
二
O
世
紀
初
期
太
原
豚
に
み
る
地
域
経
済
の
原
基黒

田

明

{申

は

じ

め

に

一
章
小
農
経
営
に
お
け
る
二
種
類
の
現
金
枚
入

二
章
太
原
豚
菅
洞
銀
に
み
る
地
域
経
済
の
原
基

ω
支
排
協
同
値
と
し
て
の
市
銀

ω
市
場
階
層
に
お
け
る
断
層

三
章
自
由
参
入
の
準
則
と
園
家
介
入

お

わ

り

に
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t主

じ

め

地
域
経
済
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
地
域
と
い
う
言
葉
を
か
ぶ
せ
る
か
ら
に
は
、
な
に
が
し
か
の
空
間
的
限
定
を
想
定
し
て
い
る

に
違
い
な
い
。
た
だ
地
域
経
済
と
い
う
言
葉
を
使
う
時
は
、
園
境
で
匿
切
ら
れ
た
空
間
と
は
別
の
規
模
の
空
聞
を
指
そ
う
と
し
て
い
る
の
が
ふ

つ
う
で
あ
る
。
園
家
主
権
に
よ
り
萱
さ
れ
る
場
合
は
い
ざ
し
ら
ず
、
人
々
が
網
の
自
の
よ
う
に
織
り
な
す
経
済
的
管
震
と
い
う
も
の
は
、
そ
も

そ
も
空
間
に
よ

っ
て
重
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
貧
瞳
と
し
て
地
域
経
済
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

研

究
者
な
ど
が
地
方
行
政
匡
重
に
偲
託
し
て
、
便
宜
的
な
表
現
と
し
て
使
用
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。
だ
が
も
し
質
態
に
お
い
て
経
済
的

管
震
が
た
し
か
に
医
切
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
動
機
が
働
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く、

そ
の
動
機
は
そ
れ

685 



686 

(

1

)

 

ぞ
れ
の
祉
舎
の
個
性
を
さ
ぞ
か
し
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

停
統
中
園
に
お
い
て
、
貰
買
の
た
め
に
日
常
的
に
人
々
が
往
来
す
る
空
間
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
市
集
す
な
わ
ち
定
期
市

の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
人
々
が
一
つ
の
市
集
に
集
散
す
る
そ
の
匝
離
は
、

交
通
篠
件
な
ど
に
よ
り
限
ら
れ
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
。

だ
が
、
人
々
の
往
来
の
空
間
的
ま
と
ま
り
は
、
彼
ら
の
経
済
活
動
す
べ
て
が
そ
の
空
間
の
内
側
で
完
結
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い。

一
商
品
作
物
や
副
業
産
品
は
市
集
を
越
え
た
市
場
で
購
買
さ
れ
な
け
れ
ば
、
さ
ば
き
き
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
市
集
と
い
っ
て
も
、
そ
の
包
含
す
る

空
間
と
人
口
に
は
か
な
り
の
幅
が
あ
り
、
大
小
重
な
り
合

っ
て
存
在
し
て
い
る
。
人
々
の
経
済
的
鐙
震
の
内
に
ま
と
ま
り
を
見
い
だ
そ
う
と
す

(

2

)
 

ど
の
規
模
の
空
間
で
括
っ
て
み
る
の
が
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
鍵
は
、
空
聞
を
共
有
す
る
こ
と
の
利
便
を
探
し
出
す
こ
と
に
あ
る
。

る
時
、

と
こ
ろ
が
、
こ
の
ま
と
ま
り
の
存
否
を
調
べ
よ
う
と
す
る
と
突
き
あ
た
る
の
が
、
地
方
行
政
匡
霊
の
存
在
で
あ
る
。
存
在
が
不
確
か
な
地
域

経
済
な
ど
と
は
違
い
、
行
政
機
構
は
明
確
な
空
間
匿
分
を
も
っ
。
省
か
ら
府
へ
、
府
か
ら
豚
へ
、
勝
か
ら
匿
な
ど
を
経
由
し
て
村
へ
、

と
細
分

-104ー

化
し
て
い
く
地
方
行
政
匿
童
と
、
人
々
の
経
済
的
管
震
の
空
間
的
ま
と
ま
り
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
地
域
経
済
な
る
も
の
が
自
律
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
上
か
ら
下
へ
の
皐
方
向
性
が
強
い
王
朝
の
指
令
系
統
と
衝
突
し
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
も
し
逆
に
自
律
的
な
機
能
を
も
っ
地
域
経
済
と
い
う
も
の
が
存
在
せ
ず
、
市
場
の
空
間
的
ま
と
ま
り
が
鯨
な
ど
の
行
政

匿
分
に
淵
源
す
る
の
だ
と
す
る
と
、
す
な
わ
ち
停
統
中
園
に
お
い
て
は
、
人
々
の
経
済
的
管
震
は
行
財
政
機
構
に
よ
っ
て
総
括
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

本
論
が
依
援
す
る
基
本
的
史
料
は
山
西
省
太
原
燃
の
赤
橋
村
居
住
の
奉
人
劉
大
鵬
の
記
し
た
『
退
想
驚
日
記
』
で
あ
る
。
日
記
と
い
っ
て
も

個
人
の
備
忘
録
で
は
な
く
、
『
退
想
器
用
日
記
』
に
は
他
者
の
目
を
一
意
識
し
た
見
聞
録
と
い
っ
た
趣
が
あ
る
。
日
々
の
穀
物
の
相
場
や
、
自
ら
短

工
を
雇
つ
て
の
農
作
業
の
こ
と
、
村
や
鎮
の
祭
把
の
運
営
か
ら
、
擬
款
負
携
を
め
ぐ
っ
て
の
交
渉
、
新
聞
な
ど
で
得
る
政
治
情
勢
、
と
記
述
は

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
科
穆
麗
止
と
光
緒
新
政
、
民
園
成
立
、
軍
閥
戦
争
、
閤
錫
山
の
村
政
建
設
、
そ
し
て
日
本
軍
侵
略
と
、
め
ま
ぐ
る
し

劉
も
豚
議
舎
の
初
代
議
長
に
推
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
、

い
政
治
的
環
境
の
媛
化
に
見
舞
わ
れ

さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
携
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な



る
。
し
か
し
赤
橋
村
と
そ
の
近
郷
の
膏
澗
鎮
を
定
貼
と
す
る
約
五

O
年
に
わ
た
る
観
察
は
、
二

O
世
紀
初
期
に
中
園
を
揺
る
が
し
た
激
動
の
様

〈

3
)

と
同
時
に
、
人
々
の
生
活
に
枠
組
み
を
興
え
て
い
る
襲
わ
ら
ざ
る
側
面
も
か
い
ま
見
せ
て
く
れ
る
。

さ
て
本
論
で
は
、
経
済
空
間
の
勺
味
に
先
だ
っ
て
、
そ
の
場
の
基
礎
を
構
成
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
家
計
の
分
析
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
し

た
い
。
こ
れ
ま
で
、
市
場
の
構
造
把

2
と
小
農
経
営
の
分
析
と
は
別
々
の
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
、
南
者
の
関
係
が
有
機
的
に
考
察
さ
れ
る
こ

と
は
な
か

っ
た
。
本
稿
で
は
、
市
場
の
重
層
性
と
、
所
得
選
揮
肢
を
贋
く
も
と
う
と
す
る
小
農
経
営
の
性
格
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
と
の

(

4

)

 

視
角
か
ら
分
析
を
試
み
る
。
ま
ず
小
農
た
ち
の
経
営
の
寅
態
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
赤
橋
村
と
同
じ
く
太
原
燃
に
属
し
た
責
陵
村
の
農
家
調
査
を

〈

5
)

基
に
家
計
の
特
色
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。

章

小
農
経
営
に
お
け
る
二
種
類
の
現
金
牧
入

こ
こ
で
は
責
陵
村
の
農
家
調
査
が
分
析
の
封
象
と
な
る
が
、
先
に
『
退
想
努
日
記
』

か
ら
う
か
が
え
る
劉
大
鵬
一
家
の
経
営
の
寅
態
を
示
し

-105ー

て
お
き
た
い
。

〈

6
〉

あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
太
原
鯨
の
農
家
の
経
営
面
積
の
メ
デ
ィ

ア
ン
(
中
央
値
)
は
一

・
四
四
h
で
あ
る
。

で

農

産

物

販

買

牧
入
を
奉
げ
て
い
る
農
家
四
五
戸
の
経
管
面
積
の
卒
均
は
=
二
・
七
七
敵
、
メ
デ
ィ
ア
ン
は
三

O
畝
H
約
一
・

八
h
と
な
っ
て
い
る
。

劉
の
経

営
面
積
が
主
に
小
委
作
に
充
て
ら
れ
る

一
O
畝
だ
け
だ
と
す
る
と
、
そ
の
面
積
は
鯨
の
中
で
も
下
位
に
属
す
る。

劉
の
記
述
で
は
春
小
褒
の
牧

ま
た

『
黄
陵
村
』

穫
を
卒
年
で
一
畝
一
石
と
し
て
い
る
か
ら
、

カ
ロ
リ
ー
計
算
で
成
人
一
人
の
必
要
穀
物
量
を
年
間
二
七
九
・
三
固
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
生
産
す

(
7〉

る
た
め
に
は
三
・
四
畝
が
必
要
と
な
り
、
政
量
が
八
斗
で
あ
れ
ば
、
四
・
二
四
畝
と
な
る
計
算
に
な
る
。
同
じ
華
北
で
も
二
年
三
毛
作
が
多
い

山
東
・
河
北
と
遣
い
、
山
西
は
小
褒
あ
る
い
は
粟
一
毛
作
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
赤
橋
村
も
含
む
音
澗
銭

一
帯
は
水
量
豊

687 

富
な
亙
回
一
胴
難
老
泉
の
お
か
げ
で
濯
甑
の
僚
件
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
珍
し
く
水
稲
作
が
行
わ
れ
て
い
た
地
域
で
あ
る
。

劉
の
記
述
で
も
水
田
耕
作

(

8

)

 

を
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
数
畝
の
耕
地
を
複
数
あ
わ
せ
て
よ
う
や
く

一
O
畝
徐
り
の
小
褒
畑
と
水
田
と
で
は、
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成
人
三
人
ほ
ど
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
劉
は
、
自
家
の
作
物
の
み
で
は
家
族
を
養
え
な
い
と
し
ば
し
ば
記
述
し

て
い
る
が
、
劉
家
に
は
男
女
老
若
あ
わ
せ
て
一
六
名
が
い
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
本
人
と
長
男
の
二
人
の
暴
人
を
擁
す
る
家
が
食
う
に
困
る

(

9

)

 

と
い
う
の
は
、
け
っ
し
て
修
辞
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
貫
際
に
ど
う
し
て
い
た
か
。

(

叩

)

が
わ
か
る
。
こ
れ
は
穀
物
一

O
石
に
だ
い
た
い
相
嘗
す
る
か
ら
、

一
九

O
四
年
の
記
述
よ
り
劉
は
家
庭
教
師
謝
躍
と
し
て
そ
れ
ま
で
年
一
二

O
南
は
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と

一
石
が
一

一畝
か
ら
牧
穫
さ
れ
る
と
し
て
、
こ
の
牧
入
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り

劉
一
家
は
約
二
五
畝
H
一
・
五
h
を
経
営
す
る
太
原
の
標
準
的
規
模
に
よ
う
や
く
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
民
固
に
な
っ
て
か
ら
、
鄭
村

の
西
鎮
村
在
住
の
郭
と
い
う
も
の
に
数
畝
の
水
田
を
小
作
に
出
し
て
お
り
、
小
作
料
牧
入
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
額
で
は
な

畝
嘗
た
り
が
牧
量
二
石
弱
で
、

(

日

〉

も
、
せ
い
ぜ
い
五
石
弱
で
あ
る
。

ミ
つ
こ
こ

b
:
、
工
、
。

カ

T

V
牢
一
カ

L
T
L

劉
が
慣
に
五
畝
を
小
作
さ
せ
て
、

牟
額
を
小
作
料
と
し
て
徴
牧
し
て
い
た
と
し
て

し
た
が
っ
て
、
科
掌
の
鹿
止
と
、
雇
用
主
で
あ
っ
た
票
競
の
辛
亥
革
命
に
前
後
す
る
渡
落
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
家
庭
教
師
牧
入
が
途
絶
す
る

(

ロ

)

と
、
い
き
お
い
劉
一
家
は
そ
れ
を
補
填
す
る
手
段
を
み
つ
け
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
が
、
民
園
期
に
な
っ
て
か
ら
始
め
る
採
炭
業
経

-107ー

営
で
あ
る
。
水
田
を
小
作
に
出
し
た
の
も
、
時
期
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
関
連
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

その
う管
し業
Tこカ:
ーほ
っと
でん
あど
つで、

たあ
Uこっ

遺た
L、よ

なを
い13返

る

さ
て
、
こ
の
地
方
の
採
炭
業
は
、
農
民
が
十
人
徐
で
出
資
し
て
経
営
す
る
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
益
田
一刺
西
方
で
の
採
炭
業
は
小
規
模

『
黄
陵
村
』
で
は
鯨
内
の
経
営
者
は
大
小
六

O
名
に
及
ぶ
と
し
て
い
る
。
劉
が
出
資
し
た
の
も

合
股
の
主
催
者
は
他
に
い
る
よ
う
だ
が
、
日
記
に
合
股
仲
間
と
し
て
で
て
く
る
の
は
楊
九
錫
で
あ

る
。
楊
は
亙
田
一
阿
鎮
の
鐘
荘
の
経
理
で
あ
っ
た
の
が
、
お
そ
ら
く
は
辛
亥
革
命
の
あ
お
り
を
う
け
て
、

一
二
年
に
閉
庖
に
追
い
込
ま
れ
て
か
ら、

(

M

)

 

亙
日
開
西
方
の
石
門
に
き
て
採
炭
業
の
経
営
に
轄
じ
た
者
で
あ
る
。
現
場
で
の
経
営
は
主
に
彼
が
捲
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

現
場
で
採
掘
し
て
い
る
の
は
「
客
黒
」
と
蔑
稽
を
も
っ
て
呼
ば
れ
も
す
る
労
働
者
で
あ
る
。
劉
ら
の
炭
鎮
で
は
三

O
人
ほ
ど
が
雇
用
さ
れ
て

(

日

)

『
黄
陵
村
』
で
は
こ
の
太
原
燃
西
山
医
大
清
鏑
匿
の
鎮
夫
は
一
三

O
O人
と
し
て
い
る
。
劉
は
家
族
を
養
う
に
足
る
土
地

689 

い
た
よ
う
で
あ
る
。
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を
も
た
な
い
小
農
で
あ
り
な
が
ら

一
方
で
は
努
働
者
を
雇
用
す
る
企
業
経
営
者
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る。

(

日

)

と
こ
ろ
で
小
農
と
し
て
の
劉
は
農
繁
期
に
は
必
ず
数
名
の
短
工
を
雇
用
し
て
い
る
。
短
工
雇
用
は
特
別
な
経
済
的
徐
裕
の
あ
る
家
に
限
定
さ

れ
て
い
た
の
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
中
下
位
よ
り
上
の
規
模
の
農
家
な
ら
ほ
と
ん
ど
が
雇
用
し
て
い
た
と
い

っ
て
も
よ
い
。
日
雇
い
の
賃
金
相

場
は
鷹
募
者
の
集
散
場
所
ご
と
に
お
お
よ
そ
の
相
場
が
日
毎
に
建
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
春
小
委
の
牧
穫
を
迎
え
る
七
月
中
旬
は
最
も
繁
忙

な
時
期
で
あ
る
が
、

一
九
一
八
年
七
月
一
五
日
の
記
述
で
は
、

赤
橋
村
の
名
の
由
来
で
あ
る
と
こ
ろ
の
謙
譲
橋
に
、
雇
用
に
雁
ず
る
者
二

O
O

西
鎮
・
花
塔
・
硬
底
村
に
散
っ
て
い

っ
た
と
い
う
。
慣
に
赤
橋
村
も
加
え
て
四
村
が
農
業
務
働
者
市
場
を
形
成
し
て
い

人
以
上
が
集
ま
っ
て
、

た
と
す
る
。
蔑
さ
れ
て
い
る
史
料
か
ら
こ
の
四
村
の
世
帯
数
が
二
五
O
か
ら
多
く
と
も
三

O
O戸
だ
と
推
定
し
て
お
く
。
そ
の
中
で
の
二

O
O

(

げ

)

人
徐
の
雇
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
劉
家
の
経
営
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
第
一
に

い
さ
さ
か
特
殊
な
職
種
で
は
あ
る
が
、
零
細
な
農
地
経
営
を
家
庭
教
師
謝
櫨
や
採
炭
業

-108ー

経
営
政
盆
で
補
填
す
る
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
農
地
に
し
ろ
採
炭
に
し
ろ
、
短
期
あ
る
い
は
長
期
の
雇
用
労
働
の
存
在
が
前
提
と
な

っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

次
に
具
瞳
的
な
農
家
家
計
の
調
査
に
基
づ
い
て
、
右
の
劉
家
の
性
向
を
相
封
化
し
て
み
た
い
。
責
陵
村
は
粉
河
を
挟
ん
で
赤
橋
村
と
は
逆
の

東
側
に
位
置
す
る
。
菅
洞
の
湧
水
地
帯
と
遣
っ
て
濯
甑
の
便
に
飲
け
る
た
め
水
田
は
な
い
。
粟
作
一
毛
作
を
主
と
し
、
濯
概
地
で
は
小
委
作
が

