
轟
論

説

住

居

視

の
本

質

及

其

構

造

・・:
・.…
…

…
…
・・
渋
墨
博
士

カ

i

ペ

ン

タ

ー

の
肚

會

改

革

意

見

・.・…

-
法
學
博
士

肚

會

政

策

よ
り
観

π
る
吾

國

の
財

政

三

)・・…
渋
墨
博
士

人

糞

尿

の
國

盆

(
二
)
…

-
…
・…
…

:
,…
…
…

法
學
博
士

植

民

地

の
労

働

政

策

(
二
、完
)
:
:
…
…
:
…
…
・法
學
博
士

時

事

間

.題

支

那

の

富

源

開

放

と
其

冠

會

問

題

…
…
:
.法
學
博
士

銀

行

の
手

形

引

受

討

度

…
…
…
…
…
…
・…

…
注

學

士

雑

録

航

空

運

送

…
・…
…

…
…
・…
…
…
・…
…
・二
,…
…

法

學

土

合

年

度

下

年

期

に

於

け

る

内

地

産

米

の

量

、

債

に

就

い

て

…
・.・.…
…
…
吃…

…
…
・…
・・注

學

士

肚

會

問

題

評

論

・.・.・…
…
・…
-
…
・…
…
・…
…
…
注
學
博
士

神

戸

正

雄

河

町

嗣

郎

小
川

郷
太
郎

財

部

静

治

山

本
美
越
乃

戸

田

海

市

大

森

研

造

小

島

昌

太

郎

伊

丹

萬

里

瀞

戸

正

雄

、

F
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増

結

℃

植

民

地

の
勢

働

政

策

(
二
、完

)

'

山

本

美

越

乃

母
國
民
の
経
済
的
慾
求
を
満
足

せ
し
め
得

べ
き
有
形
的
の
利
益
を
供

ず
る
こ
と
に
依
り
て
其
の
移
住
を
奨
廊
す

る
方
法
の

一
は
、
完
佳
條
件

の
下
に
低
廉
な
る
償
柊

を
以
て
植
民
地

の
官
公
有
地
を
移
住
者
に
挑
下
げ
、
或
は
叉

私
有
地
ε
難
ざ
も
面
積
徒

に
尨
大
に
し
て
其

の
利
用

の
完

か
ら
ざ
る
も

の
は
、
政
府
之
を
買
牧
し
て
實
際
土
地
を

利
用
せ
ん
こ
す
る
者

の
手
に
締
せ
し
む
.る
と
共

に
、
斯
か
る
佛
下
地

の
開
墾
叉
は
利
用

に
必
要

菰
る
資
金
は
、
低

利
を
以
て
之
を
貸
下
ぐ
る
の
方
針
に
出
づ
み
こ
と
是
れ
喉
り
「
固
よ
り
此

の
方
法
を
實
行
ず
る
に
當
り
て
は
、
母

国
晟
.が
現
に
威
じ
っ
っ
あ
る
外
部
的

の
塵
追
を
見
れ
、
其

の
繧
濟
的
慾
求
を
満
足
せ
し
む
る
こ
ご
に
依
り
て
、
少
.

