始
め
る
と
す
る
(
大
木
忌
勾
-HS。
そ
こ
で
火
い
れ
は
乾
期
の
内
に
行
な
わ
れ
、

の
初
め
に
種
が
播
か
れ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
焼
畑
耕
作
に
は
逼
常
早
稲
が
使
用
さ
れ
る
の
で
、
牧
穫
時
期
は
雨
期
の
終
わ
り
と

雨
期

な
る
(
大
木
包
∞
申
込
タ
出
回
g
H
u
s
-
H
N
H
H
H
h
2
3。
牧
穫
期
に
闘
す
る
オ
リ
フ
ィ

l
ル
の
記
述
は
誤
解
で
あ
ろ
う
。

テ
ィ
パ

l
ル
|
|
ウ
ィ
ル
デ
に
よ
れ
ば
傾
斜
地
や
丘
陵
地
帯
で
行
な
わ
れ
る
。
懇
で
耕
さ
れ
、
整
地
が
な
さ
れ
た
の
ち
、
竹
垣
で
圏
わ
れ
る
。

雨
の
降
り
始
め
に
種
が
播
か
れ
る
(
当
E
0
5
8
H
S
)。
ラ
ヅ
フ
ル
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
高
い
土
地
で
行
な
う
。
ま
ず
耕
地
を
耕
し
、
穴

を
聞
け
て
種
を
播
く
。
時
に
は
ば
ら
播
く
こ
と
も
あ
る
。
雨
期
の
降
雨
が
始
ま
る
前
に
準
備
す
る
の
で
、
播
種
は
九

i
一
O
月
と
な
り
、
一

J

二
月
に
牧
穫
す
る
。
低
い
土
地
で
は
水
田
の
水
を
分
け
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
る

(
H
g
B
8
5
g
F
H
N
C
l
H
N
C。
オ
リ
フ
ィ

l
ル
に
よ
れ
ば
、
高
く

て
水
の
引
け
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
土
地
を
使
用
し
、
二
年
し
か
連
作
で
き
な
か
っ
た
。
耕
地
は
耕
さ
れ
、
乾
期
の
最
中
に
播
種
を
し
た

(
O】
芝
山
内
吋

ビ
ィ
は
テ
ィ
パ

l
ル
を
焼
畑
の
休
耕
期
聞
が
短
期
化
し
た
形
態
の
畑
作
と
考
え
る
。
焼
畑
の
跡
地
で
雑
草
と
濯
木
が
茂
る
土
地
に
簡
単
な
伐

-145ー

同∞
N
吋

-
m
N
)

。

採
と
火
入
れ
を
行
な
い
、
土
を
耕
す
。
そ
し
て
播
種
の
前
に
畝
を
立
て
る
(
目
。
巴
由
H

・
s-
区間
l

広田)。

ビ
ィ
に
よ
れ
ば
二

O
世
紀
初
頭
の
テ
ィ

パ
ー
ル
は
一
定
期
関
連
作
す
る
耕
地
で
あ
っ
た
が
、
も
し
テ
ィ
パ
l
ル
と
呼
ば
れ
た
畑
が
一
八
二

0
年
代
に
は
オ
リ
フ
ィ
l
ル
の
言
う
よ
う
に

短
期
間
で
放
棄
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
二
、
三
年
に
一
度
簡
単
な
伐
採
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
上
述
の
一
九
世
紀
初
め
の
諸
史
料
聞
に
は
播
種
の

時
期
に
若
干
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
ビ
ィ
は
播
種
期
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
、
五
十
嵐
は
陸
稲
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
等
の
畑
作
に
つ
い
て

調
査
村
の
農
民
が
雨
期
の
初
め
(
卒
年
で
は
一

O
月
の
終
わ
り
)
に
播
種
す
る
こ
と
を
報
告
す
る
。
播
種
は
早
す
ぎ
て
も
濯
す
ぎ
て
も
作
物
が
枯

そ
こ
で
ラ
ッ
フ
ル
ズ
の
述
べ
る
よ
う
な
濯
概
用
水
使
用
の
場
合
を
除
く
な
ら
ば
、
播
種

死
す
る
危
険
が
あ
る
と
い
う
(
五
十
嵐
包
寄
る
十
曲
目
)
。

は
雨
期
の
初
め
に
行
な
わ
れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

521 

天
水
田
あ
る
い
は
不
十
分
な
潅
瓶
施
設
の
あ
る
水
田
|
|
ラ
ッ
フ
ル
ズ
に
よ
れ
ば
田
植
え
の
一
箇
月
前
に
苗
床
を
作
る
。
耕
起
・
苗
床
準
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備
・
田
植
え
は
雨
期
の

一
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
行
な
わ
れ
る
(
河
m
s
g
s
g
F
HH3。
オ
リ
フ
ィ
l
ル
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

雨
期
の

強
い
雨
の
助
け
を
借
り
て
行
な
わ
れ
る
。
強
い
雨
の
始
ま
り
と
共
に
耕
起
が
始
ま
る
。
近
く
の
苗
床
に
籾
が
播
か
れ
、

一
四
日
後
に
田
に
運
ば

れ
、
二
つ
ず
つ
穴
に
植
え
る
。
牧
穫
の
二
週
間
前
ま
で
水
を
張
り
績
け
る
。
だ
い
た
い
乾
期
の
最
中
に
稲
刈
り
を
す
る