多
く
な
る
と
い
う
、

山
西
省
の
む
し
ろ
標
準
的
な
農
村
で
あ
る
。

(

日

〉

る
、
と
い
う
特
色
が
あ
る
。

た
だ
し
織
道
沿
線
に
あ
り
、

太
原
省
城
(陽
曲
豚
)
と
の
往
来
に
使
が
あ

資
陵
村
の
調
査
か
ら
九
二
農
家
中
賓
に
七
五
戸
が
農
外
職
業
と
し
て
苦
力
を
奉
げ
、

雇
農
と
回
答
し
た
の
が
二
四
戸
で
あ

っ
た
。

日
記
』
の
記
述
か
ら
か
い
ま
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
雇
農
需
要
の
逼
迫
は
軍
陵
も
含
め
た
他
の
土
木
事
業
な
ど
の
献
労
働
力
需
要
と
関
連
し
て
い
る

(

ゆ

)

と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
苦
力
と
雇
農
を
重
複
回
答
し
た
の
は
一

二
戸
に
上
る
。
し
た
が
っ
て
南
者
に
は
互
換
性
が
あ
り
、
九
二
戸
中
七
八
戸

が
雇
用
努
働
に
麿
じ
て
貴
重
な
現
金
牧
入
を
得
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
七
八
戸
の
中
に
は
土
地

『退
想
驚
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策陵村農家経営の事例

集計醐!a1-司君ト60新制制面積|労務入|農産第|冨岡
36 。 1 9 。 。10.32 18 28.32 

38 6 12 88 30 50 124.5 224.5 

40 1 2 52 9 10 30 151 

45 4 6 44 3 25 3 348 

50 5 8 42 。 115 115 

表1

36は6畝，38は2畝， 40は20畝を貸し付け， 45， 50は12畝を小作している。

円七支農村の貧態一一山西省菅泉豚責陵村賞態調査報告』附表より

を
貸
し
付
け
、
副
業
に
地
主
と
附
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
集
計
番
続
三
六
、

四

O
、
四
五
と

さ
れ
た
そ
の
三
戸
に
共
通
し
て
い
る
の
は
家
族
人
口
が
所
有
地
面
積
に
比
し
て
少
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
同
規
模
の
所
有
地
を
も
つ
が
家
族
人
口
の
多
い
集
計
番
競
三
八
、
五

O
の
農
家
が
自
作
地

の
ほ
か
に
小
作
を
し
て
い
る
の
と
封
照
的
で
あ
る
。

三
六
は
い
わ
ゆ
る
男
手
が
な
い
の
に
劃
し
て
三

八
は
六
人
の
男
子
が
い
る
。
経
営
面
積
は
男
子
数
と
家
族
人
数
双
方
と
の
間
で
相
関
係
数
が

0
・
五

以
上
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
南
側
確
率
は
充
分
に
低
く
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

つ
ま
り
農
家
、
と
い
う
よ
り
農
地
経
営
も
し
て
い
る
家
族
経
営
と
い
っ
た
方
が
よ
い
が
、
彼
ら
の

ほ
と
ん
ど
が
労
賃
牧
入
を
有
力
な
現
金
牧
入
手
段
と
し
て
内
包
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各

経
営
に
お
け
る
一
一
歳
か
ら
六

O
歳
ま
で
の
男
子
敷
と
第
賃
牧
入
と
の
相
関
係
敷
は

0
・
七
二
と
な
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っ
て
い
る
。
男
子
数
の
多
い
経
営
ほ
ど
、
そ
の
労
働
力
を
利
用
し
て
よ
り
多
く
の
務
賃
牧
入
獲
得
や

労
働
力
過
少
の
家
の
土
地
の
小
作
に
向
か
う
関
係
が
推
定
し
う
る
。

『
貰
陵
村
』
で
は
農
産
物
販
貰
牧
入
の
あ

っ
た
農
家
が
、
ど
の
作
物
を
何
月
に
ど
の
市
場
に
向
け

て
買
っ
た
か
を
、

分
類
し
て
く
れ
て
い
る
。
農
産
物
版
貰
牧
入
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
四
五
戸
の
大
部

分
は
、
村
内
市
場
か
、
太
原
市
場
か
、
庭
先
買
買
か
、
い
ず
れ
か

一
つ
に
向
け
て
貰
却
し
て
お
り
、

重
複
し
て
貰
却
し
て
い
る
の
は
四
戸
に
す
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

軍
事
占
領
下
で
の
貫
施
で
あ
る
が

故
に
、
調
査
自
瞳
の
遺
漏
の
可
能
性
や
市
場
が
極
端
に
疲
弊
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、

結
果
と

し
て
販
買
量
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
商
品
性
が

高
い
と
さ
れ
る
小
褒
が
一
部
太
原
向
け
に
買
却
さ
れ
て
い
た
の
を
除
い
て
、

ほ
と
ん
ど
の
穀
類
が
村

内
市
場
向
け
で
あ
っ
た
の
に
劃
し
て
、
読
菜
の
多
数
が
太
原
市
場
か
庭
先
責
買
で
あ
っ
た
と
い
う
封
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資陵村における農産物販賓の属性

(単位元〕

『北支農村の質態一一山西省菅泉県高責陵村賞態調査報

告」附表「農産物販質表」より

照
性
は
、
右
の
制
約
傑
件
を
も
っ

て
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
村
内
市
場
と
は
、
け
っ
し
て
責
陵
村
の
内
の
み
で
の
買
買
を
さ
ば
く
も
の
で
は
な
い
。

寅
陵
村
は
近
郊
の
小
庖
鋲
と
隔
日
の
周
期
で
市
場
を
聞
き、

周
迭
の
農
村
か
ら
買
い
手
と
貰
り
手
を
集
め
て

1226.62 

1303.41 

2530.03 

145.5 

1176.41 

1321. 91 

い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
穀
物
は
定
期
市
で
も
つ
ば
ら
賓
却
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
調
査
劉
象

奈競

表 2

と
な
丹
、
た
責
陵
村
に
は
た
ま
た
ま
市
集
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う
少
し
調
査
統
計
を
解
析
し
て
み
よ
う
。
直
感
で
も
充
分
に
認
識
し
う
る
が
、
販
買
物
が
穀
物
で
あ
る

か
琉
菜
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
販
買
先
が
市
集
で
あ
る
か
そ
れ
以
外
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、

こ
の
二

つ
の
属
性
の
関
連
係
数
は

0
・
九
七
と
い
う
極
め
て
高
い
数
値
に
な
る
。
穀
物
は
市
集
に
、
疏
菜
は
市
集
外

に
向
け
て
買
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
各
農
家
の
現
金
牧
入
か
ら
第
賃
牧
入
・
農
産
物
販
買
を
除
い
た
数

値
と
、
読
菜
販
買
牧
入
な
ら
び
に
非
市
集
向
け
販
賓
額
と
の
相
闘
を
調
べ
て
み
る
と
、
相
関
係
数
が
前
者

-110ー

0
・
四
三、

後
者

0
・
四
九
と
さ
ほ
ど
高
く
は
な
い
も
の
の
、
南
側
確
率
が
そ
れ
ぞ
れ

0
・
0
0
三
と

0
・

0
0
一
で
、
慣
に
有
意
水
準
一
一
%
と
し
て
も
、
相
闘
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
よ

う
に
そ
の
数
値
と
、

穀
物
販
貰
牧
入
な
ら
び
に
市
集
向
け
販
貰
額
と
で
調
べ
て
み
る
と
、
相
関
係
数
が
前
者
(
一

)
0
・
0
二
、
後
者
(
一
〉

0
・
0
八
で
、
南
側
確
率
も
そ
れ
ぞ
れ

0
・
八
七
七
と

0
・
五
九
八
で
全
く
相
閥
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。

そ
の
傾
向
の
強
い
農
家
は
農
外
牧
入

つ
ま
り
読
菜
を
販
買
す
る
農
家
は
定
期
市
で
は
な
く
直
接
太
原
市
場
向
け
に
販
賀
す
る
傾
向
に
あ
り
、

も
多
い
と
い
う
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
の
に
劃
し
て
、
穀
物
を
販
買
す
る
農
家
は
定
期
市
で
買
却
す
る
傾
向
が
強
い
が
、

(
却
)

と
い
う
結
果
に
な
る
。

そ
の
貰
却
規
模
と
農

外
牧
入
と
に
は
ほ
と
ん
ど
相
関
性
が
認
め
ら
れ
な
い
、

以
上
の
解
析
結
果
か
ら
、
農
業
牧
入
と
農
外
牧
入
と
い
う
形
式
的
な
分
類
よ
り
も
、
穀
物
を
主
と
す
る
農
村
市
集
向
け
販
買
と
、
非
穀
喬一
口問

作
物
と
副
業
産
品
か
ら
な
る
超
市
集
向
け
販
買
と
に
、
販
買
先
市
場
に
よ
っ
て
分
け
る
こ
と
の
方
が
、
農
家
経
営
の
貧
態
の
分
類
に
は
有
意
で



あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

容
易
に
預
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
非
穀一商一
品
作
物
や
副
業
産
品
は
生
産
者
の
生
活
空
聞
を
離
れ
た
市
場
に
向
け
ら
れ
る
が
故
に
、
個
別
の
商
一
人

と
の
関
係
が
深
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
生
産
者
の
現
地
の
扶
況
と
は
無
関
係
に
、
よ
り
贋
域
の
市
場
の
所
得
の
増
減
に
、

買
り
上
げ
そ

し
て
相
場
が
直
接
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
比
べ

る
と
市
集
へ
の
穀
物
貰
却
は
、
限
ら
れ
た
生
活
空
間
の
中
で
の
質
物
需
給
を
基
礎

に
し
て
、
多
数
の
買
り
手
と
買
い
手
の
競
り
の
場
を
介
し
て
い
る
だ
け
、
現
地
の
外
か
ら
の
影
響
に
劃
し
て
緩
衝
が
き
い
て
い
る。

他
市
場
例

え
ば
天
津
方
面
で
の
高
騰
は
市
集
か
ら
通
年
以
上
の
穀
物
を
引
き
上
げ
さ
せ
も
す
る
が
、

逆
に
低
落
し
た
相
場
の
影
響
下
で
は
、

齢
剰
穀
物
保

有
者
は
買
り
控
え
て
保
蔵
に
ま
わ
す
選
揮
を
す
る
。

『
責
陵
村
』
の
調
査
で
、
専
業
農
家
と
し
て
分
類
し
た
経
営
は
現
地
市
集
向
け
販
買
が
主
で
、
兼
業
農
家
と
し
て
分
類
し
た
経
営
は
現
地
を

越
え
た
市
場
の
景
況
に
依
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
南
者
の
聞
の
境
界
は
可
獲
的
で
あ
る
。
農
家
の
経
営
耕
地
面
積
は
五

(

氾

)

畝
か
ら
八
八
畝
の
聞
に
散
ら
ば

っ
て
い
る
が
、
数
十
畝
の
経
営
を
す
る
農
家
で
も
ほ
と
ん
ど
は
数
畝
の
耕
地
の
集
合
に
す
ぎ
な
い
。
各
経
営
に

と
っ
て
、
複
数
の
零
細
地
片
は
他
の
い
く
つ
か
の
農
外
牧
入
と
並
列
し
た
、
所
得
獲
得
手
段
と
し
て
第
力
投
下
を
待
つ
濯
揮
肢
に
す
ぎ
な
い

の

で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
第
力
配
分
が
そ
の
時
期
の
篠
件
に
最
適
で
あ
る
か
を
判
断
し
た
結
果
、
あ
る
も
の
は
専
業
的
外
観
を
呈
し
、
あ
る
も

-111ー

の
は
兼
業
的
と
な
る
の
で
あ
る
。

献労
働
力
の
版
買
も
、
穀
物
生
産
の
周
期
と
連
動
し
た
近
郷
の
短
工
市
場
向
け
と
、

季
節
性
が
薄
め
ら
れ
た
市
集
を
越
え
た
範
聞
で
の
も
の
と

に
分
類
し
う
る
が
、
こ
ち
ら
は
生
産
物
の
選
揮
以
上
に
雨
者
の
垣
根
は
低
く
、

さ
て
、
劉
大
鵬
一
家
の
経
営
は
、

兼
業
農
家
の
分
類
に
入
る。

責
陵
村
で
は
靴
製
造
に
従
事
し
て
、
市
集
の
外
か
ら
現
金
牧
入
を
得
る
家
計

(

m
必

〉

が
多
か
丹
、
た
が
、
劉
家
の
場
合
は
そ
の
靴
製
造
の
代
わ
り
に
家
庭
教
師
謝
躍
か
採
炭
業
経
営
牧
盆
が
置
き
換
わ

っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
土
地
経
営

が
零
細
で
あ
っ
た
か
ら
、
農
外
牧
入
に
頼
る
と
い
う
よ
り
、

農
業
も
含
め
て
労
働
力
を
生
か
す
牧
入
源
が
多
様
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
土
地
所
有

(
お
)

が
零
細
な
ま
ま
で
も
家
族
成
員
を
増
加
さ
せ
え
た
、
と
い
う
逆
の
文
脈
で
と
ら
え
た
方
が
、
劉
家
の
賞
態
に
は
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
し
て
そ
の
文

一
方
が

一
方
を
引
き
合
う
関
係
に
な

っ
て
い
る。

693 
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(翠位:元〉

月 1村 内|太 原[庭 先| 物|競 楽

1 。 20 。 20 。 20 

2 。 。 。 。 。 。
3 16.5 。 15 31. 5 24 7.5 

4 42 。 15 57 57 。
5 。 。 。 。 。 。
6 3.75 70.75 43.3 117.8 17 100.8 

7 126.25 48.75 43.3 218.3 115 103.3 

8 192 122.17 。 314.17 214.5 99.67 

9 137.2 275.17 48.3 460.67 90.7 369.97 

10 409.02 269.5 100 778.52 377.52 401 

11 15 70 。 85 15 70 

12 284.9 132.17 30 447.07 297.4 149.67 

計 I 1226.62 I 1008.51 I 294.9 I 2530. 03 I 1208. 12 I 1321. 91 

責陵村における月別農産物販賀表 3

脈
で
理
解
す
る
方
が
、
就
業
可
能
家
族
一
入
賞
た
り
の
経
営
面
積
と
家
族
一

人

嘗
た
り
現
金
牧
入
が
相
関
係
数

0
・
六
八
九
、
南
側
確
率

0
・
0
0
0の
正
の

関
係
に
あ
る
と
い
う
結
果
と
合
致
す
る
。
こ
れ
ま
で
思
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

土
地
の
零
細
さ
故
に
現
金
牧
入
を
求
め
る
と
い
う
因
果
関
係

で
あ
司
た
な
ら

ば、

一
入
賞
た
り
の
土
地
が
狭
い
ほ
ど
、

一
人
あ
た
り
の
現
金
牧
入
が
高
い
と

い
う
負
の
閥
係
に
む
し
ろ
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い。

農
業
周
期
に
基
づ
く
州
労
働
力
需
要
の
大
き
な
季
節
較
差
を
基
調
と
し
て、

現

に
賦
存
す
る
有
閑
州
労
働
力
を
雇
用
を
逼
じ
て
流
通
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
働

い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

-112ー

な
お
、
農
産
物
の
販
買
市
場
に
つ
い
て
、
次
の
二
-章
で
の
分
析
と
の
関
わ
り

か
ら
、
次
の
二
つ
の
黙
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

一つ

は
農
産
物
販
買
の
季
節
較
差
の
大
き
き
で
あ
る
。
表
3
は
農
産
物
販
買

牧
入
が
あ
る
と
回
答
し
た
農
家
群
の
月
別
の
販
買
額
で
あ
る
。
七
月
か
ら
十
月

ま
で
の
褒
の
刈
り
入
れ
か
ら
粟
の
牧
穫
の
時
期
に
あ
た
る
四
ヶ
月
の
聞
に
、
読

出所は表2と同じ

菜
も
含
め
て、

農
産
物
販
買
額
の
七
O
%
が
集
中
し
て
い
る
。
た
だ
し
読
菜
よ

り
も
穀
物
の
方
が
月
ご
と
の
襲
動
幅
の
大
き
さ
が
目
立
つ
。

い
ず
れ
に
し
ろ

一

月
か
ら
五
月
に
か
け
て
は
、
農
産
物
販
買
は
非
常
に
低
調
で
あ
る
。
農
産
物
の

買
買
に
伴
う
現
金
授
受
に
お
い
て
繁
闘
の
差
が
激
し
い
こ
と
を
銘
記
し
て
お
き

た
い
。
こ
の
こ
と
は
春
夏
に
低
く
秋
多
に
高
い
利
率
の
季
節
獲
動
と
も
連
動
す
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表4 山西各地の物債趨勢

年|天総司正定|脅陽|↑斤州|寧武|太谷|臨豚 |習字|育同小褒
1906 37 36 1150主

1907 60 35 43 1200 1500史

1908 -48 41 53 

1909 52 41 49 

1910 62 43 58 

1911 72 41 62 

1912 67 65 58 25 74 47 1100 

1913 6. 71元 66 62 64 27 72 87 1500 

1914 6.67 63 55 64 30 60 87 

1915 6.51 62 57 64 34 70 101 1300 

1916 6.58 67 67 80 45 105 139 2000 2000 

1917 8.29 78 72 88 45 138 165 1550 1850 

1918 6.63 57 73 80 44 130 138 1850 2500 

1919 6.2 70 53 60 44 143 109 

1920 8.89 77 110 104 42 137 105 

1921 8.8 106 110 93 52 127 183 世1100

1922 8.99 96 97 105 54 141 186 1- 電1100

1923 9.43 94 100 89 61 127 204 1100 1400 

1924 9.15 89 110 109 90 109 174 

1925 10.25 77 133 110 126 90 159 

1926 9.56 100 100 100 100 100 100 5.5角 7.5角

1927 11.11 101 77 85 85 121 99 
1928 11.39 106 86 132 88 190 121 

1929 11.69 109 119 171 127 224 199 米
1930 11.42 104 150 184 一 282 28角 15 

1931 9.96 102 110 101 238 

1932 9.47 99 10 

1933 7.69 11.5 一
1934 6.91 3 

1935 6.66 

1936 8.51 22.5 
1937 15 

天津は NankaiUniversity， Wholesale Prices and Price Index Numbers in North 
China， Tientsin， 1938. 
膏洞は「退懇滞日記』。他は1926年を100とする指数で J.L.Buck， Land Utilization 

in China， Statistics， Nanking， 1937， p.149. 
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1913~29年の山西各地と天津物債の相関
〉は雨側確率