く

ご
も
彼
等
の
母
國
に
於
け
る
文
化
的
生
活
及
肚
會
上

の
諸
種

の
享
樂

を
犠
牲

に
供

す
る
も
、
侮

ほ
之
を
償
ふ
に

見
る
程
度

の
有
形
的
利
益

を
齎
し
得

べ
き

一
定

の
土
地
を
得
せ
し
む
る
を
以
て
、
佛
下
げ
の
標
準
的
軍
位
と
な
さ

ざ
る
べ
か
ら
す
、
故

に
此

の
煙
認
竿
釣
輩
位

の
決
定
は
、

一
方
に
於

て
は
母
國
民
の
文
化
的
生
活

の
{買
呪
に
依
り
、

他
方

に
於
て
は

常
談
植
民
地

の
地
味
『
地
質
及
該
地
方
に
最
も
通
常
せ
る
農
業
組
織

の
如
何
江
依

り
て
.常
に
同

一

な
る
を
得
す
ご
雌
ご
も
、

一
般
的
に
之
を
論
ず

る
特
は
、
移
住
植
民
地
は
放
資
植
民
地

ご
異
な
匂
聖
賢

な
る
中
小

農
民
階
級
の
獲
蓮
を
奨
顧
レ
て
、過
大
若
く
@
過
小
農
民
階
級

の
増
加
を
防
止
す
る
を
以
て
得
策
ε
な
す
が
故
に
、

論

説

、
嶺

民
地
の
算
勘
政
策
三
、完
)

第
九
忠

(第
二
號

六
七
)

二
七
七
.

駄

'

一一 7L.



、

・
論

説

植
民
地
の
算
勘
政
策
(二
、完
)

第
九
恕

(第
一
.
一號

大
入
)

二
七
八

標
準
的
軍
位
の
決
定
に
關
し
て
も
卯
此
の
見
地
よ
り
愼
重
な
る
考
慮
を
加

へ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
や
論

な
し
。

叉
土
地

の
揚
下
げ
に
關
し
て
殊
に
注
意
す
べ
き
は
、
植
民
地

の
土
地
は
有
償
且
定
住
條
件

の
下
に
之
を
携
下
ぐ

る
の
方
針
に
出
づ
べ
き
こ
ど
に
し
℃
、
無
償
焚
附
及
不
定
住
者
に
漫
り
に
土
地

の
梯
下
げ
を
許
す
時
は
、
自
己
は

毫
も
之
を
開
墾
利
用
す
る
の
意
志
を
宿
せ
申
し
て
、
唯
軍
に
無
償
叉
は
極
め
て
低
廉
な
る
債
絡
を
以
て
廣
人
な
る

土
地

の
所
有
権

の
み
を
得
、
他
日
移
住
者

の
増
加
を
待
ち
て
比
較
的
高
償
に
之
を
賢
卸
し
、
以
て
互
利
を
博
せ
ん

ε
す
る
が
如
き
、
所
謂
植
民
地

に
於
け
る
土
地
投
機
熱

の
勃
興
を
助
成
す
る
に
至
る
の
慮
れ
あ
b
。

更

に
文
無
国
民

の
脛
濟
的
慾
求
を
満
足
せ
し
め
得
べ
き
.有
形
的
の
利
益

を
供
す

る
こ
ご
に
依
り
て
其
の
移
住
を

奨
煽

す
る
方
法
の
二
は
、
国
家

の
特
別
の
保
護
監
督

の
下
に
資
本
家
を
し
て
植
民
地
に
於
け
る
有
望
な
な
事
業
に

資
本
を
放
下
せ
し
め
、
事
業
利
益

の
許
す
範
園
内
に
於
て
可
及
的
優
遇
方
.法
を
講

ぜ
し
む
る
こ
ε
に
依
り
て
母
国

の
勢
力
を
招
致
す
る
か
、
或
は
文
園
家
自
ら
斯
か
る
事
業
を
脛
螢
し
て
母
国
の
移
住
者
を
招
來
す
る
の
方
法
に
出