(O-E
R
5ミぃ

Slav

ま
た
ウ
ィ
ル
デ
は
濯
甑
白
水
の
不
十
分
に
し
か
得
ら
れ
な
い
田
の
田
植
え
に
適
し
て
い

る
時
期
は

一
O
J
一
一
月
で
あ
る
と
指
摘
す
る
(
巧

E
O

H∞ω
。一∞由)。

ビ
ィ
は
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
で
は
天
水
田
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
述
べ
、

こ
の
種
の
水
田
の
耕
作
法
を
記
し
て
い
な
い
が
(
切
5
5
2
H

区)、

上
越
の
諸
史
料
か
ら
天
水
田
の
作
業
開
始
は
、

雨
期
入
り
後
土
が
柔
ら
か
く
な
っ
て
か
ら
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

ま
た
オ
リ
フ
ィ
l
ル

の
苗
の
育
成
期
聞
は
約
四

O
日
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ウ
ィ
ル
テ
の
言
が
正
し
い
な
ら
ば
、

不
十
分
な
が
ら
濯
瓶
設
備
の
あ
る
回
で
は

田
植
え
以
降
の
時
期
の
用
水
を
天
水
に
頼
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
三
種
の
耕
作
法
に
つ
い
て
務
働
力
の
季
節
的
集
中
を
考
え
て
み
る
と
、
何
れ
の
場
合
も
重
要
な
作
業
が
季
節
的
拘
束
性
を
持
つ
こ
と
が

-146ー

わ
か
る
。
も
っ
と
も
強
い
拘
束
性
を
持
つ
の
は
焼
畑
で
あ
る
。
焼
畑
は
伐
採

・
火
入
れ

・
整
地
と
乾
期
の
後
半
か
ら
終
わ
り
ま
で
に
、
青
壮
年

男
子
の
第
働
を
必
要
と
す
る
。
特
に
火
入
れ
が
雨
期
に
ず
れ
込
む
こ
と
は
耕
作
が
で
き
な
く
な
る
危
険
を
伴
う
。
ま
た
天
水
に
頼
る
の
で
乾
期

の
早
い
時
期
に
種
を
播
い
て
し
ま
う
の
も
損
失
で
あ
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
畑
作
お
よ
び
天
水
田
は
多
少
の
弾
力
性
が
あ
る
。
新
し
く
畑
を
聞
く

場
合
に
は
、
簡
恩
な
伐
採
・
耕
起

・
整
地
の
た
め
に
乾
期
の
終
わ
り
に
一
定
期
開
青
批
年
男
子
の
第
働
を
必
要
と
す
る
が
、
連
作
の
場
合
に
は

こ
れ
が
か
な
り
軽
減
さ
れ
る
。
天
水
田
は
開
墾
の
必
要
が
な
い
な
ら
ば
耕
起
を
は
じ
め
る
の
は
雨
期
に
入
っ
て
後
で
あ
り
、
多
少
遅
く
な
っ
て

も
大
き
な
問
題
は
起
こ
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
耕
作
法
も
雨
期
の
雨
を
利
用
す
る
の
で
、
播
種
後
早
稲
で
も
四
J
五
箇
月
と
言
わ
れ
る
稲
の
育

成
期
聞
が
次
の
乾
期
に
大
き
く
ず
れ
込
む
ほ
ど
に
作
業
を
遅
ら
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。



4 

コ
ー
ヒ
ー
栽
培
と
稲
作

第
一
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、

コ
ー
ヒ
ー
栽
培
の
作
業
の
う
ち
育
社
年
男
子
の
務
働
が
集
中
的
に
必
要
と
な
る
の
は
乾
期
の
半
ば
か
ら
雨
期

の
牟
ば
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
ま
た
本
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
の
期
聞
は
焼
畑
稲
作
で
重
要
な
作
業
が
行
な
わ
れ
、
畑
・
天
水
田
で
も
育

社
年
男
子
が
必
須
の
農
作
業
を
す
る
農
繁
期
で
あ
っ
た
。
加
え
て
コ
ー
ヒ
ー
の
摘
み
取
り
は
乾
期
の
前
牢
に
集
中
し
た
が
、
天
水
固
な
ど
で
雨

期
明
け
に
稲
刈
り
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
女
・
子
供
の
拙
労
働
力
需
要
が
重
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
濯
概
田
耕
作
以
外
の
稲
作

法
で
自
給
農
業
を
行
な
う
住
民
を
、
康
範
か
つ
長
期
に
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
に
動
員
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
住
民
の
居
住

地
か
ら
離
れ
た
火
山
の
山
腹
で
新
園
開
設
が
集
中
的
に
行
な
わ
れ
た
一
八

O
四
年
か
ら
一
入

O
六
年
に
、
水
田
化
率
の
低
い
パ
ラ
カ
ン
ム
ン
チ

ャ
ン
(
回
以
肖
白
r白ロヨ
o
m
E
V
ロ
巴
に
お
い
て
、

住
民
が
雨
期
の
聞
も
農
園
に
拘
束
さ
れ
た
た

め
稲
作
が
で
き
な
く
な
り
局
地
的
飢
鐘
が
護
生
し
た

-147ー

こ
と
は

こ
れ
を
例
誼
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
(
同
窓
口
H
2
0
l
H
N
H
H
H