定 |欝 州 |寧 武 |太 谷 |臨 県系

天 津 .861 .720 .829 .827 .595 .388 

(.000) (.001) (.000) (.000) (.012) (.124) 

正 定 z .611 .713 .636 .611 .469 

(.009) (.001) (.006) (.009) (.058) 

言等 陽 一.027 z .747 .733 .362 .610 

(.922) (.001) (.001) (.154) (.009) 

t汗 州 一.011 .385 z .783 .765 .540 

(.967) (.141) (.000) (.000) (.025) 

寧 武 一.264 .353 .310 z .437 .371 

(.324) (.180) (.243) (.080) (.143) 

太 谷 .242 一.119 .601 一.122 z .489 

(.366) (.660) (.013) (.652) (.046) 

臨 県系 .287 .517 .424 0.97 .348 z 

(.281) (.040) (.102) (.721) (.186) 

数係関相

表 5

る。
い
ま

一
つ
は
債
格
趨
勢
の
地
域
聞
の
連
関
性
に
つ
い
て
で
あ

る。

表
4
は
ロ
ッ
シ
ン
グ

・
バ
ッ
グ
ら
の
調
査
が
残
し
た
物
債

年
次
獲
動
指
数
と
天
津
の
小
委
相
場
の
年
卒
均
で
あ
り
、
表
5

は
そ
の
各
地
聞
の
一
九
一
三
年
か
ら
二
九
年
ま
で
の
数
値
の
相

関
係
数
と
、
天
津
の
値
を
制
御
し
た
偏
相
関
係
敷
で
あ
る
。

山

西
省
は
河
北
省
へ
の
穀
物
移
出
地
域
と
な
っ
て
お
り
、

天
津
の

穀
物
相
場
と
の
連
動
が
珠
想
さ
れ
る
。
ま
ず
単
純
に
二
項
目
相

闘
を
算
出
し
た
表
5
の
上
宇
部
を
み
て
み
よ
う
。
結
果
は
、
議

-114ー

想
通
り
に
天
津
穀
物
相
場
こ
と
に
小
委
相
場
と
の
相
闘
が
極
め

て
高
い
地
域
と

さ
ほ
ど
高
く
な
い
地
域
と
に
分
か
れ
た。

前

者
は
正
太
・
京
経
鍛
路
沿
線
で
あ
り
、
同
浦
鍛
路
開
通
が
遅
れ

た
太
谷
鯨
と
鍛
道
沿
線
か
ら
は
ず
れ
た
臨
鯨
は
後
者
に
な
っ

天津を制御した偏相関係数

た。

長
期
的
な
趨
勢
で
は
お
お
よ
そ
の
同
調
が
み
ら
れ
る
が
、

年
次
慶
動
を
追
っ
て
い
く
と
、
織
道
で
直
結
し
て
い
る
篠
件
が

な
け
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
地
域
聞
の
物
債
は
連
動
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

園
2
に
示
し
た
略
固
で
、
虚
無
偲
読
を
検
定
す
る
南
側
確
率

が
一
%
未
満
、
す
な
わ
ち
信
頼
性
が
九
九
%
以
上
で
あ
る
地
域
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聞
を
破
線
で
結
ん
で
み
た
。
注
目
す
べ
き
は
、

天
津
と
の
相
閥
性
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
太
谷
と
臨
豚
が
、
そ
れ
ぞ
れ
肝
州
そ
し
て
蕎
陽
と
の

聞
に
か
な
り
の
相
関
性
を
み
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

肝
州
も
蕎
陽
も
、
天
津
と
の
相
関
性
は
か
な
り
強
い
。
そ
こ
で
天
津
の
値
が
一
定
だ
と

す
る
と
各
地
の
相
関
性
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
、
解
析
し
た
の
が
、
表
5
の
下
宇
部
の
偏
相
関
係
数
で
あ
る
。
天
津
を
制
御
し
た
場
合
、
問

題
の
太
谷
と
肝
州
、
寄
陽
と
臨
豚
の
聞
の
相
関
性
は
、
他
の
二
地
域
間
よ
り
頭
抜
け
て
高
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

表
5
の
上
宇
部
と
下
半
部
で
は
、

太
行
山
服
を
挟
ん
だ
河
北
の
正
定
と
山
西
側
の
蕎
陽
・
析
州

・
寧
武
の
問
、
太
原
市
を
挟
む
太
谷
と
寧

武
・
蕎
陽
の
聞
の
正
負
の
符
競
が
逆
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
天
津
の
相
場
饗
動
の
強
い
影
響
が
山
西
各
地
の
物
債
趨
勢
の
多
様
性
を
覆
い
隠
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
。
同
時
に
そ
の
影
響
は
よ
ど
み
な
く
地
域
聞
を
停
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
天
津
J
肝
州
?
太
谷
あ
る
い
は
天
津
J
蕎

〈

M
)

陽
J
臨
豚
と
い
う
よ
う
に
、
多
環
節
的
に
俸
わ
っ
て
い
く
構
造
を
な
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

ま
た
、

二
六
年
か
ら
二
八
年
に
か
け
て
軍
閥
混
戦
に
伴
う
交
通
混
観
の
中
、
天
津
小
委
相
場
に
明
ら
か
な
よ
う
に
華
北
沿
岸
部
は
物
債
騰
貴

に
見
舞
わ
れ
る
が
、
反
則
到
に
山
西
省
各
地
は
沿
岸
部
向
け
穀
物
移
出
の
停
止
と
と
も
に
物
債
は
沈
滞
気
味
に
な
る
と
い
う
、
封
照
的
な
現
象
を

呈
し
た
こ
と
を
、
行
論
と
の
関
係
か
ら
指
摘
し
て
お
く
。
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ニ
章

太
原
豚
亙
国
一
刷
鎮
に
み
る
地
域
経
済
の
原
基

的
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
た
だ
そ
れ
で
も
季
節
的
な
周
期
性
が
強
い
市
集
向
け
の
販
賓
と
、

一
章
で
は
、
小
農
た
ち
の
経
営
に
、
所
得
手
段
を
多
様
化
し
て
い
く
こ
と
で
、
労
働
力
分
配
を
数
率
的
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
が
一
般

日
常
的
生
活
空
聞
を
越
え
た
空
間
へ
の
販
貰

と
に
、
小
農
経
営
を
二
つ
の
志
向
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
志
向
の
差
を
手
が
か
り
に
し
て
、
小
農
た
ち
が
依
存
し

て
い
た
市
場
の
空
間
の
階
層
性
を
解
い
て
い
き
た
い
。
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唱よ(
 
支
排
協
同
韓
と
し
て
の
市
銀

ま
ず
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
競
争
の
方
法
で
あ

る
。
中
長
期
的
に
み
て
安
定
し
た
規
模
の
買
買
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
議
測
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
の
傑
件
に
お
い
て
は
、
原
債
を
切
り
下
げ
る
と

さ
て
、
市
場
は
賓
り
手
た
ち
買
い
手
た
ち
の
競
争
の
場
で
あ
る
。

停
統
中
固
に
お
い
て
は
、
太
原
地
方
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

(

お

〉

に
、
競
買
買
あ
る
い
は
ス
ポ
ッ
ト
買
買
が
、
財
そ
し
て
サ
ー
ビ
ス
の
交
換
に
お
け
る
主
要
な
方
法
で
あ

っ
た
。

市
集
こ
そ
は
そ
の
競
買
買
の
場

い
う
よ
う
な
こ
と
が
、

競
争
に
勝
ち
抜
く
有
力
な
手
段
と
も
な
る
。

し
か
し
、

で
あ
っ
た
。
そ
の
場
を
設
定
す
る
仲
介
者
の
役
割
を
租
税
徴
牧
と
の
関
係
か
ら
一
定
の
範
圏
の
人
々
が
寡
占
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
基
本
的

(
お
)

に
は
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
貰
り
手
と
し
て
あ
る
い
は
買
い
手
と
し
て
参
加
で
き
る
、
開
放
さ
れ
た
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
開
放
し
て
よ
り
多
く
の

(

幻

)

買
買
を
集
め
る
こ
と
こ
そ
が
、
競
り
の
結
果
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
司
、
退
想
粛
日
記
』
に
穀
物
や
貨
幣
そ
し
て
短
工
の

相
場
の
騰
落
が
日
毎
の
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
る
様
は
、
競
買
買
が
市
場
に
お
け
る
競
争
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

た
だ
競
り
の
場
に
買
り
手
と
買
い
手
が
集
ま
っ
て
く
る
範
囲
は
、
競
り
の
劃
象
と
な
る
一
商
品
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
。
山
東
の
あ
る
市
集
で

は
、
短
工
市
、
穀
物
市
や
稔
出
さ
れ
た
り
も
す
る
胡
桃
な
ど
の
山
果
市
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
競
り
の
場
が
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、

頁
り
手
の
集
ま

(

お

〉

る
空
間
の
贋
狭
に
差
が
あ
っ
た
。
や
は
り
最
も
狭
い
の
は
短
工
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
農
繁
期
の
労
働
力
は
ま
さ
し
く
日
翠
位
で
求
め

ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
蓄
積
の
き
か
な
い
一
商
品
な
の
で
あ
る
。
移
動
に
要
す
る
時
間
と
務
苦
を
考
慮
す
る
と
、

需
給
調
整
の
空
間
が
、
滞
貨
が
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可
能
な
賓
物
商
品
の
そ
れ
と
比
べ
て
狭
く
な
る
こ
と
が
藻
想
さ
れ
る
。

質
際
、
穀
物
の
集
が
あ
る
と
こ
ろ
は
ほ
ぼ
短
工
市
場
が
存
在
し
た
と
み
な
し
う
る
が
、
短
工
の
需
給
調
整
は
質
物
の
市
集
の
な
い
地
黙
で
も

(
m
U
〉

行
わ
れ
て
い
た
。
先
に
紹
介
し
た
劉
の
居
住
す
る
赤
橋
村
に
あ
る
諜
譲
橋
に
集
ま

っ
た
短
工
が
近
接
の
西
鎮

・
花
塔
・
硬
底
村
な
ど

へ
雇
用
さ

れ
て
散
っ
て
い

っ
た
と
の
絞
遮
は
、
話
回
一胴
鎮
の
東
北
の
、
腕
肺
域
に
通
じ
る
位
置
に
あ
る
致
譲
橋
を
中
心
と
し
て
、
敷
村
が
短
工
市
場
を
形
成
し

て
い
た
こ
と
を
裏
附
け
て
く
れ
る
。
劉
は
日
記
の
他
の
二
箇
所
で
村
ご
と
に
農
業
務
働
者
の
日
雇
い
賃
金
が
異
な
る
こ
と
を
書
き
記
し
て
い
る

699 
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が
、
複
数
の
村
が
同
じ
賃
金
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
単
一
の
村
で
濁
自
に
短
工
市
場
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、

(ω
〉

接
す
る
い
く
つ
か
の
村
が
農
業
労
働
者
の
需
給
調
節
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

や
は
り
近

集
ま
っ
た
雇
農
が
、
そ
の
数
村
の
中
に
居
住
す
る
も
の
な
の
か
、
外
部
か
ら
き
て
い
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
次
の
よ
う
に
考
え

て
よ
か
ろ
う
。
ま
ず
雇
農
市
場
は
開
放
的
で
あ
り
、
短
工
相
場
に
相
嘗
な
、
例
え
ば
数
倍
の
地
域
差
が
聞
い
た
時
に
は
遠
隔
地
か
ら
も
短
工
が

(
但
〉

日
記
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。
し
か

流
入
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
鯨
外
か
ら
ま
と
め
て
く
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
、

し、

近
接
す
る
村
で
あ
り
な
が
ら
、
五
割
ほ
ど
の
差
が
生
じ
る
こ
と
も
ま
ま
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
村
ご
と
の
短

(

勾

)

工
臼
嘗
の
差
は
陽
曲
蘇
で
の
調
査
で
も
記
さ
れ
て
い
る
。
も
し
短
期
務
働
供
給
を
非
居
住
者
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
同
じ
移

動
す
る
の
で
あ
れ
ば
報
酬
の
高
い
地
域
を
選
揮
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
の
差
は
生
じ
に
く
い
に
ち
が
い
な
い
。
や
は
り
範
圏
内
に
居

住
す
る
も
の
が
自
己
努
働
を
買
却
し
て
や
る
の
が
基
本
で
あ
っ
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
短
工
の
競
り
の
場
を
最
小
限
の
単
位
と
し
て
、
そ
の
上
に
穀
物
を
中
心
と
す
る
市
集
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
家
畜
の
貰
買
を
伴
う
市
集
、

そ
し
て
山
果
あ
る
い
は
桐
油
な
ど
の
よ
う
な
特
殊
な
移
輪
出
商
品
の
集
荷
の
た
め
の
空
間
が
重
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
規
模
を
慶
げ
な
が
ら
、

小
農
が
自
ら
の
-
商
品
を
持
参
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
競
り
の
空
間
が
幾
重
に
も
重
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

我
々
が
商
品
の
み
に
着
目
す
る

な
ら
、
諸
一
商
品
の
市
場
閣
の
地
層
を
横
か
ら
確
認
す
る
に
と
ど
ま
る
。

た
の
で
は
な
し、

庚
ヵ:
り

匿
切
り
を
興
え

る

あ
る
動
機
カL

働
L、
て
し L
Tこぬか

0，--，し

市
場
グ恒
二E

間
tま

か
ら
大
'̂-

と
同
IL' 

園
朕

た
だ
庚
カl
ペコ

て
し、

劉
の
日
記
で

で
あ
る
。

「
吾
が
里
」
、 「

本
日
よ
り
急
騰
し
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
日
を
も
っ
て
意
識
さ
れ
る
穀
物
債
格
の
趨
勢
は
、
「
吾
が
郷
」
耳
目
岡
鎮
の
も
の

す
な
わ
ち
劉
の
居
住
す
る
赤
橋
村
で
の
市
場
行
震
は
貫
質
的
に
菅
澗
鎖
に
揖
附
属
し
て
い
た
と
い
え
る
。

赤
橋
村
に
は

正
月
の
仕
事
は
じ
め
な
ど
は
晋
澗
鎮
の
そ
れ
を
待
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う。

そ
の
菅
洞
鎮
自
瞳
に
は
百

十
数
軒
の
一
商
庖
が
あ
る
が
、

軒
を
越
え
る
-商
庖
が
軒
を
連
ね
て
い
た
。
中
心
的
な
市
鎮
の
相
場
に
周
漫
の
諸
商
庖
が
し
た
が
う
関
係
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う。

赤
橋
村
の
よ
う
に
音
調
鎮
の
穀
物
相
場
に
準
援
し
て
い
る
村
が
ど
れ
ほ
ど
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
て
い
た
の
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
太
原
燃
は
行



政
匿
董
上
、
豚
城
周
遣
を
第
一
匿
と
し
、
域
外
を
四
つ
の
匿
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
匿
に
は
常
設
商
庖
が
並
ぶ
市
銀
が
あ
る
。
晋
洞
は
第
四
匿

〈

鈍

〉

に
属
す
る
の
だ
が
、
第
二
匿
の
小
庖
鎮
と
責
陵
村
の
先
述
の
よ
う
な
関
係
か
ら
し
て
も
、
他
の
豚
の
事
例
か
ら
し
で
も
、
第
四
匿
に
も
晋一
胴
以

外
の
穀
物
市
集
開
催
が
あ
っ
た
と
み
な
す
の
が
安
嘗
で
あ
る
。
膏
洞
の
迎
神
寮
に
協
力
す
る
村
を
列
記
し
て
い
る
記
述
が
あ
る
が
、
忍
田
一刺
鎖
は

そ
の
一

O
村
徐
り
を
東
ね
る
穀
物
市
集
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
「
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
濯
概
用
水
に
恵
ま
れ
、
山
西
で
は
一
商
品
性
の

(

お

)

高
い
稲
と
小
委
を
産
出
す
る
た
め
、
他
よ
り
も
交
易
量
は
優
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
亙
目
洞
鎮
は
皐
な
る
農
産
物
集
荷
地
で
あ
っ
た
の

で
は
な
く
、
あ
る
重
要
な
機
能
を
共
有
す
る
空
間
の
中
心
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
三
年
六
月
一
九
日
の
『
退
想
禁
日
記
』
に
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。
勝
城
の
一商
舎
は
で
き
た
ば
か
り
の
牒
議
舎
に
働
き
か
け
て
、

西

南
地
匡
で
の
銀
銭
党
換
と
鎮
票
護
行
を
禁
止
す
る
よ
う
に
し
む
け
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
背
景
に
は
、
辛
亥
革
命
と
そ
れ
に
伴
う
票
暁

山
西
省
が
陥
っ
て
い
た
一
商
業
不
振
が
あ
る
。
そ
の
不
況
の
中
で
も
投
機
含
み
の
雨
替
と
鐘
票
護
行
は
、
有
力
な
営
利
手
段
で

あ
り
績
け
た
。
そ
の
た
め
、
鯨
城
に
も
少
な
く
と
も
四

O
軒
の
銭
票
護
行
の
一
商
庖
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
そ
の
利
盆
の
濁
占
を
ね