つ
る
こ
ぜ
暴
れ
な
り
、
撚
れ
ご
も
是
等

の
何
れ

の
方
法
に
依
る
も
、
其

の
奴
果
は
土
地
を
與

へ
て
永
住
的
の
農
民

を
移
住
せ
し
む
る
漿
脚
策

に
比
†
る
時
は
薄
弱
な
る
を
見
れ
す
、
蓋
し
植
民
地

に
移
.住
せ
ん
こ
す
る
が
如

き
者
は
、

現
に
母
國
に
於
て
有
せ
る
彼
等
の
肚
會
上

の
地
位
、
換
言
せ
ば
被
傭
労
働
者
ご
し
て
の
生
活
状
態
に
満
足
中
る
こ

8
能
は
申
し
て
、
其

の
生
涯
に

一
新
生
.面
を
拓
か
ん
と
す
る
希
望
を
以
て
移
住
す
る
者
多
き
が
故
に
、
假
令

一
小

地
域
允
り
と
も
土
地
を
得

て
之
を
経
管
せ
ん
こ
ご
は
彼
等

の
翼
ふ
所

な
る
べ
き
も
、
植
民
地
に
於
て
も
母
遡

に
於

F



,
け
る
が
如
き
麗
涯
を
反
覆
す
る
こ
ε
は
其

の
素
志
に
非

ざ
る
ぺ
け
れ
ば
な
り
v

加
之
㍗
又
他
方
よ
り
之
を
観
察
す

る
も
、
植
民
地

の
産
業
歌
態
頗

る
有
望
に
し
て
母
国
に
於
け
る
よ
り
も
遙

に
高
率

の
穏損
金
を
支
揚
ひ
得
る
が
如
き

・場
合
に
は
、
其

の
半
面
に
於
て
植
民
地
住
民

の
購
買
力
を
増
進
せ
し
め
、
或
は
植
民
地
貨
物

の
和
用
範
團
を
振
躾

せ
し
む
る
に
至
る
等

の
結
果
、
早
晩
母
国
の
産
業
的
活
動
に
も
刺
戟
を
與

へ
、
從
て
勢
力
過
剰

の
同
趣
は
之
が
爲

め
に
緩
和
せ
ら
る
べ
き
が
故
に
、
此

の
黙
よ
り
論
争

る
も
輩
に
勢
働

の
爲
め
に
植
民
地

に
移
住
せ
ん
ε
す
る
が
如

き
者
は
其

の
数
を
減
す

る
に
至
る
べ
し
。

要
之
、
永
住
し
得

べ
き
植
民
地
に
堅
實
な
る
母
国
民
を
成

る
べ
ぐ
多
く
移
住
せ
し
め
ん
&
徹
せ
ば
、
國
家
は
諸

種

の
方
面
よ
り
能
ふ
限
り
之
が
保
護
奨
脚
方
法
を
講
ず

る
の
必
要
あ
る
こ
と
は
勿
論
に
し
て
、
或
は
常

に
各
植
民

地
に
於
け
る
勢
.刀
需
要
.の
實
呪
を
調
査
し
て
之
を

一
般

に
周
知
せ
し
む
る
手
段
を
探
り
、
.或
は
移
住
者
に
謝
し
て

膏
に
簡
易
波
付

の
便
を
供
す
る
の
み
な
ら
室
、
渡
行
後
ε
難
こ
も
其

の
生
活
に
黝
し
て
は
相
當
の
保
障
を
與

ふ
る

が
如
き
方
法
を
設
け
、
或
は

一
定

の
係
件

の
下
に
容
易
に
土
地
を
得
て
此
庭

に
土
着

し
得
る
の
便
を
計

る
等
、
積

械
的

に
其
の
奨
煽
策
を
詩

趣
ざ
る
可
か
ら
す
、
固
よ
り
此

の
種

の
保
護
漿
鳳
は
國
家
の
力
に
俟

つ
こ
ビ
な
く
し
て

私
人

卿
團
髄

に
於
て
も
之
を
寫
し
得
ざ
る
に
罪
す
ε
難
ご
も
、
常
に
植
民
地
政
府

ε
連
絡
を
保
ち
國
民
の
永
久
的

利
益

ご
国
家
百
年

の
大
計
上
よ
り
打
算
し
て
随
時
其
の
方
策
を
決
定
す
る
の
必
要
あ
る
黙
よ
り
せ
ぱ
、
寧

ろ
之
を

國
家
に
委
隠
る
を
以
て
得
策
こ
す
。

論

説

植
民
地
の
勢
働
政
策
(二
、完
)

・

第
九
巻

〔第
二
號

六
九
V

二
七
九

、



i

炉

論

説

植
民
地
「の
勢
働
政
策
(二
、完
)

.

r

第
九
巻

(第
二
號

七
〇
)