・2
N
l
E
ω

〉。

こ
れ
に
劃
し
て
濯
概
回
、
そ
れ
も
一
年
を
通
じ
て
十
分
に
引
水
・
排
水
が
で
き
る
回
は
、
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
な
ど
交
代
制
で
行
な
う
勢
役
と
自
給

農
業
と
の
第
働
力
需
要
の
重
な
り
を
回
避
す
る
機
能
を
持
つ
の
で
、
住
民
の
第
働
力
を
康
範
か
つ
長
期
に
使
用
す
る
必
要
の
あ
る
現
地
人
支
配

層
・
オ
ラ
ン
ダ
政
麗
に
と
っ
て
は
、
ま
こ
と
に
巧
妙
な
装
置
と
な
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
政
臨
は
現
地
人
支
配
層
に
資
金
を
提
供
し
て
水
田
お
よ
び

濯
概
施
設
の
建
設
を
命
じ
、
支
配
層
は
濯
概
田
や
濯
概
施
設
の
利
用
を
住
民
に
許
可
す
る
一
方
で
(
邑
問
。
B
Rロ
〈
R回

-asN叶
日町
二
信
∞
¥
包

-N3、

そ
の
代
償
と
し
て
義
務
第
役
を
賦
課
す
る
。
水
田
耕
作
の
季
節
を
ず
ら
す
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
植
民
地
支
配
者
が
取
司
た
こ
と
は
、
彼
ら
自
身
が

オ
リ
フ
ィ

l
ル
は
水
田
毎
に
作
業
段
階
を
ず
ら
す
耕
作
法
は
と
く
に
私
領
地
で
頴
著
で
あ
り
、
領
主
の
意
向
に
よ
っ
て
行
な
わ

れ
る
こ
と
を
指
摘
し

(
Q
E
2
5均一色)、

認
め
て
い
る
。

い
う
(
刻
印
B
g
H申
∞
∞
同
日
ロ
由
)
。

ラ
ッ
フ
ル
ズ
も
六
J
七
月
に
田
植
え
を
す
る
乾
期
作
は
ヨ

1
ロ
γ
パ
人
が
勤
め
た
も
の
で
あ
る
と

こ
う
し
て
住
民
は
ま
ず
支
配
層
の
命
じ
る
労
役
に
服
し
た
の
ち
、
師
宅
し
て
水
田
耕
作
を
開
始
す
る
こ
と
に
な

523 

っ
た

Q
g
z昨

日

o
h
w
M
M
o
-
-門

戸

0
5
N
N
l印
l
N
N
)

。
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他
方
住
民
の
得
失
を
考
え
る
と
義
務
総
刀
役
を
賦
課
さ
れ
る
と
は
言
え
瀧
祇
田
耕
作
は
、
住
民
に
と
っ
て
も
車
位
務
働
力
に
お
け
る
牧
量
の
培

加
・
安
定
な
ど
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ウ

ィ
ル
デ
は
一
人
の
男
が
二
頭
の
水
牛
を
使
用
し
て
耕
作
可
能
な
耕
地
か
ら
の
牧
穫
は
、

(

鈎

〉

上
等
の
潅
渡
田
で
は
入
J
一
O
チ
ャ
エ
ン
で
あ
る
の
に
劃
し
、
テ
ィ
パ

I
ル
で
は
最
も
多
く
て
も
六
チ
ャ
エ
ン
、
焼
畑
で
は
三
チ
ャ

エ
ン
で
あ

り
、
よ
い
水
田
の
あ
る
と
こ
ろ
に
最
も
富
ん
だ
人
々
が
住
ん
で
い
る
と
言
う
(
当
E
0
5
8
hU
3
0
さ
ら
に
焼
畑
、
テ
ィ
パ

l
ル
は
貧
し
い
人
々

に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
、
凶
作
の
危
険
が
大
で
あ
る
こ
と
が
す
で
に
一
七
九

0
年
代
に
報
告
さ
れ
て
い
る
が

(
Z
E
O吾
氏
$
5
8
・H
N
e
、
こ
の
こ

ろ
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
人
官
吏
は
、

住
民
が
瀧
概
田
の
な
い
と
こ
ろ
で
は

コ
ー
ヒ
ー
を
喜
ん
で
栽
培
し
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
た
(
出回
2
5
H
C
1
5

ロH
u
m
N
日
l
日
M
町
一
回
〈
怠
ω
〉。

し
か
し
濯
甑
田
耕
作
は
住
民
を
自
然
の
制
約
か
ら
自
由
に
す
る
一
方
で
、
権
力
の
拘
束
に
由
来
す
る
新
た
な
不
利
盆
を
も
た
ら
す
と
い
う
間

題
を
は
ら
ん
で
い
た
。
住
民
は
傍
役
に
い
っ
動
員
さ
れ
る
か
わ
か
ら
ず
、
農
作
業
を
自
ら
の
剣
断
で
開
始
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
も
傍
役
が
過

重
と
な
れ
ば
や
は
り
稲
作
の
時
聞
は
な
く
な
り
、
逃
亡
せ
ざ
る
を
え
な
い

Q
5己
正

除

司
0

2

5

H

∞N
N
印

N
N
〉
。
こ
の
ほ
か
住
民
は
晩
稲
が
有
利

と
な
る
濯
瓶
田
で
早
稲
の
選
揮
を
徐
儀
な
く
さ
れ
(
当
E
O
H∞ωCH品。
u

大
木

HSUH
企
ム
N
)
、

(

況

〉

鼠
の
被
害
を
受
け
易
く
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
(
五
十
嵐

S
E込
♂
巧
E
巾

5
8品目)。

水
回
毎
に
作
業
段
階
が
異
な
る
耕
作
法
に
よ
っ
て

-148ー

と
は
い
え
嘗
時
の
住
民
の
作
業
優
先
順
位
は
強
制
と

い
う
よ
り
は
よ
り
よ
い
生
活
を
求
め
て
の
選
擦
で
あ
り
、
住
民
自
身
に
と
っ
て
は
失
っ
た
も
の
に
見
合
う
利
盆
が
は
ね
返