の
渡
落
に
よ
り
、
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ら
っ
て
行
動
に
で
た
の
で
あ
る
。
膏
洞
鎮
は
勝
城
の
西
南
の
中
心
市
鎮
で
あ
り
、
勝
城
一商
舎
の
行
震
は
西
南
地
匿
の
音
洞
鎮
か
ら
の
銀
銭
免
換

と
銭
票
護
行
の
機
能
を
公
権
力
を
利
用
し
て
奪
お
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

晋
洞
鎮
の
商
屈
は
地
域
間
決
済
に
必
要
な
銀
と
地
域
内
の
日
常
貰
買
に
使
用
さ
れ
相
場
を
建
て
て
い
る
錨
と
の
党
換
に
た
ず
さ
わ
り
、
そ
し

て
自
己
の
信
用
に
基
づ
い
て
銭
票
を
振
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
銀
銭
免
換
を
め
ぐ
る
投
機
の
遁
熱
は
、
太
原
省
城
(
陽
幽
豚
)
や
票

(

日

刊

)

読
の
基
盤
で
あ
っ
た
太
谷
蘇
の
よ
う
に
、
銀
そ
の
も
の
の
蓄
積
が
相
躍
に
あ
る
都
市
で
こ
そ
し
ば
し
ば
問
題
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
商
業

地
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
た
の
は
む
し
ろ
銭
票
の
信
用
の
維
持
の
方
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
鏡
票
の
護
行
を
め
ぐ
っ

て
、
利
害
を
封
立
さ
せ

る
牒
城
の
一
商
人
た
ち
と
域
外
市
銀
の
一商
人
た
ち
、
と
い
う
園
式
に
な
っ
て
い
た
。
地
域
経
済
の
空
間
的
限
界
を
め
ぐ
る
問
題
の
接
心
が
、
こ
こ
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鐘
票
に
隠
栖
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
ま
ず
、
銭
票
は
い
か
に
し
て
受
領
さ
れ
て
い
た
の
か
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

銭
票
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
銅
鎮
の
ち
に
は
銅
元
を
先
換
貨
幣
と
し
て
一
見
額
面
携
い
を
保
護
し
た
信
用
、通
貨
で
あ
る
。

一
吊
す
な
わ
ち
一
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0
0
0文
を
額
面
と
す
る
も
の
が
最
も
多
い
が
、
二
吊
、
三
吊
あ
る
い
は
五
O
O
文
と
い

っ
た
様
々
な
額
面
の
も
の
が
存
在
し
た
。

ま
た
吊
に

も
地
方
に
よ
り
肝
陪
慣
行
が
あ
る
か
ら
、
党
換
し
た
際
に
額
面
通
り
の
枚
数
の
銅
貨
が
渡
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

山
西
省
は
最
も
銅
元
流
通
が
遅
れ
た
地
方
で
あ
り
、

『
退
想
驚
日
記
』
に
あ
ら
わ
れ
る
銭
建
て
債
格
は
、
基
本
的
に
制
銭
建
て
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
物
債
上
昇
が
さ
ほ
ど
で
も
な
い
一
九
一

0
年
代
で
も
日
雇
い
雇
農
の
食
事
抜
き
賃
金
と
し
て
一

O
O
枚
以
上
必
要
だ
っ
た
よ
う
に
、

(

向

山

)

零
細
な
額
面
し
か
代
表
し
な
い
た
め
、
市
場
の
交
易
に
お
い
て
大
量
の
枚
数
が
準
備
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
一
章
の
表
3
を
再
び
見
て
み
た
い
。
翫
述
の
よ
う
に
、
農
家
の
側
の
農
産
品
の
買
却
に
は
か
な
り
の
季
節
較
差
が
あ
る
。

三
月
ま
で
の
聞
に
は
全
農
産
物
買
却
額
の
二
・
O
%
し
か
さ
ば
か
れ
な
い
の
に
、

八
月
か
ら

一
O
月
ま
で
の
聞
に
六

一
・
四
%
が
買
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
春
に
も
穀
物
市
集
は
開
催
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
寅
態
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
繁
閑
の
差
が
つ
く
こ
と
は
な
い
と
も
思
わ
れ
る

一
月
か
ら

し
、
ま
た
多
毛
作
を
行
い
得
る
地
方
で
あ
れ
ば
、
嘗
然
較
差
の
周
期
は
短
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
黄
陵
村
調
査
の
頃
に
は
山
西
で
は
す
で
に
銅
貨
は
市
場
か
ら
退
場
し
て
い
る
が
、
小
農
た
ち
に
手
渡
す
大
量
の
零
細
額
面
の
貨
幣

が
、
秋
な
ど
の
特
定
の
時
期
に
集
中
的
に
需
要
さ
れ
る
こ
と
に
襲
わ
り
は
な
い
。
一
九
三
0
年
代
牟
ば
に
山
東
省
の
腰
鯨
の
馬
庖
集
で
行
わ
れ

た
事
例
調
査
で
は
、
二
千
人
ほ
ど
の
人
出
の
中
で
、
大
洋
一
元
を
銅
貨
二
四
O
枚
の
割
合
で
銅
貨
に
換
え
る
南
替
屋
が
三
O
人
も
お
り
、
そ
の

(

お

〉

数
は
白
菜
な
ど
競
菜
を
買
る
五
O
人
に
次
い
で
多
か
っ
た
と
す
る。

こ
れ
ほ
ど
南
替
に
携
わ
る
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

つ
ま
り
例
え
ば
青

島
な
ど
の
よ
う
な
外
か
ら
銀
元
を
持
参
し
て
市
集
で
銅
貨
に
換
え
て
集
荷
す
る
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
調
査
は
四
月
末
の

も
の
で
あ
る
が
、
繁
忙
期
で
あ
れ
ば
、
雨
替
需
要
は
よ
り
高
ま
る
。
そ
の
時
、
小
農
た
ち
に
手
渡
さ
れ
る
零
細
額
面
通
貨
は
、
外
地
の
商
人
が

そ
の
逼
貨
を
大
量
に
持
参
し
な
い
か
ぎ
り
は
、
閑
散
期
に
市
集
圏
の
内
に
退
撤
さ
れ
て
い
た
貨
幣
を
ひ
き
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
間
に
合
わ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
貫
際
に
は
短
期
の
需
給
逼
迫
に
見
合
っ
た
だ
け
の
通
貨
を
容
易
に
は
引
き
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
貨
幣
需
給
の
逼
迫
は
利
率
の
襲
動

と
直
結
す
る
。
や
は
り
鎮
票
が
盛
ん
に
流
通
し
て
い
た
済
南
で
は
、
利
率
は
春
一
分
、

夏
八
厘
、
秋
一
分
八
厘
、
久
二
分
五
厘
と
幾
動
し
て
い



ハm却
)

た
と
さ
れ
る
。

弾

力

的

に

貨

幣

需

要

に

劃

慮

で

き

な

か

っ

た

時

、

そ

れ

が

小

銭

す

な

わ

ち

劣

質

な

銅

鎮

の

流

通

で

あ

る
。
太
原
燃
で
は
、
一
八
九
七
年
と
一
九
O
七
年
に
二
度
同
じ
よ
う
に
市
中
の
銅
銭
に
劣
質
な
小
銭
が
混
じ
り
問
題
と
な
り
、
ど
ち
ら
も
太
原

知
牒
が
小
銭
禁
止
令
を
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
前
者
は
銅
銭
不
足
に
よ
る
鐘
貴
の
下
で
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
後
者
は
逆
に
銀
貴
す

な
わ
ち
銭
賎
の
下
で
の
こ
と
で
あ
う
た
。
い
ず
れ
も
全
園
的
な
銀
銭
比
債
の
趨
勢
と
同
調
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
銭
貴
・
錨
賎
と
逆
方
向
の
襲

化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
銅
銭
不
足
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
共
通
し
て
い
た
。
前
者
は
も
ち
ろ
ん
と
し
て
、
後
者
の
銀
貴
に
お
い
て
も
銭
建
て
物

〈

川

町

)

債
を
上
昇
さ
せ
る
離
に
お
い
て
や
は
り
銅
銭
不
足
を
招
来
す
る
の
で
あ
る
。

市
場
は
銅
貨
自
瞳
を
儲
宜
容
さ
せ
る。

さ
て
一
九
O
七
年
の
小
銭
禁
止
令
に
は
後
日
談
が
つ
い
た
。
小
銭
を
混
用
し
て
先
換
請
求
に
雇
え
て
い
た
錨
票
護
行
商
競
が
、
小
銭
禁
止
に

よ
り
先
換
請
求
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
り
、

取
り
付
け
騒
ぎ
を
お
こ
し
て
、

開
業
を
徐
儀
な
く
さ
れ
る
も
の
が
出
た
の
で
あ
る
。

銅
貨
の
供
給
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は
、
銭
票
の
振
り
だ
し
に
よ
り
、

需
要
の
季
節
較
差
に
弾
力
的
に
劃
躍
し
う
る
よ
う
に
な
る
が
、
問
題
は
そ
の
先
換
準
備
を
確
保
し
う
る
か
と

い
う
こ
と
に
あ
る
。

で
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
銭
票
が
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
話
を
も
ど
そ
う
。

一
九

二
二
年
の
鯨
城
商
舎
と
市
鎮
の
側
の
封
立
以
後
も
、

銭
票
設
行
は
問
題
と
な
り
つ
守つ
け
る
。

一
九

一
六
年
に
前
年
の
取
り
付
け
騒
ぎ
を
承
け
て
、
銭
票
の
党
換
性
維
持
と
銭
票
振
り
出
し
の
新
規
参

入
を
防
ぐ
た
め
に
、
太
原
腕
肺
域
一
商
舎
は
一商
舎
の
押
印
の
あ
る
も
の
の
み
逼
用
さ
せ
よ
う
と
し
、
銭
票
振
り
出
し
元
と
劃
立
す
る
。
そ
の
時
に
調

査
し
た
と
こ
ろ
、
押
印
入
り
の
銭
票
が
四
寓
八
千
吊
徐
り
で
あ
っ
た
。
無
印
の
銭
票
は
そ
れ
を
上
回
る
こ
と
数
千
吊
で
は
す
ま
な
い
と
、

劉
は

記
述
し
て
い
る
。
劉
に
と
っ
て
は
無
印
の
鐘
票
の
方
の
多
さ
と
、
そ
れ
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
理
不
登
さ
を
記
し
た
か
司
た
が
放
の
記
述
で
あ

る
が
、
振
り
出
し
一
商
庖
四
O
軒
あ
ま
り
と
し
て
い
る
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
一
軒
卒
均
二
J
三
千
吊
を
振
り
だ
し
て
穂
計
護
券
残
高
一

O
寓
吊
徐

(

4

)

 

お
お
よ
そ
の
全
瞳
像
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
制
錨

一
億
枚
相
嘗
に
の
ぼ

っ
て
い
た
と
い
う
、

703 

こ
の
一

O
高
吊
は
鯨
城
の
一
商
競
の
護
行
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
域
外
の
も
の
は
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。
仮
に
少
な
く
見
積
も

っ
て、

晋
洞
鎮
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の
一
商
競
一

O
O徐
の
う
ち
一

O
軒
の
み
が
お
の
お
の
二
千
吊
ず
つ
振
り
出
し
て
い
た
と
し
て
、

そ
れ
で
も
制
銭
二
千
高
枚
に
相
嘗
す
る
。

銭
票
は

一
般
に
燃
を
越
え
て
通
用
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
勝
内
に
お
い
て
も
、
先
述
の
太
原
勝
城
商
舎
が
西
南
地
匡
で
の
鏡
票
護
行
に
禁
止

の
藍
力
を
か
け
る
と
い
う
事
例
か
ら
し
て
、
市
銀
で
の
猫
自
の
銭
票
瑳
行
が
濁
自
の
流
通
園
を
形
成
し
、
同
肺
城
の
そ
れ
の
流
通
を
妨
げ
る
も
の

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
山
東
省
の
周
村
鎮
で
は
銀
競
一

O
軒
あ
ま
り
が
銅
元
紙
幣
を
護
行
し
て
い
た
が
、
他
鎮
で
は
流
通
せ
ず
と
さ
れ
て
い

(

必

)
た
。
市
銀
の
中
に
は
濁
自
の
銭
票
通
周
囲
を
形
成
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
問
題
は
そ
の
信
用
で
あ
る
。
銭
票
の
濫
護
と
取
り
付
け
危
機
は
し
ば
し
ば
取
り
ざ
た
さ
れ
た
。
太
原
と
同
様
に
商
一
舎
が
押
印
し
て
銭
票

護
行
を
統
制
し
よ
う
と
し
た
、
山
東
省
一
帽
山
鯨
で
は
、
八
高
吊
弱
の
銭
票
護
行
に
劃
し
て
、
三
八

O
O元
と
五
寓
四

O
O
O吊
の
党
換
準
備
を

(
日
制
〉

有
し
て
い
た
と
い
う
。
敷
値
そ
の
も
の
の
信
湿
性
は
と
も
か
く
、
二

0
年
代
末
か
ら
の
山
西
や
東
北
各
省
に
お
け
る
よ
う
な
省
政
府
紙
幣
に
よ

さ
ほ
ど
紙
幣
準
備
が
脆
弱
で
あ
る
と
も
言
い
難
い
。

る
極
端
な
財
政
イ
ン
フ
レ
の
場
合
と
比
べ
る
と
、

わ
れ
わ
れ
が
着
目
す
べ
き
は
次
の
二
貼
で
あ
る
。
第

一に、

振
り
出
さ
れ
た
銭
票
は
護
券
一
商
読
の
顧
客
関
係
を
越
え
て
流
通
し
え
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
免
換
請
求
す
る
と
他
の
一
商
暁
の
銭
票
を
も
っ
て
換
え
る
例
が
あ
る
、
と
の
銭
票
を
流
通
さ
せ
る
こ
と
に
否
定
的
な
資

(
川
制
〉

た
だ
し
あ
る
限
定
さ
れ
た
地
域
内
に
お
い
て
で
あ
る
。
第
二
に
、
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料
か
ら
も
、

逆
に
う
か
が
わ
れ
る
。

金
融
業
を
専
門
に
営
む
も
の
も
あ
る

が
、
雑
貨
庖
な
ど
の
一
商
蹴
が
銭
票
設
行
を
営
ん
で
い
る
場
合
の
方
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
農
産
物
集
荷
の
た
め
の
貨
幣
需
給

の
逼
迫
が
高
じ
て
く
る
と
、
貨
幣
需
要
に
あ
わ
せ
て
、
次
々
と
い
ろ
い
ろ
な
業
者
が
銭
票
護
行
に
新
規
参
入
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
済
南
で
は

一
九
一
九
年
か
ら
一
一
一
一
年
に
か
け
て
銭
票
護
行
の
最
盛
期
を
迎
え
、
酒
屋
な
ど
ま
で
が
参
入
し
、
護
行
業
者
は
千
軒
を
越
え
て
、
銭
票
を
印
刷

(

必

)

す
る
印
刷
局
ま
で
が
二
五

O
軒
に
も
ふ
く
れ
上
が
っ
た
。

鐘
票
の
通
用
性
は
、
設
行
主
瞳
の
信
用
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
弾
力
性
に
乏
し
い
通
貨
供
給
に
伸
縮
性
を
輿
え
る
手
段
を
、
農
産
物
を
集
荷

す
る
空
間
が
希
求
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
故
に
一
商
人
た
ち
は
需
要
に
し
た
が
っ
て
、
次
々
と
鐘
票
振
り
だ
し
と
い
う
業
務
に
新
規
参
入

し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
二
つ
の
局
面
が
生
じ
る
。

一
つ
は
奮
衆
の
銭
票
護
行
者
た
ち
が
、
銭
票
濫
設
を
牟
ば
口
賞
品
↑
ば
本
王
国
と
し
て
訴



え
な
が
ら
業
務
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
銭
票
の
信
用
を
個
別
の
振
り
出
し
一
商
競
だ
け
で
な
く
全
睡
で
保
詮
し
よ
う

と
す
る
な
か
で
、
一
商
競
聞
の
曾
計
上
の
連
携
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
し
ろ
、
銭
票
の
維
持
を
動
機
と
し
て
商
競
聞
に
共
向
性
が
現

(
組
問
)

れ
て
く
る
。
そ
れ
が
進
む
と
一
商
競
聞
の
決
済
は
帳
簿
上
で
済
ま
す
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
こ
う
し
て
農
産
物
集
荷
の
空
聞
を
基
礎
に

(
円
引
〉

酋
競
た
ち
の
間
で
支
排
協
同
瞳
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
に
は
常
設
庖
舗
の
あ
る
程
度
の
集
中
が
必
要
保
件
と
な
る
。
よ
っ
て

市
銀
よ
り
下
の
規
模
の
穀
物
市
集
車
濁
で
は
維
持
し
え
な
い
。
逆
に
言
う
と
市
集
は
、
市
鎮
の
支
排
協
同
盟
が
維
持
す
る
貨
幣
の
伸
縮
性
の
傘

の
下
で
、
貰
買
の
季
節
較
差
に
封
雁
で
き
て
い
た
、

と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

一
章
の
お
わ
り
で
慣
れ
た
、
中
長
期
的
に
は
天
津
の
よ
う
な
強
力
な
吸
牧
力
を
も
っ
市
場
に
劃
し
て
同
調
す
る
も
の
の
、
短
期
的
に
は
環
節

を
連
ね
る
よ
う
な
連
動
の
仕
方
に
な
る
、
と
い
う
地
域
聞
の
債
格
の
趨
勢
を
も
た
ら
す
基
礎
に
は
、
自
律
性
を
有
し
た
支
携
協
同
瞳
の
並
列
構

造
が
あ
っ
た
、

と
考
え
ら
れ
る
。

再
び
音
澗
鎮
に
目
を
向
け
よ
う。

一
九
O
八
年

一
月
二

O
日
の
『
退
想
驚
日
記
』
に
、
制
銭
不
足
の
た
め
耳
目
一
胴
鎮

一
帯
で
銭
票
の
免
換
時
に
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千
文
ご
と
に
五
六
十
文
を
割
り
引
い
て