二
八
O

.
母
国
民

の
移
住

に
閲

し
て
更
に
注
意

す

べ
き

「
事

は
、
成

る

べ
く
速

か
に
植

民
地

に
於

て
組
織
的

の

一
阯

會

を

形

造

り
得

る
様

、
豫

じ
め
各
種

の
技
能

を
有

せ

る
者

を
適

當

に
削
合

し

て
能

ふ
限
り
團
膿
的

の
移
住
を
爲

さ
七
む

べ
き
こ

こ
是
れ
な
り

、
例

へ
ば
農

・
工

・商

・
讐
師

・
漱
育

家

・
崇
漱
家
等

を
適

當

に
配
合

し
て

一
團
膿

を
組
織

せ
し

ゅ

.

む
る
聴
は
、
彼
等
の
移
住
地
に
於

て
母
国
に
於
け
る
ε
略
ぼ
相
似
起
る
糺肌
會
状
態
を
現
出
せ
し
む
る
こ
ε
を
得
…べ

し
、
既
に
母
国
に
於
け
る
ざ
略
ぽ
相
似
な
る
肚
會
状
態
を
現
臥
せ
し
め
、
衣
食
住
其

の
他
肉
鵬
的
及
猜
神
的
の
諸

種

の
慾
求

を
満
足
せ
し
む
る
に
足

る
べ
き
機
關
に
し
て
具
備
せ
ぱ
、
移
住
者

の
土
着

36
を

一
層
壁
間
な
ら
し
む
る

こ
巳
を
得
べ
し
、
蓋
し
移
住
者

の
土
着

の
念

の
薄
弱

な
る
は
、
衣
食
住
の
不
便
以
外
に
肉
膿
的
及
精
神
的
の
諸
種

.

の
不
安

(
例

へ
ば
疾
病
の
際
に
於
け
る
醤
療

の
困
難
・子
女

の
激
育

の
不
便
等

の
如
き
)
に
原
因
す
る
も

の
多
き
が

故
に
、
各
種

の
技
能
を
宿
せ
る
者
を
以
て
移
住
團
髄
を
組
織
せ
し
む
る
を
得
ば
、
或
程
度
迄
斯
か
る
不
安
を
除
去

す
る
こ
ご
を
得

べ
き
を
以
て
な
り
Q

因
に
、
母
国
民

の
移
住
を
奨
脚
す
る
ご
共
に
之
を
し
て
組
織
的

の
も
の
穴
ら
し
め
ん
と
す
る
こ
ε
に
關
し
て
、

夙
に
猫
創
的

の
意
見
を
獲
表
し
賣
る
は

国
勢

監

審

び
　

≦
骨

甕

(
、M
。
曾

・.
α
p
・
有
名
な
る
史
家
ギ
詳

ソ
の

一
族

)

な
り

と
す
、
彼

れ

の
説

は
不
幸

に
し

て
完
全

な

る
實

現
を
見
事

し
て
止

み
π
り
ざ

誰
ご

も
、
現

今

に
至

る
迄
植

民
地
経

籍
問
題

の
論
議

せ
ら
る
る
所

に
は
常

に
其

の
名

を
記
憶

せ
ら
れ
ざ

る
な
し

、彼

れ
は
『植

民

渋
』

(〉

≦
睾

o
h
9
。
》
二

〇
「
O
O
ぢ
且
摺
岳
o
P

ド
○
民

。昌
-
H・。も

し

な

る

一
書

を
公

に
し

て
其

の
所
信

の

一
婦

を



,

吐
露
し
π

る
の
み
な
ら
争
、、
南
淡
溯
及
新
西
蘭

の
植
民
地

の
建
設
に
興
か
り
て
大
に
力
あ

り
き
㍗
彼
れ

の
移
住

奨
胤
策
の
要
旨
は
、植
民
地

の
開
登
.は
移
住
し
得

べ
き
土
地

・放
下
し
得

べ
き
資
本
及
利
用
し
得

べ
き
勢
力
の
三

.