っ
て
く
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

お、

わ

り

一
九
世
紀
は
じ
め
の
植
民
地
文
書
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
プ
リ

ア
ン
ガ
ン
地
方
で
は
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
と
潅
概
固
に
よ
る
稲
作
の
接
大
に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
量
は
増
大
し
、
人
口
も
増
加
し
た
(
邑
潟
ヨ
2
ロ
〈

R
色
白
m

H

∞8
・H
∞N
∞¥
N
S
。
こ
の
側
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
地
方
祉
舎
の
住
民
・

そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
政
醸
の
利
盆
は
一
致
し
、
農
村
経
済
は
活
性
化
し
た
と
い
え
る
。
特
に
住
民
は
食
糧
生
産
の
安
定
を
確
保
し
、
頻

支
配
居
、



設
し
た
凶
作
と
そ
の
結
果
の
狩
強
採
集
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
強
制
栽
培
制
度
の
プ
ラ
ス
面
を
強
調
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
史
研
究

者
の
指
摘
は
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
に
も
あ
て
は
ま
る
。

し
か
し
第
働
力
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
側
面
か
ら
見
る
と
、
現
地
人
支
配
層
の
主
導
す
る
濯
概
田
開
震
は
、
住
民
に
水
田
や
瀧
概
施
設
を
提
供

す
る
か
わ
り
に
義
務
労
役
を
賦
課
す
る
こ
と
で
、
住
民
に
劃
す
る
支
配
層
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
め
た
。
さ
ら
に
濯
概
田
耕
作
は
自
給
農
業
に

必
要
な
第
働
力
の
季
節
的
集
中
を
解
除
す
る
機
能
を
持
ち
、
支
配
層
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
に
そ
れ
ま
で
と
は
質
的
に
異
な
る
贋
範
な
第
働
力
の
動

員
を
可
能
と
し
た
。
こ
の
た
め
一
八
二

0
年
代
に
は
か
な
り
の
数
の
住
民
が
、
政
醸
の
命
令
に
劃
し
て
自
給
農
業
も
ろ
と
も
ス
タ
ン
パ
イ
の
献

態
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
濯
甑
田
耕
作
民
に
と
っ
て
作
業
の
優
先
順
位
は
、
第
一
に
オ
ラ
ン
ダ
本
園
の
都
合
に
合
わ
せ
た
コ
ー
ヒ
ー
栽

培
、
お
よ
び
政
鹿
や
支
配
層
の
た
め
の
労
役
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
労
役
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
ち
に
稲
作
を
始
め
る
場
合
が
多
く
な
円
た
の
で
あ

るる
な
ら
ば
次
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
期
聞
の
祉
舎
獲
化
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
は
、
そ
の
他
の
地
域
と
同
様
、

一
九
世
紀
後
半
の
資
本
の

-149ー

こ
の
住
民
の
第
働
時
聞
の
従
属
を
、

ヨ
l

p

y
パ
人
と
の
接
鰯
以
降
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
濁
立
に
至
る
こ
の
地
方
の
吐
曾
獲
化
の
中
に
位
置
づ
け

導
入
と
そ
の
結
果
の
農
民
屠
の
獲
質
で
あ
る
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
七
世
紀
末
と
い
う
ア
ジ
ア
で
は

比
較
的
早
い
時
代
に
植
民
地
支
配
下
に
入
っ
た
こ
の
地
方
で
は
、
資
本
の
導
入
以
前
に
、
植
民
地
政
障
や
資
本
の
活
動
に
適
し
た
環
境
が
整
備

さ
れ
る
過
程
で
、
現
代
に
ま
で
影
響
を
残
す
一
定
の
吐
舎
慶
化
が
生
じ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
襲
化
の
一
面
と
し
て
、
地
方
祉
舎
が
自
立

性
を
失
っ
て
中
心
を
大
港
間
都
市
(
パ
タ
ピ
ア
〉
に
持
つ
政
権
に
従
属
し
、

は
一
二
世
紀
よ
り
胡
臓
を
産
し
、

そ
の
一
行
政
地
匝
と
な
ア
た
こ
と
を
指
摘
し
得
る
。

西
ジ
ャ
ワ
で

一
四
世
紀
に
は
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
の
山
裾
を
王
都
と
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
王
権
が
こ
れ
を
稔
出
し
て
い
た
。

六
世
紀
に
な
る
と
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
は
、
沿
岸
に
成
立
し
た
イ
ス
ラ
ム
港
市
圏
家
パ
ン
テ
ン
お
よ
び
チ
ル
ボ
ン
の
後
背
地
と
な
っ
た
が
、

そ

の
後
一
七
世
紀
末
に
は
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
曾
祉
の
領
土
と
な
る
。

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
舎
祉
は
一
人
世
紀
初
め
か
ら
こ
の
地
方
に
コ
ー
ヒ
ー