「快
銭
」
と
稽
す
る
よ
う
に
な
司
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
言
う
と
そ
れ
ま
で
は
満
額
で
免
換

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
銅
銭
不
足
に
劃
し
て
小
銭
参
入
で
免
換
準
備
に
劃
躍
さ
せ
て
い
た
銭
票
護
券
商
競
が
、
既
述
の

着
目
す
べ
き
は
、
鏡
票
護
行
商
披
た
ち

一
九
O
七
年
の
知
鯨
に
よ
る
小
銭
使
用
禁
止
令
を
承
け
て
と
っ
た
方
策
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

が
、
鐘
需
給
の
繁
動
に
劃
し
て
、
銭
票
の
先
換
方
法
を
逼
じ
て
不
充
分
な
が
ら
も
封
醸
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
晋
洞
鎖
は
鯨
城
の

一
一
商
競
た
ち
と
劃
抗
し
つ
つ
濁
自
の
支
排
協
同
僅
を
形
成
し
て
い
た
。

(2) 

市
場
階
層
に
お
け
る
断
層

さ
て
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
農
産
物
集
荷
に
あ
わ
せ
て
通
貨
供
給
に
伸
縮
を
興
え
る
た
め
の
空
間
の
共
有
が
あ
り
、
そ
の
空
間
の
中
心
に

705 

あ
る
の
が
市
銀
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
人
々
の
経
済
活
動
は
け
司
し
て
、

そ
の
市
銀
が
維
持
す
る
支
排
協
問
題
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
は
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:
、
。

ゅ
ん
l
v

一
章
で
の
分
析
の
よ
う
に
、
小
農
経
営
は
定
期
市
の
中
で
の
販
賓
と
、
穀
物
市
集
を
越
え
た
市
場
に
向
け
た
所
得
獲
得
と
の
隻
方
に
わ

た
っ
て
い
た
。
市
銀
は
皐
一
の
穀
物
市
集
よ
り
も
贋
い
空
間
に
影
響
を
及
ぼ
す
が
、
一

章
で
述
べ
た
責
陵
村
に
お
け
る
靴
底
や
読
菜
販
買
、
そ

し
て
こ
れ
か
ら
述
べ
る
赤
橋
村
で
の
草
紙
の
販
買
は
、
小
庖
鎮
や
音
問
鎮
の
よ
う
な
市
鎮
の
影
響
力
が
及
ぶ
範
圏
を
越
え
た
市
場
を
前
提
に
し

て
い
た
。

劉
大
鵬
は
赤
橋
村
の
居
住
者
の
か
な
り
の
者
が
草
紙
製
造
に
依
接
し
て
い
る
と
、

繰
り
返
し
絞
述
し
て
い
る
。
三

0
年
代
初
期
の
あ
る
調
査

で
は
一
二
七
戸
中
七
五
戸
が
製
紙
に
従
事
し
て
お
り
、
そ
の
内
二
五
戸
は
長
期
に
従
事
す
る
専
業
で
あ
っ
た
と
い
う
。
草
紙
製
造
は
二
高
元
ほ

(
必
〉

ど
の
所
得
を
村
に
も
た
ら
し
て
い
る
、
と
そ
の
調
査
は
推
測
し
て
い
る
が
、
太
原
市
を
中
心
と
す
る
太
原
府
内
が
市
場
で
あ
っ
た
。
鄭
村
の
紙

房
村
と
陽
曲
鯨
の
上
蘭
村
が
同
じ
く
産
地
で
あ
る
が
、
上
蘭
村
が
災
害
に
見
舞
わ
れ
る
と
、
供
給
が
減
少
し
、

草
紙
の
相
場
が
上
が
る
と
い
う

(

必

)

よ
う
に
、
三
村
で
太
原
府
市
場
を
分
け
合
う
闘
係
に
あ
っ
た
。

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
穀
物
相
場
が
低
落
し
て
い
る
の
に
、
草
紙
相
場
が
堅
調
な
た
め
に
村
人
は
助
か
っ
て
い
る
、

と
の
記
述
が
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そ
の
草
紙
の
市
況
に
つ
い
て
の
『
退
想
驚
日
記
』
に
お
け
る
絞
述
か
ら
、
草
紙
相
場
が
穀
物
相
場
か
ら
濁
立
し
た
動
き
を
し
て
い
る
も
の
で

一
九

O
三
年
に
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
菅
一
刷
鎮
を
車
位
に
し
て
相
場
が
ま
ず
形
成
さ
れ
る
穀
物
と
、
太
原
府
の
範
圏
で
需
給
調
整
が
な
さ

(

印

)

れ
相
場
が
つ
く
ら
れ
る
草
紙
と
の
違
い
が
表
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
着
目
す
べ
き
は
、
金
融
の
紋
況
と
草
紙
市
況
と
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
。
=司

退
想、
資
日
記
』国

t土

と三
しー
て年
い(末
る51カミ
。)ら

と三

、'ー-
ろ年
が初

め

に
か
け
て
、
金
融
が
逼
迫
し
て
い
て
草
紙
が
貰
れ
ず
、
債
格
が
下
が
り
費
用
を
埋
め
合
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
、

穀
物
に
つ
い
て
の
記
述
で
は
、
草
紙
の
よ
う
な
因
果
関
係
を
金
融
逼
迫
と
の
聞
に
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
金
融
逼
迫
が
穀

(

臼

)

物
相
場
を
緊
張
さ
せ
る
と
の
記
述
例
が
あ
り
さ
え
す
る
。
ま
た
草
紙
の
市
況
に
つ
い
て
は
、
製
紙
へ
の
増
税
が
議
想
さ
れ
た
時
、
草
紙
の
相
場

(
臼
〉

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
金
融
の
逼
迫
に
し
ろ
、
増
税
に
し
ろ
、
草
紙
の
市
場
は
賓
需
と
は
無
関
係
の
原
因
に
よ
っ
て
も

が
低
落
す
る
だ
ろ
う
、

債
格
が
低
落
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
ア
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



こ
こ
で
一
章
で
の
経
営
分
析
の
結
果
が
関
わ
っ
て
く
る
。
小
農
の
現
金
牧
入
は
市
集
向
け
販
買
と
、
市
集
を
越
え
た
版
賓
と
に
分
岐
す
る
傾

向
に
あ
っ
た
。
赤
橋
村
に
お
け
る
草
紙
は
、
資
陵
村
に
お
け
る
読
菜
や
靴
底
、
そ
の
他
の
村
に
お
け
る
鑑
な
ど
と
同
様
に
、
太
原
市
を
中
心
と

す
る
太
原
府
と
い
う
贋
域
を
市
場
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
市
鎮
の
支
排
協
同
瞳
の
保
護
の
下
に
あ
る
市
集
の
競
り
に
供
さ
れ
る
穀
物
と
蓮

い
、
そ
れ
ら
の
商
品
は
生
産
者
の
生
活
空
聞
を
越
え
た
市
場
で
の
金
融
朕
況
に
貰
り
上
げ
が
左
右
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
小
農
た
ち
の
志

向
す
る
所
得
機
舎
の
多
様
化
は
支
梯
協
同
瞳
を
越
え
た
市
場
空
間
に
依
存
し
て
い
た
。

で
は
『
退
想
粛
日
記
』

で
い
う
金
融
の
逼
迫
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
記
に
は
市
場
の
不
安
定
さ
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
、
銀
銭
の
依
乏
あ
る
い
は
金
融
の
緊
張
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
前
者
の
表

現
は
主
と
し
て
一
九
二

O
年
頃
ま
で
に
使
わ
れ
、
そ
れ
以
後
は
後
者
の
表
現
が
現
れ
る
。
そ
れ
ら
金
融
の
異
常
事
態
を
引
き
起
こ
す
契
機
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
車
競
的
な
個
々
の
金
融
機
関
の
経
営
破
綻
は
別
に
し
て
、
お
お
む
ね
三
つ
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
一
に
、
農
産
物
が
債
格
の
上
昇
を
伴
い
な
が
ら
多
量
に
移
出
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
に
な
る
と
、
集
荷
の
た
め
の
代
債
と
し
て
の
貨
幣
の
調

達
が
間
に
合
わ
な
く
な
り
、
そ
の
度
が
越
す
と
や
は
り
信
用
不
安
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
銀
銭
が
飲
乏
し
て
い
る
と
嘆
か
れ
る
現
象
は
、

九
六
年
以
降
に
お
け
る
よ
う
に
、
穀
物
債
格
の
上
昇
を
伴

っ
て
現
れ
る
。

第
二
に
、

二
六
年
以
降
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、

「紙
幣
ば
か
り
が
流
通
し
て
」
市
場
が
混
観
し
て
い
る
と
い
う
朕
況
で
あ
る
。
不
換
紙
幣

わ
れ
わ
れ
の
常
識
に
も
な
じ
む
も
の
で
あ
る
。
右
の
草
紙
に
闘
し
て
述
べ
た
例
三

一
、

濫
護
に
よ
る
財
政
イ
ン
フ

レ
の
こ
と
だ
と
考
え
れ
ば
、

二
年
の
は
こ
の
範
暗
に
属
す
る
。

第
一
の
場
合
、
市
鎮
の
支
排
協
同
瞳
は
、
銭
票
の
免
換
率
を
繊
買
え
る
な
ど
様
々
な
便
法
で
計
数
貨
幣
を
増
加
さ
せ
、
関
麿
し
よ
う
と
す
る
。

ま
た
第
二
の
場
合
、
政
府
系
紙
幣
が
極
端
な
信
用
崩
壊
を
お
こ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
商
人
た
ち
は
そ
の
紙
幣
の
受
領
を
痘
否
し
て
、
硬

〈

臼

)

貨
な
ど
他
の
通
貨
で
相
場
を
建
て
る
こ
と
で
封
慮
す
る
。

第
一
の
場
合
も
、
第
二
の
場
合
も
、
市
銀
の
喬
一
人
た
ち
は
割
腹
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
だ
が
、
そ
れ
す
ら
も
で
き
な
い
場
合
が
あ

707 
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っ
た
。一

八
九

0
年
代
前
半
、
中
園
で
は
物
債
が
沈
滞
し
て
い
た。

「
或
い
は
錨
或
い
は
銀
、
皆
周
行
す
る
能
わ
ず
、
:
:
:
粟
を
有
す
る
農
家
と
難
も
、

山
西
省
で
も
同
様
に
穀
賎
に
悩
ん
で
い

た。

劉
は
九
五
年

一
O
月
二

O
日
に

市
る
に
債
銭
太
な
は
だ
廉
け
れ
ば
、
亦
た
銭
を
し
て
徐
裕

周
行
と
い
う
言
葉
は
流
通
す
る
こ
と
一
般
に
使
わ
れ
て
も
い
る
が
、

貨
の
流
通
を
表
現
す
る
の
に
な
じ
ん
だ
言
葉
で
あ
る
。
『
退
想
驚
日
記
』
で
は
こ

の
「
貨
幣
が
流
通
し
な
い
」
と
い
う
表
現
を
も

っ
て
市
場
の

有
ら
し
む
る
能
わ
ず
。
」

と
書
き
記
し
て
い
る
。

こ
の
用
例
の
よ
う
に
遁

不
正
常
さ
を
語
ろ
う
と
す
る
。

何
故
流
通
し
な
い
の
か
。
け
っ
し
て
存
在
す
る
鎮
や
銀
の
紐
劃
量
が
足
ら
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
穀
物
に
は
潜
在
的
に
在
庫
が

あ
る
の
に
、
債
格
が
安
い
が
故
に
銭
を
市
中
に
潤
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
、
紙
幣
が
流
通
の
主
役
と
な
司
た
後
で
さ
え
も
生
じ
て
い
る
。
二
九
年
以
降
三
二
年
初
に
か
け
て
の
財
政
イ
ン
フ
レ
の
時
期
を
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す
ぎ
た
後
、
山
西
省
は
紙
幣
を
免
換
準
備
に
あ
わ
せ
て
設
行
す
る
よ

う
に
な
る
。
だ
が
世
界
恐
慌
を
遠
景
と
す
る
物
債
下
落
の
趨
勢
に
お
い

(

日

)

て
、
三
二
年
以
降
は
紙
幣
も
足
ら.す
、
市
面
が
周
行
せ
ず
と
い
う
事
態
に
お
ち
い

?
た
の
で
あ
る。

レ
傾
向
に
陥
っ
た
時
期
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
山
西
省
濁
自
の
事
例
を
翠
げ
て
お
こ
う
。

こ
こ
に
翠
げ
た
二
つ
の
時
期
、
す
な
わ
ち
九
0
年
代
前
半
と
三
0
年
代
前
牢
は
、

世
界
経
済
全
瞳
の
動
向
を
遠
因
と
し
て
中
圏
全
瞳
が
デ
フ

一
九
二
六
年
か
ら
二
八
年
に
か
け
、

軍
開
戦
争
の
あ

お
り
を
受
け
て
、
華
北
、
沿
岸
部
と
内
陸
部
の
流
通
は
阻
害
さ
れ
、
そ
の
結
果
天
津
な
ど
河
北
・
山
東
方
面
の
物
債
は
上
昇
す
る
が
、
山
西
の
物

債
は
低
落
す
る
と
い
う
現
象
が
生
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
表
4
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
や
は
り
こ
の
と
き
も
山
西
は
穀
賎
朕
態
に
苦
し

硬
貨
が
現
れ
な
く
な
り
、

ん
で
い
る
。
天
津
市
場
に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
た
穀
物
移
出
が
停
止
し
、
商
人
た
ち
は
在
庫
滞
貨
に
苦
し
ま
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
市
中
に
は

(
回
)

こ
れ
を
契
機
に
山
西
で
は
紙
幣
が

一
般
的
に
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
。

市
場
を
行
き
交
う
主
役
が
制
鎮
で
あ
ろ
う
と
、
銀
元
で
あ
ろ
う
と
、
晋
紗
で
あ
ろ
う
と
、
三
つ
の
局
面
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
動
機
は
共
通

し
て
い
る
。
線
通
貨
量
が

一
定
に
近
い
篠
件
だ
と
す
る
と
、
穀
物
の
よ
う
に
移
出
可
能
で
連
関
数
果
の
大
き
い
ス
テ
イ
プ

ル
一商
品
の
債
格
を
引



き
上
げ
て
く
れ
る
篠
件
、
そ
れ
は
も

っ
ぱ
ら
遠
隔
地
の
需
要
増
大
が
契
機
と
な
る
が
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、

遁
貨
は
市
場
に
は
現
れ
ず
流
通
し

て
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
貨
幣
を
引
き
出
す
た
め
の
有
数
需
要
が
恒
常
的
に
不
足
し
て
い
る
構
造
の
市
場
な
の
で
あ
る
。
引
き
出
せ
な
け
れ
ば
金
融
は
課
滞

し
、
金
利
が
上
昇
し
て
、
小
規
模
な
経
営
者
の
資
金
繰
り
を
苦
し
く
さ
せ
、
ま
す
ま
す
信
用
を
不
安
に
さ
せ
る
、
と
い
う
悪
循
環
が
待

っ
て
い

る

わ

れ

わ

れ

は

の

描

く

赤

橋

村

を

と

り

ま

く

市

場

の

重
層
性
の
全
容
に
、

た
。
小
農
た
ち
は
、
市
鎮
が
維
持
す
る
流
動
性
に
依
存
し
て
穀
物
を
中
心
と
す
る
生
産
物
を
競
り
に
か
け
る
。
そ
の

一
方
で
所
得
機
舎
を
多
様

化
さ
せ
る
志
向
に
基
づ
い
て
、
市
鎮
を
越
え
た
太
原
府
の
よ
う
な
贋
域
の
市
場
空
間
で
、

家

庭

教

師

を
す
る
な
り

こ
う
し
て
、

『
退
想
斎
日
記
』

よ
う
や
く
接
近
す
る
こ
と
が
で
き

紙
や
石
炭
を
貰
る
な
り
、

で
、
そ
の
贋
域
の
市
場
空
聞
が
有
す
る
可
慮
分
所
得
穂
陸
か
ら
の
分
配
に
預
か
ろ
う
と
す
る
。

-127ー

し
か
し
、
市
銀
の
支
排
協
同
盟
は
繁
忙
期
の
現
金
需
給
の
逼
迫
に
は
劃
麿
で
き
て
も
、
閑
散
期
に
退
蔵
さ
れ
て
い
る
逼
貨
を
運
用
す
る
機
能

は
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
ま
し
て
、
並
列
す
る
支
梯
協
同
瞳
の
上
に
重
な
る
贋
域
市
場
に
お
い
て
は
、
全
瞳
と
し
て
流
動
性
を
調
整
す
る
機

構
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
小
農
た
ち
の
所
得
機
舎
の
多
様
化
の
志
向
が
貫
現
で
き
る
か
否
か
は
、
そ
の
市
鎮
を
越
え
た
空
間
で

の
景
況
に
依
存
し
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
も
う
一
方
の
穀
物
が
高
値
で
外
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
刺
激
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。

停
統
中
園
に
お
け
る
市
場
閣
は
、
草
に
小
規
模
か
ら
大
規
模
な
も
の
へ
と
、
商
品
構
成
を
高
度
に
し
な
が
ら
同
心
国
的
に
積
み
重
な
っ
て
い

る
よ
う
な
も
の
で
は
、
け
司
し
て
な
い
。
支
排
協
同
盟
と
い
う
断
層
を
は
さ
み
こ
む
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
た
堆
積
構
造
な
の
で
あ
る。