要
素

の
協
力
に
侯
な
ざ
る
可
か
ら
す
、
然
る
に
若
し
植
民
地
に
於
て
無
償
叉
は
極

め
て
低
廉
な
る
償
格
を
以
て

土
地

を
拙
.下
ぐ
る
時
は
、
移
住
者
は
他
人
の
爾
め
に
勢
力
を
提
供
ず
る
こ
ε
を
爲
さ
す
し
て
、
訂
ら
土
地
を
得

で
之
轟

鞍
す
健

至
る
べ
し
、此

の
如
ん

ば
勢
力
の
缺
乏
は
遂
に
之
を
充
芋

能
は
す
し
て
・其

の
結
果
資

本
家

の
植
民
地
に
於
け
る
活
動
は
停
止
せ
ぢ
れ
ざ
る
達
得
す
、
故
に
植
民
地

の
土
地
を
彿
下
ぐ
る
場
合
に
は
、
.

少
く
と
も
之
よ
り
得
た
る
牧
入
を
以

て
當
該
植
民
地

の
開
鞍
に
必
要
な
る
勢
力
を
招
致
し
得

る
に
足
る
程
度

の
一

贋
幣
を
要
求
せ
ざ

る
可
か
ち
す
、
此

の
如
く
せ
ば
土
地
を
購

ひ
得

べ
き
鹸
力
あ
る
に
非
争
ん
ば
土
地

の
所
有
者

と
な
る
を
得
ざ
る
を
以
て
、
新
ね
に
渡
来
せ
る
勢
働
者
等
は
少
く
ε
竜
敬
年
間
は
専
心
勢
働
に
従
事
し
て
貯
蓄

を
駕
す
こ
ε
に
購
む
べ
く
、
從

て
其

の
期
間
内
は
土
地
所
有
者
は
容
易
に
彼
等
の
勢
力
を
使
僻
す
る
こ
ε
を
得

べ
き
を
以
て
な
り
、
故
に
植
民
地

の
土
地
は
無
償
叉
は
極

め
て
低
廉

な
る
債
格
を
以
て
之
を
拙
下
ぐ
る
が
如
き

こ
ご
な
く
、
必
ず
相
當

の
勤
償
を

「要
求
し
、
而
し
で
之
よ
り
生
す

る
牧
人
の

一
部
は
勢
働
者

の
移
住
奨
脇
費
に

充

つ
る
を
更
策

こ
す
ε
謂

ふ
に
在
り
。

.ウ

エ
ー
ク
フ
井
ー
ル
ド
は

此

の
主
義
を
南
濃
洲
及
新
西
蘭
に
試
行
レ
て
相
當
の
致
果
を
牧
む
.る
こ
ε
を
得
た

る
も
、
油
虫
主
義
涯
の
経
済
學
者
等
は
極
力
之
に
反
劃
し
、
文
責
際
上
に
於
て
も

一
入
五

]
年

の
濠
洲

の
金
鑛

論
.
説

植
民
地
の
勢
働
政
策
(二
、完
V
.

第
九
巻

(第
二
號

七
一
)

二
八
}

-
、



論

説

植
民
地
の
勢
働
政
策
三
、完
)

第
九
春

蚕

　脱

兎
三

二
八
二

の
登
免

は
、
招

か
ざ

る
に
多
数

の
移
住
者

を

一
時

に
流
入
せ
し

め
だ
る
よ
り
、
彼
れ

の
主
義

は
終

に
弘
く
之
を

實

行
ず

る
の
機
會

な
く
し

て
止

み
た
り

、
加
之

、
彼

れ

の
移

住
奨
踊

策

断
植
民
地

に
於
け

る
勢
力

の
缺

乏
を
補

、
.