525 

義
務
供
出
制
度
を
導
入
し
た
が
、
首
初
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
に
劃
す
る
干
渉
は
全
く
不
可
能
で
あ
っ
た
。
地
方
祉
舎
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
現
地
人
首



う
構
造
が
同
じ
で
あ
る
限
り
、
東
イ
ン
ド
舎
一
位
と
の
関
係
は
、

長
が
総
出
用
作
物
の
集
荷
と
港
問
都
市
へ
の
聡
迭
を
濁
占
し
、
港
問
都
市
の
政
権
は
そ
の
内
陸
総
選
お
よ
び
生
産
過
程
に
介
入
し
得
な
い
と
い

526 

イ
ス
ラ
ム
港
市
国
家
と
の
関
係
と
大
差
な
い
。

こ
の
関
係
の
鑓
化
が
明
確
と
な
る
の
が

一
七
七

O
年
頃
か
ら
一
八
二

0
年
代
に
か
け
て
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
パ
タ
ピ
ア
を
中
心
と
す
る

大
港
問
都
市
か
ら
こ
の
地
方
の
集
荷
基
地
に
い
た
る
職
迭
お
よ
び
一
商
業
網
の
組
織
主
鐙
が
地
方
社
舎
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
政
聴
に
代
わ
る
と
と
も

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
地
方
官
僚
制
が
敷
か
れ
始
め
る
。

一
方
地
方
祉
舎
で
は

E
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
割
い
て
い
た
バ
タ
ビ
ア
お
よ
び
チ
ル
ボ

そ
し
て
土
地
と
農
民
を
支
配
す
る
領
主

ン
へ
の
産
物
の
聡
迭
・
交
易
を
植
民
地
勢
力
に
委
ね
定
着
農
業
に
専
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
民
、

と
し
て
の
支
配
層
が
成
立
し
、
内
陸
農
業
社
舎
の
様
相
を
呈
す
る。

し
か
し
い
ま
だ
嘗
時
の
政
聴
の
内
陸
支
配
の
貫
態
は
、
現
地
人
支
配
層
お

よ
び
植
民
地
都
市
の
一
商
人
や
戦
法
業
者
な
ど
の
中
間
層
を
た
が
い
に
牽
制
さ
せ

つ
つ
巧
み
に
利
用
し
て
、

初
め
て
こ
の
農
業
枇
舎
を
把
握
し
得

る
段
階
に
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
政
鹿
は
、
自
ら
が
金
銭
的
に
バ

ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
瀧
概
回
開
設
を
足
が
か
り
と
し
て
、
政
鹿
の
望
む
コ
ー
ヒ
ー

腐
し
は
じ
め
、
地
方
祉
舎
は
自
ら
の
暦
を
失
い
始
め
た
の
で
あ
る
。

生
産
・
職
、迭
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
住
民
の
州
労
働
時
聞
が
バ
タ
ピ
ア
に
位
置
す
る
政
権
の
意
志
に
構
造
的
に
従

-150一

註〈

1
〉
事
読
史
に
つ

い
て
は
宮
本
へ

H
S
?
?
ω
∞)
に
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
。

(

2

)

作
業
手
順
の
記
述
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
た
文
書
、
ハ
ン
ド
プ
ッ

ク
の
類
が
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
る
。
嘗
時
の
コ
ー
ヒ
ー

は
い
ま
だ
そ
の
よ
う
な
マ
ニ

ュ
ア
ル
を
必
要
と
す
る
個
人
や
企
業
に
よ

っ
て
生
産
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
が
残
存
し
て
い
る
可
能

性
は
少
な
い
。

ま
た
嘗
時
の
現
地
側
の
史
料
は
文
皐
・
宗
敬
書
の
類
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
う
え
、
現
在
枚
集
盤
理
が
進
ん
で
い
る
段
階
で
使
用

が
難
し
い
。

(

3

)

著
者
』
同
OFt-
ロ四

一は
本
書
出
版
嘗
時
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
主
任
検
査
官

で
あ
り
、
そ
の
後
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
理
事
州
の
理
事
官
と
な
っ
た
。
本
書

の
記
述
は
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
を
中
心
と
し
て
い
る
。

(
4
〉
コ
ー
ヒ
ー
樹
が
高
い
生
産
性
を
保
持
す
る
年
数
に
つ
い
て
ウ
ィ
ル
デ

は
本
文
ど
お
り
(
巧

E
m
H∞
8
・2
)、
ラ

ッ
フ
ル
ズ
は
六
か
ら
ニ

O
年

と
す
る
(
河
同

B
g
s
g
H
-
G
d。
ヘ
イ
テ
ィ

ン
グ
は
八
か
ら
二
五
年

と
す
る
(
出

2
Eロ
四
冨
匂
・2
〉。

〈

5
〉
〈
0
2・
三
一
.
三
九
四
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
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ハ
6
)
g
a
m
-
一
二
フ
ッ
ト
。
三
七
六
.
七
三
五
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