章

自
由
参
入
の
準
則
と
園
家
の
介
入

709 

市
銀
は
い
ろ
い
ろ
な
祉
舎
的
機
能
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
。
例
え
ば
祭
杷
で
あ
る
。
こ
と
に
耳
目
澗
鎮
の
場
合
、
晋
胴
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
廟

(

幻

)

の
祭
把
が
年
中
行
わ
れ
て
い
た
。
製
紙
を
特
産
と
す
る
赤
橋
村
が
禁
倫
を
祭
る
祭
記
を
し
て
い
た
よ
う
に
、
村
の
規
模
で
も
祭
杷
は
行
わ
れ
る



710 

(

国

)

が
、
菅
嗣
の
迎
神
祭
な
ど
は
周
迭
の
一

O
村
前
後
が
協
力
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
皐
魅
と
も
な
れ
ば
、
雨
乞
い
の
募
金
集
め
の
一
夜
と
な
り
、
災

(

印

)

(

印

)

害
と
な
れ
ば
、
振
岨
の
中
心
と
な

っ
た
。
書
館
も
あ
る
。
一
商
競
が
集
ま
っ
て
い
る
だ
け
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
公
共
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
財
圏

(

町

山

)

的
な
資
産
を
募
り
や
す
か
っ
た
の
で
あ
る
。
行
政
側
も
様
々
な
布
告
を
鎮
で
告
示
す
る
な
ど
、
市
銀
の
機
能
を
利
用
し
て
い
た。

本
論
で
述
べ
た
支
排
協
同
盟
と
し
て
の
性
格
も
市
鎮
の
公
共
機
能
の
中
に
含
ま
れ
る
の
だ
が
、
公
共
性
を
支
え
て
い
る
の
は
、
自
由
参
入
の

放
任
の
原
則
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
準
則
で
あ
っ
た
。
銭
票
の
護
行
が
、
雑
貨
庖
な
ど
で
行
わ
れ
、
金
融
専
門
業
者
の
手
に
ま
か
さ
れ
て
い
な
い

こ

と
を
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
業
務
の
専
門
分
化
が
遅
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
利
盆
が
見
込
ま
れ
る
業
務
に
は
投
入
可
能
な
責

本
を
有
す
る
者
が
次
々
と
参
入
し
て
く
る
結
果
な
の
で
あ
る
。
新
規
参
入
者
が
ふ
く
れ
上
が
り
、
利
益
の
配
分
が
見
込
ま
れ
な
く
な
る
時
黙
に

達
す
れ
ば
自
ず
と
淘
汰
が
始
ま
る
。

自
由
参
入
の
準
則
は
、
金
融
業
務
や
市
鎮
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

山
東
省
の
あ
る
郷
鎮
で
は
、
戸
数
の
増
加
が
、
移
住
よ
り
も

ハ
位
)

と
の
事
例
が
あ
る
。
新
し
い
所

得
機
舎
が
あ
れ
ば
次
々
と
参
入
し
て
い
く
志
向
が
強
力
に
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
章
で
述
べ
た
市
集
外
へ
所
得
機
舎
を
多
様
化
さ
せ
て
い
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分
家
と
何
よ
り
も
新
し
い
職
業
へ
の
就
業
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

お
お
む
ね
一

O
年
以
下
の
商
歴
で
あ
っ
た
、

く
小
農
の
経
営
も
そ
う
し
た
自
由
参
入
原
則
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。

新
規
参
入
に
劃
す
る
障
壁
が
低
い
と
い
う
こ
と
は
、
不
断
の
競
争
に
追
い
立
て
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
競
争
は
時
に
衝
突
を
も
た
ら
し、

調
停
が
必
要
と
な
る
。
だ
が
そ
の
調
停
の
役
割
を
は
た
す
こ
と
も
、
全
て
の
人
々
に
聞
か
れ
て
い
る
。
契
約
に
際
し
て
仲
人
と
な
り
、
破
棄
に

お
い
て
仲
裁
者
と
な
る
機
舎
は
誰
に
で
も
あ
り
え
た
。
た
だ
し
人
々
の
変
渉
能
力
は
均
等
で
は
な
く
、
劉
大
鵬
の
よ
う
な
人
物
が
調
停
者
と
し

(

臼

〉

て
重
賓
が
ら
れ
る
の
も
避
け
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

市
銀
は
自
由
参
入
原
則
を
束
ね
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

中
園
王
朝
は
そ
こ
で
牙
税
徴
牧
な
ど
を
誰
か
に
請
け
負
わ
せ
る
だ

け
で
、
直
接
介
入
を
せ
ず
に
秩
序
維
持
を
は
か
つ
て
き
た
。
だ
が
、
二

O
世
紀
と
と
も
に
、
新
し
い
志
向
が
動
き
出
す
。
光
緒
新
政
に
始
ま

り
、
民
圏
に
は
い
っ
て
か
ら
軍
閥
省
政
府
に
よ
り
本
格
化
す
る
諸
改
革
の
過
程
で、

市
銀
は
従
来
持

っ
て
い
た
機
能
を
、
鯨
と
村
の
上
下
に
分



断
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

民
園
期
に
盛
ん
に
な
る
郷
村
建
設
の
動
き
に
は
様
々
な
局
面
が
あ
る
が
、
村
濁
自
の
財
産
を
形
成
さ
せ
、
農
業
金
融
や
教
育
な
ど
の
公
共
的

(

臼

)

業
務
を
自
立
自
助
で
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
み
な
し
て
よ
い
。
閤
錫
山
治
下
の
山
西
省
も
村
治
運
動
を
喧
惇
す
る
こ
と
し
き

〈

臼

)

り
で
あ
っ
た
。
だ
が
見
方
を
襲
え
る
と
、
そ
れ
ま
で
市
銀
の
規
模
で
に
な
っ
て
い
た
範
晴
の
公
共
業
務
を
、
村
の
規
模
で
集
約
し
よ
う
と
す
る

動
き
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
省
政
府
側
は
税
徴
枚
数
率
化
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
山
西
省
政
府
の
場
合
、

(

印

〉

は
村
に
紙
幣
費
行
機
能
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
が
、
受
領
さ
れ
ず
失
敗
し
て
い
る
。

省
政
府
は
民
園
に
入
っ
て
か
ら
次
々
と
幣
制
改
革
を
う
ち
だ
し
て
く
る
が
、

せ、

し
ま
い
に

そ
の
本
質
的
な
目
的
は
、

自
律
的
な
支
掛
協
同
盟
を
解
消
さ

そ
の
貨
幣
需
給
調
整
機
能
を
、
勝
そ
し
て
や
が
て
は
省
銀
行
に
吸
牧
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

ま
ず
最
初
は
貨
幣
単
位
の
統
一
化
で
あ
る
。
山
西
省
は
全
国
で
最
も
遅
く
ま
で
制
銭
流
通
が
残
存
し
た
省
で
あ
っ
た
が
、
銀
南
・
制
鎮
の
使

用
を
や
め
て
、
銀
元
・
銅
元
の
重
一
的
使
用
を
命
じ
た
一
九
一
九
年
二
月
の
「
劃
一
幣
制
暫
行
規
則
」
公
布
以
降
、
銅
元
の
流
通
が
本
格
化
し

は
じ
め
る
。
未
清
算
の
銀
雨
建
て
債
務
は
「
嘗
地
最
公
卒
の
市
債
」
で
銀
元
に
換
算
し
、
制
鎮
の
場
合
は
、
「
各
懸
習
慣
鈍
色
、
鎮
数
同
じ
か

ら
ざ
る
あ
れ
ば
、
麿
に
最
公
卒
の
市
債
を
以
て
」
銅
元
に
換
算
さ
せ
る
、
と
し
た
が
、
そ
の
ね
ら
い
は
、
以
後
肝
陪
を
許
さ
ず
、
す
な
わ
ち
地

(
同
町
)

域
経
済
が
濁
自
の
支
排
い
規
則
を
も
つ
こ
と
を
押
さ
え
込
も
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

-129ー

同
時
に
護
布
さ
れ
た
「
山
西
省
護
領
銅
元
規
則
」
で
は
、

鯨
と
一商
舎
が
確
認
し
た
上
で
護
券
を
許
可
さ
れ
た
一商
読
に
銅
元
を
受
領
さ
せ
る
と

(

回

)

し
て
い
る
。
豚
を
介
在
さ
せ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
段
階
で
は
喬一
競
た
ち
に
よ
る
貨
幣
需
給
調
整
は
ま
だ
可
能
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
北
伐
期
の
混
観
を
契
機
に
、

が
高
く
な
っ
た
一
九
二
九
年
、

一
般
的
な
貨
幣
単
位
が
銅
貨
建
て
か
ら
銀
元
建
て
に
、
通
貨
そ
の
も
の
も
硬
貨
よ
り
紙
幣
の
比
重

「
取
締
各
懸
紙
幣
規
則
」
が
出
さ
れ
、
一
商
一
蹴
の
震
4
7
は
禁
止
さ
れ
、
護
券
機
能
は
山
西
省
銀
行
に
猫
占
さ
れ
る

711 

こ
と
と
な
っ
た
。
銀
元
硬
貨
は
一
定
以
上
の
枚
数
の
移
動
に
許
可
を
要
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
市
場
か
ら
一
斉
に
退
場
し
て
し
ま

(

伺

)
ぅ
。
一
商
競
は
四
割
以
上
の
準
備
を
僚
件
に
膏
紗
を
代
理
瑳
行
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
三
二
年
に
か
け
て
財
政
イ
ン
フ
レ
が
念
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速
に
進
行
し
、
音
紗
は
受
領
さ
れ
な
く
な
る
。
既
述
の
村
紙
幣
護
行
は
、
そ
の
後
の
牧
拾
策
と
し
て
で
て
く
る
の
だ
が
、
成
功
せ
ず
、

結
局

一

九
三
六
年
、
一

等
豚
十
高
元
、
二
等
豚
八
高
元
、
三
等
豚
五
高
元
を
限
度
と
し
て
、
蘇
銀
披
が
山
西
省
銀
行
よ
り
免
換
券
を
借
用
し
、
そ
れ
を

(

叩

)

党
換
準
備
と
し
て
十
仙
、
二
十
仙
の
小
額
紙
幣
を
護
行
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る。

こ
の
よ
う
に
し
て
省
政
府
は
、
牒
と
き
に
は
村
を
基
礎
と
す
る
貨
幣
供
給
の
制
度
を
つ
く
り
あ
げ
、
市
鎮
の
一
商
競
た
ち
の
自
律
的
な
貨
幣
需

給
調
整
機
能
を
削
い
で
い
っ
た

の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
市
場
の
安
定
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
人
々
は
デ
フ
レ
と
悪
性
イ
ン
フ
レ
の

(

九

〉

聞
の
激
し
い
振
幅
に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お

り

わ

俸
統
中
園
に
お
い
て
地
域
経
済
と
は
何
を
指
す
の
か
、
と
問
わ
れ
れ
ば
、
市
鎮
を
中
心
に
形
成
さ
れ
る
支
梯
協
同
瞳
の
空
間
こ
そ
が
一該
嘗
す

(η
〉

る
と
い
う
の
が
、
本
論
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
空
聞
は
け
っ

し
て
閉
鎖
的
な
も
の
で
は
な
い
。
市
場
で
は
、
利
盆
が
見
込
ま
れ
る

(

乃

)

業
種
へ
の
自
由
な
新
規
参
入
が
保
護
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
商
品
や
勢
働
力
の
移
動
に
制
度
的
な
障
害
は
さ
ほ
ど
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

(
九

)

自
白
な
空
間
に
お
い
で
さ
え
も
、

市
場
行
震
を
媒
介
す
る
通
貨
の
需
給
を
調
整
す
る
機
構
は
必
要
で
あ
り
、
空
間
を
共
有
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

-130ー

そ
L
て
こ

の
機
構
は
行
財
政
の
機
構
か
ら
は
自
律
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
行
財
政
と
の
癒
着
は
、
行
財
政
業
務
に
閥
わ
る
人
々
を

優
位
に
立
た
せ
、
自
由
参
入
を
準
則
と
す
る
競
争
秩
序
と
抵
鯖
す
る
か
ら
で
あ
る
。
惇
統
中
園
の
よ
う
な
「
自
由
な
社
舎
に
お
い
て
、

秩
序
は

(

万

)

い
か
に
可
能
か
」
と
問
わ
れ
れ
ば
、
自
由
参
入
を
準
則
と
す
る
競
争
こ
そ
が
秩
序
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
俸
統
中
園
の
公
共
性
を
特
色
づ
け
る
、

と
い
う
の
が
本
論
の
合
意
で
あ
る
。
そ
の
公
共
性
は
、
特
許
権
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
参
入
障
壁
を
利
用
し
た
競
争
の
原
則
を
う
ち
た
て
た

西
欧
の
よ
う
な
祉
舎
と
は
、
異
質
な
秩
序
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

清
朝
は
こ
の
地
域
経
済
の
秩
序
に
依
存
し
て

い
た
の
だ
が
、

二
O
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
権
力
側
か
ら
の
諸
改
革
の
よ
う
に
、
そ
の
存
在
を

否
定
し
て
統
合
し
よ
う
と
す
る
と、

そ
れ
に
は
非
常
な
困
難
を
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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註(

1

)

本
論
は
黒
田
『
中
華
脅
園
の
構
造
と
世
界
経
済
』
名
古
屋
大
皐
出
版

舎
、
一
九
九
四
年
、
で
あ
い
ま
い
に
す
ま
せ
て
し
ま
っ
た
問
題
を
一
部

分
な
が
ら
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
『
中
華
一
帝
園

の
構
造
と
世
界
経
済
』
に
お
い
て
は
、
停
統
中
園
で
は
、
針
外
牧
支
と

連
動
し
て
内
部
の
純
貨
幣
流
通
量
が
伸
縮
す
る
よ
う
な
地
域
経
済
が
存

在
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
地
域
経
済
が
存
在
し
た
日
本
な
ど
と
は
異
な

り
、
重
商
主
義
的
な
園
民
経
済
を
志
向
し
な
い
市
場
が
機
能
し
て
い

た
、
と
し
て
い
る
。
日
本
や
西
欧
で
は
、
封
建
領
主
の
よ
う
な
地
域
権

力
の
存
在
が
順
貿
易
を
志
向
す
る
地
域
経
済
空
間
の
貧
現
の
前
提
僚
件

と
な
っ
た
。
だ
が
地
域
の
経
済
的
信
震
に
自
ら
の
存
在
も
組
み
込
ま
れ

た
よ
う
な
地
方
権
力
の
存
在
し
な
い
停
統
中
園
の
よ
う
な
扶
況
に
お
い

て
、
地
域
経
済
な
ど
と
稽
し
う
る
よ
う
な
貧
鐙
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い

う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

(
2
〉
本
論
は
、
定
期
市
そ
の
も
の
の
分
析
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い

の
で
定
期
市
研
究
の
整
理
は
省
略
す
る
。
た
だ
従
来
の
研
究
成
果
は
、

市
集
の
階
層
性
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
そ
の
階
層
性
の
解
稼
に
は

経
済
拳
的
な
検
討
の
品
跡
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論

で
は
貨
幣
需
給
の
季
節
性
と
の
関
連
が
問
わ
れ
る
。
中
村
哲
夫
「
清
末

華
北
の
農
村
市
場
」
野
津
塑
・
田
中
正
俊
編
『
講
座
中
園
近
現
代
史
』

二
巻
、
東
京
大
皐
出
版
曾
、
一
九
七
八
年
は
、
諸
々
の
市
集
に
つ
い
て

の
税
制
上
の
匡
分
と
商
品
構
成
上
の
医
分
を
整
理
し
、
棉
花
な
ど
の
集

荷
数
率
と
市
場
規
模
の
封
磨
を
指
摘
し
て
い
る
。

(

3

)

喬
士
山
強
標
注
、
山
西
人
民
出
版
社
、
一
九
九

O
年
。
刊
行
さ
れ
た
の

は
、
全
文
で
は
な
く
、
史
料
債
値
が
高
い
と
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
以
下
で
は
西
暦
年
月
日
を
以
て
引
用
す
る
。
好
並
隆
司
「
『
E
日

開
士
山
』
よ
り
み
た
菅
水
四
渠
の
水
利
・
港
紙
」
同
『
中
園
水
利
史
研
究

論
孜
』
岡
山
大
皐
文
拳
部
研
究
叢
書
九
、
一
九
九
三
年
も
『
退
想
務
日

記
』
に
つ
い
て
燭
れ
て
い
る
。
ま
た
我
々
は
す
で
に
農
村
在
住
の
知
識

人
の
意
識
に
上
る
空
間
の
範
固
に
つ
い
て
、
や
は
り
あ
る
日
記
か
ら
検

討
し
た
研
究
結
果
を
知
っ
て
い
る
。
太
卒
天
閣
支
配
の
頃
の
江
南
の
事

例
で
あ
る
が
、
村
の
外
に
常
に
耳
目
を
向
け
て
い
る
一
方
で
、
そ
の
範

園
は
お
お
よ
そ
懸
の
行
政
域
の
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
稲
田
清
一
「

清
末
江
南
に
お
け
る
一
郷
居
地
主
の
生
活
空
間
ー
ー
そ
の
範
薗
と
構
造

に
つ
い
て
の
試
論
」
『
史
筆
雑
誌
』
九
九
|
一
一
。
劉
に
お
い
て
も
ほ
ぼ

同
様
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

(
4
)
M
M
E
-
e
。
・
。
・
出
口
同
ロ
m-

叫
3
b
m
w

吋

E
S
3
H
N円
円
。
認
。
若
い
可
白
書
出
句
。
ミ
ミ

。
宮
沼
町
内

S
弓
寄
与
の
と

2
・
ω窓口『
0
邑

C
・同
y
・
5
8・
の
よ
う
に
、

零
細
経
営
に
お
け
る
過
度
の
努
働
集
約
化
が
絵
剰
努
働
を
吸
枚
す
る
た

め
雇
用
努
働
析
出
を
さ
ま
た
げ
た
、
と
い
う
文
脈
で
と
ら
え
る
の
で
は

な
く
、
市
場
の
側
に
土
地
経
営
の
零
細
化
を
小
援
に
と
っ
て
の
選
捧
肢

と
さ
せ
る
傑
件
が
あ
っ
た
、
と
の
視
角
が
必
要
で
あ
る
。
土
地
に
謝
す

る
労
働
力
比
率
に
目
を
奪
わ
れ
ず
、
兼
業
に
よ
る
所
得
機
舎
と
の
比
率

に
着
目
す
る
と
、
必
ず
し
も
労
働
力
は
過
剰
で
あ
る
と
は
言
え
ず
‘
む

し
ろ
求
め
ら
れ
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
局
面
も
あ
る
。

(

5

)