皿

コ

コ

な

充
せ
ん
薦

め
に
、
霧

者
の
移
砦

駕

す
る
に
急
に
し
て
、
却
て
餐

な
る
小
地
主
着

ば
小
閑
響

の

「㎎
矯

移
住
・封
・
て
は
、
共
・
門
・
・
狭
讐

し
・
董

の
毒

は
之
を
冤
る
能
は
ざ
る
も
・
あ
り
、
蓋
し
彼

欝

、"
のの
雛

鞭

♂

麟

城
耐
擁

磐

舗

弼
辮

繍

縫

簸

縣

震

繍

麟

・翫

縄

債
肇

以
・
芸

・
・
か
・
書

謂
・
・
穿

を
・
・
、
豊
富
鴛

資
奮

擁
せ
る
君
に
ε
・
て
は
極
め
て
有

蟷

鰹

c
振
曲
R
回

利
な
る
制
度
菰
り
ε
雌
ざ
も
、
小
地
主
若
く
ば
小
開
墾
者
把
ら
ん
ε
す
る
目
的
を
以
て
移
住
す
る
者

に
謝
し
て

廃

曲
誌

鑑

裂

る
鍵

籍

・
得
べ
か
著

る
を
以
て
な
㌦

親

臨

に

れ

ア
　

　

⇒
植
民
地
土
民
姦

は
事

し
も
少
し
喜

ざ
る
も
.
彼
暮
の
問
規

則
正
し
毒

働
に
従
事
す
る
の
習
慣
を

需

㎞
譜

讐

麓
鞍
罐
礎
蝉
騒
脳醗
錨

嬲
殺
盤
鯉

為
禍"
.瀬
　

'
恥
R
㎝
あ
E

足

ら
ざ

る
場
合
は

勿
論

、
假
令

比
較
的
多
く

の
人

口
を
有
ず

る
場
合

ご
錐

こ
も
、
未
開
人
種

の
常

ご
し

て
其

の
慾

譜
騨識

望
極
φ
て
軍
純
に
し
て
生
活
叉
容
易
な
る
よ
り
、
土
民
等
は

一
般
に
規
則
正
し
く
勢
働
に
徒
事
す
る
の
風
を
宿
せ

W
M
E
M
洩

実

然
か
も
砦

讐

女
孟

於
鉱

毒

毒

ろ
男
子
に
於
て
著
・
き
も
の
脅

、
故
に
奪

の
土
砦

書

函



■

に
訓
練
し
て
、
從
來
よ
り
も
規
則
正
し
く
且

一
層
精
力
を
傾
注
し
て
勢
働
に
従
事
ず
る
習
慣
を
養
成
せ
し
む
る
こ

巳
は
頗

る
緊
要

な
る
事
項
に
驕
す
、
而
し
て
斯

か
る
習
慣
を
養
成

せ
し
め
ん
が
爲
め
に
植
民
地

に
於
て
施
行
す
べ

き
方
策
に
は
種
々
あ
り
ご
雌
ご
も
、
就
中
、
金
納
課
税
法
・遊
民
取
締
法
及
勢
働
契
約
法

の
如
き
は
比
較
的
布
敷
猛

る
方
法
ε
し
て
目
せ
ら
る
、
.

,

ライ
金
納
課
税
法
ご
は
土
民
を
し
て
規
則
正
し
ぐ
勢
働
に
従
事
す
る
習
慣
を
養
成
せ
レ
め
ん
が
爲
埴
に
、
現
金
納

(
付
を
要
件
ご
せ
る
或
種

の
租
税
を
負
櫓
せ
し
む
る
方
法
を
謂
ふ
噛
固
よ
り
其
の
租
枕

の
種
類
・
硯
率
及

賦

課
方
法

等

に
關
し
て
は
、
各
植
民
地

の
實
呪
に
慮
じ
て
斟
酌
を
加

へ
ぎ
る
可
か
ら
季
ε
難
ご
も
、
要
は
土
民
間

に
現
金

を

得
ん
が
矯
め
に
勢
働

に
従
事
せ
ん
ε
す
る
決
意

を
生

じ
た
る
を
機
會

亡
し
て
、
彼
等
に
労
働

の
便
値
を
知
ら
し
め
.