(
7
〉
土
壊
が
悪
い
ほ
ど
コ
ー
ヒ
ー
樹
の
開
隔
が
狭
く
な
る
の
は
、
こ
の
様

な
土
地
に
植
え
た
木
は
生
産
性
の
高
い
結
貧
期
聞
が
短
く
、
大
き
く
な

る
前
に
役
割
合
}
終
え
る
か
ら
で
あ
る
。
へ
イ
テ
ィ

γ
グ
は
最
も
狭
い
も

の
を
六
フ
ッ
ト
四
方
、
最
も
庚
い
も
の
を
一
四
フ
ッ
ト
四
方
と
し
て
い

る
(
同
己
主
ロ
四
回
∞
∞
寸
ゐ
ω
)
。

(
8
〉
こ
こ
で
ウ
ィ
ル
デ
の
い
う
「
ジ
ャ
ワ
人
」
と
は
ジ
ャ
ワ
島
の
住
人
と

言
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
り
、
ウ
ィ
ル
デ
も
別
の
箇
所
で
指
摘
す
る
よ
う

に
寅
際
は
ス
ン
ダ
語
を
話
す
ス
ソ
ダ
人
で
あ
る
(
ヨ
ニ
庶
民
8
・
5
3
。

〈
9
〉
『
ジ
ャ
ワ
誌
』
の
初
版
は
一
八
一
七
年
で
あ
り
、
ウ
ィ
ル
デ
の
著
書

を
参
照
し
た
可
能
性
は
な
い
。
ウ
ィ
ル
デ
が
ラ
ッ
フ
ル
ズ
の
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
(
出

g
ロ

3
5
1
H
N
F
N
∞
3
、
ラ
ッ
フ
ル
ズ
は
パ
イ
テ
ン
ゾ
ル
フ
に
よ
く
滞
在
し

た
の
で
、
濁
自
の
観
察
や
そ
の
他
の
イ
ソ
フ
ォ
l
マ
ン
ト
の
情
報
を
も

取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
叩
〉
ウ
ィ
ル
デ
お
よ
び
ラ
ッ
フ
ル
ズ
の
述
べ
る
開
墾
か
ら
植
え
附
け
完
了

ま
で
の
作
業
内
容
を
、
へ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
著
作
と
比
較
す
る
と
、
後
者

の
記
述
は
は
る
か
に
詳
細
で
あ
る
が
主
だ
っ
た
作
業
の
内
容
と
順
序
に

つ
い
て
は
ほ
.
ほ
同
じ
で
あ
る
。
伐
採
・
火
入
れ
、
植
え
附
け
法
は
獲
わ

ら
な
い
。
た
だ
し
ウ
ィ
ル
デ
も
問
題
視
し
て
い
た
農
圏
内
の
土
砂
の
流

出
(
巧
E
0
5
8
・
8
l
E
)
を
防
ぐ
た
め
に
園
地
を
階
段
吠
に
す
る
方

法
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
同
じ
理
由
か
ら
か
、
階
段
状
に

な
っ
て
い
な
い
園
地
で
は
ウ
ィ
ル
デ
、
ラ
ッ
フ
ル
ズ
と
も
に
記
し
て

い
る
三
回
ほ
ど
の
鋤
入
れ
の
記
述
が
な
い
。
さ
ら
に
苗
床
が
一
般
化

し
、
苗
床
の
質
生
が
足
り
な
い
と
き
に
古
い
農
園
で
貫
生
を
探
し
た

(
出
包
玄
ロ
m
H
∞
∞
叶
日
印
1
印
・

H由
lNH
・
8
l
N
3
。

(

U

)

へ
イ
テ
ィ
ン
グ
は
、
開
墾
に
は
六
月
以
降
は
遁
さ
ず
三
、
四
月
に
雨

が
少
な
く
な
っ
た
ら
す
ぐ
始
め
る
の
が
理
想
で
あ
る
と
言
う
。
開
墾
整

地
の
終
了
時
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
が
、
苗
木
の
植
え
附
け
は
雨
期

の
初
め
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
の
終
了
を
念
頭
に
置
い
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
植
え
附
け
が
こ
の
時
期
に
行
な
わ
れ
る
理
由
は
、
若
い

苗
木
が
水
分
を
必
要
と
す
る
た
め
で
あ
る
と
言
う
(
国
己
主
口
町
包
∞
?

ω・
NH〉。

(
ロ
〉
へ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
記
述
で
は
作
業
は
大
幅
に
増
え
て
い
る
。
植
え
附

け
の
終
わ
っ
た
新
園
の
維
持
作
業
と
し
て
、
コ
ー
ヒ
ー
の
苗
木
よ
り
背

の
高
い
草
を
切
る
除
草
が
あ
る
が
、
最
初
の
年
は

一
箇
月
に
一
回
、
第

二
年
目
は
二
箇
月
に
一
回
、
第
三
年
は
三
箇
月
に
一
回
、
以
降
は
一
年

に
一
回
行
な
っ
た
(
出
色
』
江
口
m
H
∞
∞
?
3。
ま
た
階
段
朕
の
土
止
め

の
な
い
園
は
最
初
の
二
年
、

0
・
五
J
一
フ
ッ
ト
の
深
さ
ま
で
耕
し
た

(
回
忌
巴
ロ
聞
広
∞
斗
H
g
l
ω
3
。
こ
の
ほ
か
施
肥
、
努
定
も
行
な
わ
れ
た

(
出
a
t
z
m
H
∞
∞
?
S
l
m
y
gl
g
)。

(
日
〉
へ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
記
述
も
ま
た
簡
略
で
あ
り
、
内
容
も
ウ
ィ
ル
デ
、