華
北
交
通
株
式
禽
社
賞
業
部
編

『北
支
農
村
の
寅
態
|
|
山
西
省
耳
目

泉
胴
称
賛
陵
村
賞
態
調
査
報
告
』
東
京
、

一
九
四
四
年
、

(
以
下
『
責
陵

村
』
と
記
す
〉
は
軍
事
占
領
の
下
で
行
わ
れ
た
調
査
に
基
づ
い
て
お

り
、
も
と
よ
り
そ
の
信
頼
性
は
疑
っ
て
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
同
書
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は
豚
一
般
の
概
況
を
述
べ
た
部
分
と
、
資
陵
村
に
し
ぼ
っ
た
記
述
の
部

分
と
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
前
者
の
部
分
の

一
六
頁
で
、
師脚
内

二
一
個
村
の
戸
口
・
人
口
と
経
営
分
類
を
表
に
記
し
、
赤
橋
村
を

一
O

五
戸
か
ら
な
り
、
小
作
五

O
、
農
業
外
四
七
戸
と
し
て
い
る
が
、
他
村

に
比
べ
て
小
作
分
類
が
あ
ま
り
に
多
く
、
『
退
想
粛
日
記
』
か
ら
こ
と

さ
ら
に
小
作
農
が
多
い
よ
う
な
記
述
は
乏
し
い
が
放
に
、
疑
問
が
生
じ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
二
一
個
村
中
、
赤
橋

・
紙
房
爾
村
の
み
が
農

業
外
戸
数
が
多
い
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
感
魁
「
蘭
村
紙
房
赤
橋
村
之
草

紙
調
査
」
『
新
農
村
』
三
・
四
期
、
で
草
紙
製
造
の
専
業
従
事
戸
と
し

て
赤
橋
村
で
二
五
戸
が
数
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
。
ま
た
徳

戸
数
も
「
蘭
村
紙
房
赤
橋
村
之
草
紙
調
査
」
で
記
さ
れ
て
い
る
戸
数
よ

り
雨
村
と
も
少
な
い
が
さ
ほ
ど
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

『
逗
想
滞
日
記
』
で
の
記
述
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、

『
資
陵
村
』

で
の
調
査
結
果
と
の
つ
き
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
種
的
に
把
渥
可

能
と
な
る
貼
も
多
い
。
な
お
、
奥
村
哲
「
日
中
戦
争
前
後
の
筆
中
農
村

調
査
を
め
ぐ
っ
て
|
|
江
蘇
省
無
錫
豚
の
場
合
」
『
人
文
筆
報
』
(
東

京
都
立
大
皐
〉
二
三
八
は
、
日
本
の
戦
時
占
領
下
の
農
村
調
査
に
つ
い

て
、
他
の
史
料
と
の
突
き
合
わ
せ
に
よ
る
相
針
化
の
必
要
性
を
述
べ
て

い
る
。
『
責
陵
村
』
を
利
用
し
た
研
究
と
し
て
、
吉
田
法
一
「
二

O
世

紀
前
半
華
北
穀
作
地
帯
に
お
け
る
農
民
麿
分
解
の
動
向
」
『
東
洋
史
研

究
』
四
五

l
一
が
あ
り
、
低
生
産
力
地
静
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

(

6

)

錦
織
英
夫
『
山
西
農
業
と
自
然
』
北
京
、
一
九
四
一
年
、
九
八
頁
。

太
原
豚
附
近
は
小
褒
の
畝
蛍
た
り
牧
量
が
大
き
く
、
棉
花
と
の
畝
世田
た

り
牧
盆
の
差
が
少
な
い
。

(
7
〉
『
退
想
滞
日
記
』
九
五
年
七
月
一
六
日
、
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一
六
年
七
月
一
日

四

年
七
月
一
二
日
。

〈

8
〉
耳
目
洞
難
老
泉
は
毎
秒
七

O
立
方
フ
ィ
ー
ト
の
湧
水
で
一
蔦
畝
を
潜
瓶

し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
全
園
経
済
委
員
曾
『
山
西
考
察
報
告
書
』

一
九

三
六
年
、
縞
誇
奨
報
七
九
、
上
海
、
一
九
四
二
年
、
二
七
四
頁
。
ま
た

『
退
想
驚
日
記
』
一
六
年
一

O
月

一一

日
の
記
述
か
ら
し
て
粟
と
冬
小

委
を
搭
作
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
ら
れ
、
耳
目
水
の
水
利
に
よ
っ
て
例
外

的
に
恵
ま
れ
た
こ
の
地
域
は
、
車
な
る

一
毛
作
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

も
み
の
る
。

(
9
〉

『
退
想
驚
日
記
』
一
一
一
一年
八
月

一
一二
日。

(
ぬ
)
太
谷
豚
南
席
村
の
票
読
の
家
で
九
六
年
か
ら
家
庭
数
師
と
し
て
従
事

し
て
い
た
。
同
右
、
一
九

O
四
年
一
一

一月一一
一一目
、
O
七
年
二
月
七
日
。

(
口
)
同
右
三

O
年

一
月

一
一
一
日
、
太
原
豚
の
稲
作
が
八

O
O
O畝
で
吹
量

一
五
O
O
O石
で
あ
っ
た
と
し
て
計
算
。
『
黄
陵
村
』
一
七
頁
、
東
盛

岡
文
禽
『
支
那
省
別
金
誌
山
西
省
』
東
京
、

一
九
二
O
年

(
以
下

『
省
別
主
誌
』
)
コ
一
六
三
頁
。

(
辺
)
な
お
劉
大
鵬
の
父
は
木
材
商
庖
を
営
ん
で
お
り
、
そ
の
父
か
ら
の
仕

迭
り
が
か
つ
て
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

(
日
〉
『
省
別
全
誌
』

五
五
八
頁
、
『
貰
陵
村
』

一一一一
頁。

(

U

)

『
退
想
粛
日
記
』

一
三
年
二
月
一
一
一
目
、
一
五
年
一
月
二
八
日。

(
お
)
同
右
二
六
年
二
月
二
目
、
『
資
陵
村
』
一
一
一
一
頁
。

(
v
m
)

長
工
の
雇
用
は
恒
常
的
に
で
は
な
く
、
い
て
も
一
人
で
あ
っ
た。

一

O
畝
徐
の
耕
地
で
は
長
工
は
さ
ほ
ど
必
要
で
な
い
。
二

0
年
代
牢
ば
王

な
る
長
工
を
数
年
雇
用
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
退
想
驚
日
記
』
一
一

六
年
四
月
二
九
日。

(
刀
〉
東
洋
文
庫
に
『
山
西
耳
目
由
来
豚
最
新
主
要
出
口
問
及
戸
数
距
離
簡
要
地
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圃
』
な
る
も
の
が
E

日
由
来
懸
知
事
常
毅
夫
の
編
製
と
し
て
枚
め
ら
れ
て
い

る
。
明
ら
か
に
日
本
占
領
軍
の
企
幽
の
下
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
記
載
し
た
ほ
と
ん
ど
の
村
に
戸
数
が
附
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
赤
橋
村
は
一

O
三
戸
、
西
銀
村
三

O
戸
、
花
塔
村
五
五
戸
と
な

っ
て
い
る
。
硬
底
村
の
記
載
は
な
い
が
、
俵
に
塔
院
村
の
二
八
戸
を
充

て
る
と
し
て
、
四
村
で
計
二
一
六
戸
と
な
る
。
軍
事
占
領
下
の
調
査
故

の
遺
漏
は
首
然
考
え
ら
れ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
一
九
三
二
年
頃
の
紋

況
を
措
い
た
と
恩
わ
れ
る
謄
魁
「
蘭
村
紙
房
赤
橋
村
之
草
紙
調
査
」
で

は
赤
橋
村
の
戸
数
を
一
二
七
戸
と
し
て
お
り
、
『
地
圃
』
と
大
き
な
差

は
な
い
。

(
日
目
)
正
太
織
路
の
太
原
の
次
騨
で
あ
る
北
省
か
ら
西
南
二
キ
ロ
に
位
置
し

て
い
た
。

(
叩
〉
『
退
想
菊
日
記
』

一
九
年
六
月
一
八
日
。

(
却
〉
た
だ
し
何
が
副
業
収
入
と
雑
業
収
入
と
に
分
類
さ
れ
た
の
か
が
明
ら

か
で
は
な
い
た
め
、
商
項
目
を
合
算
し
た
が
、
そ
の
黙
で
精
度
に
依
け

る
。
な
お
銭
道
の
存
在
が
二
つ
の
傾
向
の
分
岐
を
鮮
明
に
し
た
と
い
え

司
令
。

(
幻
〉
『
黄
陵
村
』
四
八
頁
。
劉
大
鵬
の
経
営
も
同
様
と
い
え
る
。

(
忽
)
同
右
九
二
頁
、
七
三
戸
の
婦
女
子
が
従
事
し
、
太
原
の
靴
商
が
材
料

な
ど
を
供
給
し
た
。
屯
留
鯨
雀
蒙
村
の
調
査
で
は
一
一

O
戸
中
一

0
0

戸
が
驚
編
み
に
従
事
し
ニ
高
元
の
利
益
を
あ
げ
て
い
た
と
さ
れ
て
い

る
。
天
野
元
之
助
『
山
西
農
業
経
済
と
そ
の
崩
壊
過
程
』
大
濯
、

一
九

三
四
年
、
一

O
頁。

(
却
〉
奥
村
哲
「
日
中
戦
争
前
後
の
華
中
農
村
調
査
を
め
ぐ
っ
て
」
も
、
貧

窮
化
で
な
く
、
都
市
経
済
へ
の
包
援
な
ど
が
零
細
化
を
導
く
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。

(MC
』
・
「
回
ロ
nr・
ト
白
宮
崎
門
、
江
町
H
b
h
t。
誌

帆

誌

の

E
E
P
ω
g巴
帥
門
広
田
・

2
白同
γ

rFロm
-
H由

ω叶
・
匂
・

H
A匹喧・

バ
ッ
ク
の
調
査
が
残
し
て
い
る
債
格
趨
勢
指
数
は
そ
の
調
査
地
域
の

三
人
か
ら
の
回
答
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、

製
化
が
激
し
か
っ
た
中
で
そ
も
そ
も
ど
の
通
貨
単
位
を
も
っ
て
回
答

し
、
そ
の
換
算
は
ど
う
し
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
経
緯
が
明
ら
か
で
は

な
い
。
し
か
し
各
地
域
の
指
数
の
聞
の
相
関
性
、
ま
た

『
退
想
資
日

記
』
の
絞
述
と
山
西
の
パ
ッ
ク
の
指
数
と
の
お
お
よ
そ
の
合
致
は
、
史

料
と
し
て
の
信
頼
性
を
相
互
に
保
護
し
て
く
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
パ

ッ
ク
統
計
に
記
さ
れ
て
い
る
清
南
で
の
小
委
債
格
の
一
九

O
一
年
頃
の

急
践
は
、
『
退
想
努
日
記
』
で
も
確
認
さ
れ
る
。
な
お
指
数
は
粟
や
高

梁
、
冬
小
委
を
中
心
と
し
て
各
地
ご
と
の
加
重
卒
均
で
算
出
さ
れ
た
も

の
と
さ
れ
る
。

(
お
)
競
賓
買
に
つ
い
て
は
、
森
嶋
通
夫
『
無
資
源
園
の
経
済
皐
』
岩
波
書

庖、

一
九
八
四
年
、
一
章
二
節
、
競
り
の
構
造
。

〈
お
)
た
だ
し
、
穀
物
市
集
に
お
い
て
、
買
り
手
が
圏
鐙
を
つ
く
り
、
外
部

の
者
の
貰
買
を
禁
止
す
る
慣
習
の
あ
る
地
方
も
あ
っ
た
と
い
う
。
『
省

別
企
誌
』
三
八
六
頁
。

(
幻
〉
例
え
ば
、
綿
作
農
村
の
河
北
省
寺
北
柴
村
の
調
査
で
、
棉
花
を
商
人

が
直
接
買
い
付
け
に
く
る
こ
と
は
な
い
の
か
と
の
質
問
に
謝
し
て
、

前

村
長
で
あ
る
回
答
者
は
、
商
人
が
来
る
と
値
段
が
高
く
な
っ
た
と
思

い
、
市
に
行
か
ぬ
と
ど
れ
く
ら
い
高
く
な
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
の
で
誰

も
賓
ら
な
い
、
と
答
え
て
い
る
。
『
中
園
農
村
慣
行
調
査
』
岩
波
書
脂、

一
九
五
五
年
、
三
巻
三
二
五
頁。
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(
お
〉
西
山
武
一
「
山
東
の
一
集
市
銀
の
祉
曾
的
構
造
」
北
京
大
泉
農
村

経
済
研
究
所
『
研
究
資
料
』
八
鋭
(
一
九
四
二
年
四
月
〉
原
載
、
『
ア

ジ
ア
的
農
法
と
農
業
社
舎
』
東
京
大
間
竿
出
版
曾
、

一
九
六
九
年
、
所

牧
。

(
m
U
〉
『
民
園
背
豚
志
』
巻
之
一
集
舎
。
各
集
は
み
な
人
工
市
を
附
設
す

る
が
、
無
集
の
地
方
で
も
人
工
市
の
み
を
設
け
る
と
こ
ろ
も
あ
る
、
と

し
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
中
村
哲
夫
「
清
末
華
北
の
農
村
市
場
」
で
鏑

れ
ら
れ
て
い
る
。

(
日
刊
)
『
退
想
資
日
記
』
二
八
年
六
月
八
日
、
一
一
一
一
年
九
月
一
一
目
。

(
況
)
同
右
三
=
一
年
九
月
一
一
日
、
西
山
武

一
「
山
東
の
一
市
集
市
銀
の
祉

合
的
構
造
」
で
も
他
豚
か
ら
泊
ま
り
が
け
で
来
る
短
工
の
存
在
を
指
摘

し
て
い
る
。

(
ロ
)
劉
容
亭
「
山
西
陽
曲
豚
二
十
個
郷
村
概
況
調
査
之
研
究
」
『新
農
村
』

三
・
四
期
。
村
ご
と
に
日
雇
い
賃
金
に
差
が
あ
る
。
一
角
か
ら
三
角
ま

で。

日
毎
に
獲
動
す
る
も
の
な
の
で
信
頼
性
は
薄
い
が
、
近
鄭
の
皇
后

困
と
向
陽
銀
が
一
角
五
分
な
の
に
南
塞
が
三
角
で
あ
っ
た
り
す
る
。

(
出
)
交
通
と
商
品
取
り
引
き
規
模
の
関
数
と
し
て
市
場
圏
を
と
ら
え
る
中

心
地
理
論
の
考
え
方
に
は
限
界
が
あ
る
。
註
(
九
)
。

(
川
拍
〉
例
え
ば
河
北
省
背
豚
は
豚
城
の
匿
と
東
西
南
北
四
区
に
分
け
ら
れ
た

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
匿
に
は
鎮
の
ほ
か
に
穀
物
市
を
聞
く
集
市
が
三
、
四

存
在
し
た
。

『
民
闘
背
豚
士
山
』
巻
之
一
集
曾
。

(
白
山
〉
『
責
陵
村
』
一
一
一
頁
で
は
、
太
原
豚
の
米
移
出
一
四
九

O
O
石
で
、

紙
一

O
禽
刀
と
並
び
重
要
な
移
出
品
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
堕
か
な
水
を
利
用
し
た
耳
目
悶
周
迭
の
産
出
で
あ
っ
た
。

(
お
)
「
管
省
禁
止
銭
盤
貿
空
貰
空
之
新
令
」
『
中
外
経
済
周
刊
』
一

O
ニ

『
退
想
資
日
記
』

説
、
銭
市
投
機
は
冬
に
は
げ
し
い
、
と
し
て
い
る
。

一
六
年
六
月

一
五
日
。

(
日
出
)
山
富
一

O
な
ど
の
額
面
の
銅
元
に
置
換
し
て
も
、
一
九
二

0
年
代
に
は

物
債
水
準
も
上
昇
し
て
い
る
の

で
、
事
態
に
さ
ほ
ど
の
第
わ
り
は
な

い
。
一
九
二

0
年
代
半
ば
の
河
北
省
西
部
那
蓋
豚
で
の
一
日
の
生
活
費

銅
元
五

O
枚
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
民
園
五
年
は
一

O
枚
だ
っ
た
と
い

う
。
た
だ
し
西
部
山
川
地
方
は
二
、

三
O
枚
で
足
り
る
と
し
て
い
る
。

「邪
牽
豚
之
経
済
状
況
」

『中
外
経
済
周
刊
』
一
九

一
続
。

(
叩
ぬ
〉
水
野
蒸

「
山
東
の
一

農
村
(
張
耀
屯
〉
に
於
け
る
祉
曾
経
済
事
情

(下〉」

『満
鍛
調
査
月
報
』
昭
和

一
O
年
八
月
続
。

(
ぬ
)
「
碑
阿
南
之
金
融
機
関
輿
通
貨
」

『
中
外
経
済
周
刊
』
八
四
続
。
た
だ

し
、
こ
の
利
率
は
銀
元
建
で
あ
り
、
こ
の
か
ぎ
り
で
は
都
市
部
か
ら
農

村
部
に
銀
元
が
出
て
い
く
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

(ω)
『
退
想
資
日
記
』
九
七
年
七
月
三
一

目
、
一
九

O
七
年
五
月
二
日。

(

4

)