ラ
ッ
フ
ル
ズ
と
よ
く
似
て
い
る
。
枚
穫
期
に
つ
い
て
は
ラ
ッ
フ
ル
ズ
と

ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を
示
す
。
貨
が
熱
し
過
ぎ
て
落
ち
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
、
摘
み
取
り
の
前
に
下
草
を
刈
り
取
る
こ
と
、
未
熟
の
寅
を
摘
み

取
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
注
意
が
喚
起
さ
れ
る
。
ま
た
嘗
時
枝
ご

と
牧
穫
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
は
未
熟
の
寅
を
摘

み
取
ら
な
い
た
め
と
来
年
の
枚
穫
を
低
減
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
っ
た

(出
2
』江口四

回
∞
笥
H
H
2
1
5
3
。

〈M
〉
へ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
記
述
は
よ
り
簡
略
で
あ
る
。
乾
燥
作
業
は
乾
期
に
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は
地
上
か
、
屋
根
の
開
閉
が
可
能
な
三
フ
ッ
ト
高
床
の
乾
燥
小
屋
で
行

な
わ
れ
る
。
こ
の
乾
燥
小
屋
で
火
を
使
用
す
る
か
否
か
は
不
明
で
あ

る
。
ま
た
雨
期
に
は
住
民
の
家
か
特
別
に
作
ら
れ
た
小
屋
で
人
工
的
に

乾
燥
さ
せ
る
と
い
う
(
出
巴
』
己
口
四
回
∞
∞

?
H
0
3。

(
は
叫
〉
円
四
日
ヨ
・
ニ
.
五
七
三
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

〈
日
山
〉
へ
イ
テ
ィ

ン
グ
の
記
述
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
米
の
脱
穀
用
の
臼
を

使
う
か
、
地
面
に
園
錐
炊
の
穴
を
開
け
水
牛
の
草
で
被
っ
た
上
に
寅
を

置
き
、
木
鎚
で
叩
く
(
出
品
C
E
m
H
g叶
hH03。

(
げ
〉
へ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
著
書
に
は
輪
迭
に
閲
す
る
項
目
が
な
い
。
著
書
の

テ
ー
マ
を
栽
培
・
加
工
だ
け
に
絞
っ
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
銭
道
の
敷

設
な
ど
で
輪
迭
が
さ
ほ
ど
困
難
な
問
題
で
な
く
な
っ
た
た
め
と
推
測
さ

れ
る
。

(
日
目
〉
『
諸
蕃
志
』
各
下
志
物
胡
叡
。
誇
は
関
西
大
血
中東
西
畢
術
研
究

所

(HUUH
一呂
田
)
を
参
照
し
た
。

(
四
)
目
。

(5
2
1
H
8
3。
た
だ
し
本
稿
の
引
用
は

目
。

(
H
3
3
か
ら

行
な
っ
た
。

(
初
〉
本
節
で
使
用
す
る
史
料
の
何
れ
も
が
儀
躍
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
記

述
を
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
儀
躍
の
考
察
は
省
略
す
る
。

(
氾
〉
一
七
九

O
年
頃
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
生
ま
れ
、
一
八
五
八
年
パ
タ
ピ
ア
で

死
亡
二
八
一
七
年
に
本
歯
よ
り
東
イ
ン
ド
に
向
か
い
二
二
年
に
パ
タ

ピ
ア
の
政
勝
に
職
を
得
た
。
一
八
二
六
年
に
一
時
恒
開
園
し
て

O
-
2
5

5
ミ
を
出
版
し
た
。

(
幻
〉
苗
代
.つ
く
り
か
ら
収
穫
ま
で
が
毎
年
二
回
行
な
わ
れ
る
二
期
作
を
意

味
し
な
い
。
五
十
嵐
公
お
品
一
企

lS)
を
参
照
。

(
お
〉
潜
紙
回
の
稲
作
の
無
季
節
性
は
現
在
の
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
で
も
観

察
で
き
る
(
五
十
嵐

HUE-
怠

lS)。

(
担
〉
五
十
嵐
の
記
述
も
濯
瓶
施
設
の
修
復
を
省
い
て
い
る
(
五
十
嵐

HU宏
一
包
lE)。

(
お
)
一
九
七

0
年
代
に
お
い
て
も
本
国
お
よ
び
苗
代
の
準
備
作
業
は
ほ
ぼ

同
じ
工
程
を
と
る
(
五
十
嵐
忌
宮
・

8
1
8
1

(
お
)
五
十
嵐
の
記
述
も
、
殺
姦
剤
を
使
用
す
る
以
外
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る

(
五
十
嵐
巴

E
・8
ム
ヴ
。

(
幻
)
一
九
七

0
年
代
で
は
見
張
り
小
屋
は
な
い
が
、
鳥
迫
い
は
子
供
達
の

仕
事
で
あ
る
(
五
十
嵐
迄
宮
・
ω∞
)
。
誰
の
仕
事
と
な
る
か
は
お
そ
ら

く
集
落
か
ら
水
田
ま
で
の
距
離
や
、
水
田
に
長
時
閉
居
る
こ
と
の
危
険

度
の
差
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
お
〉
ピ
ィ
も
ま
た
努
働
力
の
供
給
朕
態
に
よ
っ
て
五
分
の
一
か
ら
二
五
分

の
一
に
慶
動
す
る
こ
と
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
(
目
。

ss一∞
N
1
8
V

五
十
嵐
の
調
査
村
で
は
、
稲
刈
り
は
主
に
女
の
仕
事
で
あ
り
報
酬
は
一

O
分
の
一
で
あ
っ
た
(
五
十
嵐
巴
宮
・

8
)。

(
却
〉
五
十
嵐
も
耕
作
期
間
を
六
箇
月
よ
り
少
し
長
い
と
し
て
い
る
(
五
十

嵐

H
U
E
-
B
)。
な
お
水
田
耕
作
の
記
述
に
お
い
て
ウ
ィ
ル
デ
と
ピ
ィ

の
大
筋
の
展
開
は
極
め
て
よ
く
似
て
お
り
、
あ
た
か
も
後
者
が
前
者
を

参
考
に
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る。

ピ
ィ

は
ス

ン
ダ
人
の
稲
作
作
業
の
語

り
方
で
あ
る
稲
作
四
期
医
分
(
耕
伝
、
播
種
、
田
植
、
枚
穫
〉
を
採
用

し
て
い
る
の
で
(
回
。
呂
田
戸
一
ω
印
)、
雨
者
の
記
述
ス
タ
イ
ル
が
類
似
し

て
い
る
の
は
こ
の
四
期
医
分
に
従
っ
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

(

m

刊〉

C
Sロ
・
一
二
五

O
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
・
ポ
ン
ド
。
約
六
一
八
キ
ロ
グ

-フム。

(
但
〉
佳
民
側
の
不
利
盆
に
関
す
る
詳
し
い
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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land formerly belonging to the Sanling at the time of the disposal of

public land｡

　　　

In this paper, l alsoｅχamine the Zhaoling Yaochai Guandiandi area

attached to the Sanling, and confirm that the Zhang family did,in fact,

controlａlarge part of Sanling land at the end of the Qing period, and that

it continued to do so even after the １９ｎRevolution. ０ｎthe basis of the

historicalevidence that Zhang family lands were, in fact,sold to Japanese

purchasers. However, this study also makes it clear that the government

of Zhang Zuolin did not recognize privateownership of Zhang family land.

　

THE ROLE OF DUTCH COLONIAL RULE IN

THE TRANSFORMATION OF Ａ TRADITIONAL

　　　　　　

AGRICULTURAL CALENDAR

―The Case of Priangan, West Java in the 182O's一一

Ohashi Atsuko

　　

This essay examines the change in the traditional agricultural calendar

effected by Dutch rule over Priangan colonial society｡

　　

At the time that Priangan society came under the Dutch East India

Ｃｏｍｐａｎy(ＶＯＣ)'srule in 1677, it subsisted on the slash-and-burn method

of cultivation. The voc introduced the cultivation of coffee in the early-

eighteenth century, and Priangan soon became ａ profitable coffee-producing

colony for the VOC. However, in the initial period the voc government

in Batavia could eχercise no control over the production process, in which

coffee was cultivated in the same way as traditional pepper cultivation｡

　　

In the course of the eighteenth century, the voc was gradually able

to gain control over the coffee-production process by making use of irrigated

wet-rice fields established by native chiefs using voc funds.　Coffee

cultivations was promoted among the people in exchange for the use of

fields or irrigation facilities such as canals, which　allowed far greater

production stability and higher crop yields than was possible using the

traditional slash-and-burn method.

- ５－



　　　

The mobilization of cultivators on irrigated fields provided the govern･

゜ent with a steady labour supply without seasonaトshortages.　　In th（

Priangan area, well-irrigated fields allowed wet-rice cultivation to start an>

time during the year, freeing such cultivation from dependence on th（

vagaries of the monsoon.　However, the most crucial and labour-intensive

period in slash-and-burn cultivation coincided with that of coffee cultivation

at the end of the dry and beginning of the rainy season｡

　　　

Through the establishment and promotion of the irrigated-fields metho（

of cultivation, the voc government and its colonial dependants came to ai

accord in matters of cultivation. As ａ result of this accord, Priangan loca

society abandoned its traditional agricultural calendar and began to depenc

on the Dutch colonial imposition.

THE IRANIAN CONSTITUTIONAL REVOLUTION

　　　　　　

AND Ａ LOCAL COMMUNITY

　　　　

―The ProvincialAnjoman of Gilan―

KURODA Takashi

　　

Faced with the increasing development of aniomans in the capital ａｎ（

major cities, in May 1907 the First Iranian National Assembly promulgate(

the law of provincial anjomans 〔qanun-e anjoman-ha-ye eyalati o velayati)

This law classified anjomans into two types: “Ｏ伍cial" anjomans, whicl

were invested with aｕχiliary functions to the local administration, ani

“unofficial” or “popular” anjomans.

　　

With the exception of Adharba'ijan, little research was been devoted t，

these official ｐｒｏ▽incial anjomans.　This paper discusses some aspects of thi

provincial anjoraan of Gllan as ａ case study. Using as ａ source base loca

newspapers of that era, such as Ａｎｊｏｍａｎ-ｅ　Ｍｅｌｌｉ-ｙｅ　Ｖｅｌり“ｎ‘ｙｅＧｉｌａｎ、

Ｇｉｌａｎ（both published by the provincial anjoman itself), Ｋｈｅｙｒol-Ｋａｌａｍ

Ｎａｓｉｍ-ｅＳｆｉｅｍａｌand ＭｏｉａｈｅｄI conclude the following:

　

1）Ｔｈｅ topics debated by the anjoman can be divided into two
categories

the general problems of the province, ０ｎ the one hand, and on
the othe
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