同
右
一

六
年
三
月
一
一
一
日
。

(
m
M
)

「
山
東
歴
城
長
山
等
師
脈
経
済
情
形
之
調
査
」
『
中
外
経
済
周
刊
』

一

九
O
続
。

(
必
〉
「
山
東
各
豚
銀
銭
挽
資
金
及
紙
幣
夜
行
額
之
調
査
」
同
右
一
八
四

続。

(
川
叫
〉
「
捕
阿
南
之
金
融
機
関
輿
通
貨
」
。

(
必
)
同
右
。
こ
の
よ
う
に
銭
票
が
ニ
0
年
代
前
半
に
何
故
ふ
く
れ
上
が
つ

た
か
と
い
う
こ
と
な
ど
は
、
中
園
一
園
の
読
明
で
は
不
充
分
な
現
象
な

の
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
捨
象
し
た
。
黒
田
「
ア
ジ
ア
在
来
金
融
か
ら

み
た
ニ

O
世
紀
初
期
の
世
界
経
済
」
『
歴
史
評
論
』
五
三
九
説
。

(
叫
叫
)
た
と
え
ば
害
時
陽
豚
で
は
、
現
金
に
よ
ら
ず
、
克
銭
と
稽
し
て
、
制
銭
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一
串
文
に
劃
し
て
一
串
二
百
文
の
交
換
率
で
帳
簿
上
で
貸
借
決
済
を
す

る
慣
行
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

『
省
別
会

-tr八
O
五
頁
。

(
円
引
)
「
支
梯
協
同
鐙
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
黒
田

『
中
華
一
帝
閣
の
構

造
と
世
界
経
済
』
一
回
、
二
一
頁
。

表
現
そ
の
も
の
は
宮
下
忠
雄
に
よ

る。

(
川
崎
)
感
魁
「
蘭
村
紙
房
赤
橋
村
之
草
紙
調
査
」
。
草
紙
は
日
用
品
と
し
て

使
用
さ
れ
る
ほ
か
に
、
建
設
用
の
石
灰
粘
着
に
用
い
ら
れ
た
。

(
必
〉
『
退
想
驚
日
記
』
九
二
年
八
月
一
一
一一
目。

(
印
〉
同
右
一
九

O
三
年
一

O
月
二
四
日
。

(
日
〉
同
右
=
二
年
一
二
月
一
八
日
、
三
二
年
一
月
一
七
日
。

(
回
)
同
右
二
九
年
一
一
一
月
一
一
目
。

(
臼
〉
同
右
一
五
年
五
月
二

O
目。

(
U
A

〉

三

O
年
か
ら
一
一
一
一
一
年
に
か
け
て
耳
目
紗
の
濫
裂
と
銀
元
硬
貨
と
の
免
換

率
の
暴
落
が
進
行
す
る
が
、

『
退
想
驚
日
記
』
で
は
三
一
年
五
月

一
七

日
に
、

夏
に
入
っ
て
以
来
、
市
債
表
示
を
菅
紗
と
銀
元
に
分
け
る
よ
う

に
な
っ
た
と
、
記
述
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
日
記
に
記
さ
れ
る
物
債

は
紙
響
か
現
洋
か
が
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

三
一
年
二
月
に
耳
目
紗

一
元
は
な
お
銀
元

0
・
七
一
七
元
に
免
換
さ
れ
た
が
、

=
二
年
五
月
に

は
0
・
三
三
三
元
と
な
り
、

以
下
つ
る
ベ
お
と
し
で
、
三
二
年
二
月
に

は
0
・
0
四
一
元
と
な
っ
て
い
る
。
楊
蔚

「
山
西
農
村
破
産
的
原
因
」

『
新
農
村
』
三
・
四
期
。

(
日
〉
『
退
想
滞
日
記
』
三
四
年
五
月

一
八
日。

歳
末
の
清
算
時
期
に
商
人

は
債
権
を
ほ
と
ん
ど
回
収
で
き
な
い
状
況
に
陥
っ
た
。
同
右
三
三
年
一

月
二
五
日
。

ハ
出
)
同
右
二
六
年
五
月
三
一
旬
。

(
幻
)
劉
大
鵬
の
著
し
た
『
菅
洞
誌
』
巻
七
・
八
、
祭
器
賞
、
に
は
耳目
一胴
で
行

わ
れ
る
祭
犯
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(
回
)
『
退
想
驚
日
記
』
九
二
年
一
一
月
六
日
、
九
四
年
四
月

一
七
日
。

(
回
)
小
庖
鎮
で
は
雨
乞
い
の
募
金
数
千
串
を
集
め
る
核
と
な
っ
て
い
る
。

同
右
一
六
年
八
月一一
六
日
。
江
南
で
も
市
銀
が
救
荒
の
た
め
の
結
節
貼

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
稲
田
清

一
「
清
代
江
南
に

お
け
る
救
荒
と
市
銀
|
|
賓
山
懸

・
慕
定
燃
の

「廠
」
を
め
ぐ
っ
て
」

『
甲
南
大
皐
紀
要
』
文
皐
篇
八
六
社
舎
科
皐
特
集
。
菅
洞
鎮
で
も
劉

な
る
も
の
が
、
東
庄
・
首
問
花
盤
・
高
荒
見
の
三
村
に
施
し
米
を
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
退
想
費
日
記
』
九
六
年
八
月
二
四
日
。

(
印
)
太
原
燃
で
は
豚
城
と
小
庖
銀

・
北
格
鎮
・
南
堰
銀
・

耳目
一胴
鎮
の
四
銀

に
書
館
が
置
か
れ
て
い
た
。
墨
田
一胴
誌
』
巻
一
七
、
郷
校
下
、
蒙
養

皐
堂
。

(
町
山
)
郷
町
粟
栽
培
の
制
限
や
銀
元
の
夜
行
な
ど
の
布
告
が
E

日
洞
鎮
で
掲
示
さ

れ
た
。
『
退
想
涛
日
記
』
九
三
年
一

一
月
二
九
日
、
九
八
年
一
月

一
四

口
同
。

(
臼
〉
西
山
武
一
「
山
東
の
一
市
集
銀
の
社
曾
的
構
造
」
。

(
臼
〉
劉
大
鵬
は
債
務
な
ど
を
め
ぐ
る
調
停
を
し
ば
し
ば
依
頼
さ
れ
た
が
、

問
料
が
医
ご
と
に
調
解
委
員
舎
を
つ
く
る
と
委
員
に
招
請
さ
れ
て
い
る
。

『
退
想
環
日
記
』
三
二
年
一
一
月
一
目
、
三
三
年
五
月
三

一目。

(
制
)
郷
村
建
設
運
動
で
は
河
北
の
定
鯨
で
の
寅
践
が
著
名
で
あ
る
。
潰
口

允
子

「翠
城
村
治
|
近
代
中
園
に
お
け
る
郷
村
再
編
成
の
試
み
」

『人

閲
文
化
研
究
年
報
』
五
。

門
田
)
閤
錫
山
の
序
が
あ
る
村
政
廃
校
印

『
山
西
村
政
集
編
』
民
園

一
七
年

は、
t

そ
の
盛
ん
た
啓
曲
家
の
援
を
停
え
て
く
れ
る
が
、
官
と
民
の
聞
に
橋
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718 

を
か
け
る
も
の
と
し
て
、
従
来
の
士
で
は
不
足
で
あ
る
と
し
、
商
人
を

稀
揚
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

(
侃
〉
『
退
想
滞
日
記
』
三
四
年
五
月
一
八
日
、一

O
月
二
一
目
、
一

一一一目
、

一一一一一目。

(
同
町
〉
中
園
人
民
銀
行
山
西
省
分
行

・
山
西
財
経
皐
院
金
融
史
編
寓
組
編

『
閣
錫
山
和
山
西
省
銀
行
』
北
京
、
一
九
八

O
年
、
三
七
頁
。

(
槌
)
『
銀
行
週
報
』
一
一
五
鋭
、
山
西
創
行
銅
元
党
換
券
。

〈
的
)
『
退
想
驚
日
記
』
二
九
年

一
一
月

一
目
。
三

O
年
二
月
二
日
に
は
、

罰
則
を
犯
し
て
省
城
か
ら
銀
元
一
七

O
元
を
持
ち
だ
そ
う
と
し
た
太
谷

の
商
人
が
捕
ま
り
三

O
元
の
罰
金
を
と
ら
れ
た
と
の
侍
聞
を
記
し
て
い

る
。
『
閣
錫
山
和
山
西
省
銀
行
』
三
九
|
四

O
頁。

〈
叩
〉
朝
鮮
銀
行
調
査
課
『
山
西
省
に
於
け
る
金
融
経
済
紙
況
と
金
融
機
関

の
内
容
』
京
城
、
一
九
三
七
年
、

一
九
頁
。

(
れ
〉
一
九
三

0
年
代
の
閣
錫
山
の
財
政
政
策
を
取
り
上
げ
た
研
究
と
し

て
、
内
田
知
行
の
連
作
が
あ
る
。

「
閤
錫
山
の
財
政
整
理
事
業
」
『
一

橋
論
叢
』
九
一
六
、

「
一
九
三
0
年
代
に
お
け
る
閤
錫
山
政
権
の
財

政
政
策
」

『
ア
ジ
ア
経
済
』
二
五
|
七
、
「
閤
錫
山
政
権
と

一
九
三
0

年
代
山
西
省
に
お
け
る
経
済
襲
動
」

『
現
代
中
園
』

五
八。

(η
〉
現
地
爾
人
の
曾
合
が
、
何
が
通
用
す
る
通
貨
か
を
決
め
、
債
格
を
も

管
理
す
る
、
中
世
南
イ
ン
ド
の
地
方
市
場
の
事
例
な
ど
も
、
士
又
梯
協
同

陸
の
存
在
の
北
田
温
性
を
窺
わ
せ
る
。
同ハ内ロロ
2
7
閉山・匡伸一一
・
4
己

R
，

g
白
E
ロ
間
同
旦
玄
ω円
r
R
Z
5
5
H
nr司
吉
明
白
H]可
冨
包
F
o
g
-
ω
o
c
p

F
E
-
-
5
ω
恒
三
ミ

ω
zrH白ゲヨ
白
ロ
ヨ
ヨ
巾
L
Y
ミ

S
ミ

gn同
H
t

ミ
ミ

rh同
誌

T
ら
ぬ
と
き
l

』
1
8-口
。
-
-
d
r
昌
宏
・
た
だ
し
停
統
中
園

に
お
け
る
そ
れ
は
、一商
人
集
圏
の
人
的
流
動
性
が
非
常
に
高
い
事
例
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(

η

)

小
農
た
ち
は
生
産
者
で
あ
る
と
同
時
に
貰
買
の
仲
介
者
に
も
な
り
え

た。

ω
5
2
玄
白
ロロ
J
hR
ミ
ミ
司
与
S
H
h
a
法
人

同
宮
内
と

Z
R

NW
5・2
R
h
ew-
ぬ円
u
、・』
ud
o
-』
山U
U
0
・
ω窓
口
『
O
円L
C
-
H
u
・
巴
∞
ア
司
・5
m-

こ
う
し
た
傾
向
も
け
っ
し
て
俸
統
中
園
に
固
有
の
も
の
だ
っ
た
の
で

は
な
い
。
例
え
ば
ジ
ャ
ワ
の
現
地
市
場
官

g
H
に
集
う
小
曲
反
た
ち
に

も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

〉一一
n
o
u
o君
主
¥
の白
Y
Z一・

0
色
町
白

z
r
iロ
同
吉

r
s
z
z
y向

R
Z
E
z
.
-
E
-Nミ
ヨ
o
豆

町田円
H
Y
白
ロ
仏
回
・

ω・J

円白ヨ
3

J

q応、民
H
b
h・
h
r
d
g
h
b
u
d
n仙
の
、
町
、
t
H
3

句

VE
N
h
Q
3
H
旬
。
円
な
に
2
・円
。
ロ仏
D
P
H
由
主
・

〈
九
)
ク
リ
ス
タ
ラ
ー
ら
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
中
心
地
理
論
は
、
運
賃
な
ど

の
移
動
経
費
か
ら
決
定
さ
れ
る
経
済
的
距
離
を
も
っ
て
、
あ
る
一商
品
の

頁
買
の
範
園
を
決
定
す
る
重
要
な
要
因
と
み
な
し
、
そ
の
方
法
は
ベ
リ

ー
な
ど
に
継
承
さ
れ
、
ス
キ
ナ
l
の
中
園
で
の
定
期
市
研
究
は
、
そ
れ

を
補
強
す
る
事
例
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
者
向
凶
]円向

。
-E-

凹

S
--oH-
む
な

N
S之、。町
内詰

O
之
内
宮
句
会
凡
丸
、"に崎
町同にお員同・一
『ゆ
ロ白-

H
由
一凶ω
・
ωω
・日
N
l
mω
・
∞
ユ白ロし『
-
F・切
O
H
E
H
V
P
C向。句、
bhv
砕
い官

。h
p
h
b
、b
a

n
s
H
H
2
4
おお札
H
N
a
Q
た
』
)
な
守
S
R
H
守
、
ご
何
ロ
m
r
d司
0
0
門目。
-H
RP
H
申町
、吋
・

3
・
S
IS
・
俸
統
的
農
村
市
場
を
分
析
す
る
際
に
、
そ
の
手
段
と
し
て

中
心
地
理
論
を
用
い
る
こ
と
の
紋
陥
は
、
こ
の
理
論
か
、
媒
介
財
す
な

わ
ち
貨
幣
の
調
達
の
空
間
的
限
界
が
一商
品
需
給
に
奥
え
る
濁
自
な
影
響

に
気
づ
い
て
お
ら
ず
、
信
用
供
輿
を
単
な
る
上
級
市
場
の
一
つ
の
属
性

と
み
な
す
こ
と
に
あ
る
。

〈
万
〉
岸
本
美
緒

「
「
市
民
社
曾
」

論
と
中
園
」
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歴
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評
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』
五
二
七
続
。



commanders of the armies which advanced into the areas held by the

Southern Song, only Seng'iireturnedto South China.

THE DETERMINATION OF BOUNDARIES OF REGIONAL

　

ECONOMIES IN TRADITIONAL CHINA：THE CASE OF

　　　　　

ＴＡＩＹＵＡＮ太原COUNTYIN THE EARLY

　　　　　　　　　　

TWENTIETH CENTURY

KURODA Akinobu

　　

What is ａ regional economy ？ What determine its boundaries between

inside and outside ？　Through an analysis of households in ａ village in

Taiyuan county, it was determined that the peasants of traditional China

received two types of cash incomes:　Income from the sale of products at

periodic markets, and income from the sale of products to outside markets.

The latter enabled peasants to diversify their income sources. However,

the prices of commodities intended for outside markets, such as straw paper.

moved independently from the prices of commodities sold at periodic

markets, such as cereals, where spot dealing was common.　　This fact

implies that there existed economic borders that reflected the different price

movements contained therein｡

　　

Jincizhen晋祠賦, one of four rural towns in　Taiyuan county, fun-

ctioned as ａ center of ａ payment community that covered periodic markets.

Merchants in this town issued cash notes which circulated only within the

immediate area. The payment community was enabled to respond to the

fluctuations of currency demand through the supplying of credit by town

merchants. The difference between markets, whether located within the

payment

　

communities

　

or

　

not, was　responsible　for　the　different　price

movements of commodities such as those mentioned above｡

　　

From this it can be concluded that markets in traditional China did

not form ａ hierarchy based simply on size, as central･place theory suggests.

Rather, they were, in fact, divided by autonomous payment communities。

　　

The Shanxi　provincial government, under the military　lord　Yan

- ４－



xishan閻錫山, attempted to force counties or villages to issue currency

notes,thereby disbanding the payment communities thatintervened between

counties and villages,in order to cause governmental 丘sealpoliciesto have

a direct effect｡

　　　

However, the result of these administrativeinterventions was to make

the monetary 丑ｏｗin local markets more unstable.　This failureof the

provincial government policiesresulted from neglecting the function of the

payment communities, which autonomously maintained local liquidity.

ON THE ORIGINS OF PRIVATE LANDHOLDING

　

IN THE AREAS CONQUERED BY THE ARABS

MORIMOTO Kosei

　　

The assassination of the third Caliph‘Uthman by disaffectedelements

among Arab warriors from the garrison towns was ａ serious occurrence

which caused ａ crisisfor the nascent Muslim state. During this period of

the assassination of ゛Uthman there occurred the active acquisition of

private landholdings by‘Uthman and other Companions of the Prophet.

This fact has already been noted by al-Ya‘qubi,the‘Abbasid historian.

In order to establishof treatiseson the land system in Islamic law, Muslim

scholars of the early Islamic period emphasized that following the Great

Arab conquests, there existed land that continued to be used by the indi-

genous farmers. whose possession of such was recognized. In addition,

there existed unowned land which had been under the jurisdictionof the

Sassanid Dynasty and others,and which was confiscated and given the

designation of saw,可i or stateland.‘Uthman gave land from this芦ｗがi

to the Companions of the Prophet as 9吋か，　This interpretationis followed

by most modern scholars｡

　　

However, such an interpretationcannot be supported on the basis ofａ

carefulevaluation of the documents. This paper makes clear the factthat

‘Uthman's transferralof land resulted from ａ specificallypoliticalpolicy

that was concerned with the class of Muslim leaders who wielded special

- ５－