漸

次
規
則
正
し
く
勢
働
に
従
事
す
る
の
風
を
生
ず
る
に
至
る
様
之
を
誘
掖
揖
鞣

す
る
に
在
り
、
此

の
方
法
は
現
に

亜
弗
利
加
の
植
民
地

に
於
て
弘
く
行
は
れ
且

一
般

に
有
奴
呪
せ
ら
れ

つ
つ
あ
り
、
此

の
種
の
裸
視
は
往

々
土
民
の

財
産
叉
は
所
得

に
比
す
る
時
は
椹
衡
を
得
ざ
る
が
如

き
重
牽
な
る
こ
ご
あ
り
、
撚
れ
こ
も
普
通
の
租
税
ε
異
な
り

政
府
に
牧
人
を
得
ん
巳
す
る
目
的
を
以
て
之
を
課
ず
る
に
非
申
し
て
、
土
民
を
し
て
規
則
止
し
く
勢
働

に
従
事
す

る
習
慣

を
養
成
せ
し
め
ん
が
爲
め
に
其

の

一
手
段
に
供
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
が
故
に
、
普
通
の
租
税
賦
課

の
原
則
を

以
て
之
を
律
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

(註
一
ワ
ン
チ
氏
に
擦
り
此
の
種
の
課
税
法
の
「
例
た
示
ぜ
ば
、
南
戚
に
於
て
一{
】
入
九
四
孚
の
グ
レ
ζ

グ
レ
i
法

(O
ぽ
コ
O
「塁

〉
∩じ

に

9
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論

説

欝

地
の
箭

登

三
、審

第
九
岱

(第
二
號

茜

)

二
八
匹

撮
り

・
地
主
以
外

の

一
切
の
成
年
以
上
の
土
民
仁
、
若
し
沮
ぐ

石

一
年
間
に
少
く

ξ
も
三
箇

月
間
規
則
正
し
(
勢
働
に
維
事
し
た
る
こ
ぐ、
々
謹
明

し
得
ざ
る
時
に
・
一
箪

+
志
の
麗

費

轡

ざ
る
可
か
ら
丈

反
之
、
若
し
三
箇
蕎

鑑

し
て
規
則
正
し
く
蕩

耶
従
事
し
た
ろ
時
に
、
.

覆

麗

麗

除
す
べ
ミ

墓

定
む
・
此
の
聖

基

く
勢
働
の
鑑

宵

的
著

ろ
特
殊
の
課
雲

雨

す
べ
き
な
り
。

司
遊
民
殊
に
安
逸
遊
惰

に
日
々
を
徒
清
し
規
則
正
し
き
勢
働
に
従
事
す
る
こ
ご
を
厭

ふ
者

を
取
締
る
の
必
要
あ

る
こ
と
は
、
濁
り
植
民
地

の
み
に
限
れ
る
問
題
に
非
事
ご
雌
ざ
も
.
生
活
比
較
的
容
易
に
し
て
未
だ
激
烈
な
る
生

存
競
争

の
刺
戟
を
受
く
る
に
至
ら
ざ
る
植
民
地
に
於
て
は
、
.到
る
威

に
此

の
種
の
惰
民
を
獲
見
せ
ざ
る
な
し
、
於

薙
子
持
に
勢
力

の
缺
乏
を
減
じ
つ
つ
あ
る
植
民
地

に
於
て
は
遊
民
取
締
法
を
顧
行
ず

る
の
必
要
あ
っ
、
尤
も
斯
か

る
取
締
法

の
實
際
上

の
適
用
に
至
り
て
は
、
各
・植
民
地
の
事
情
殊

に
氣
候
.
風
土
.
習
慣
.文
化
等

の
差

異

に
因
り

.

一
様
に
之
を
論
ず
る
こ
ε
能
は
す
、
叉
遊
民

の
.意
義

の
決
定
π
關
し
て
も
豫

じ
め
各
地
方

の
住
民
の
實
呪
噛
精
査
噛

し
て
然

る
後
慎
重
に
之
を
決
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
9
難
ご
も
、現
今
普
通
に
採
用
せ
ら
る
る
意
義

に
從

へ
ば
、遊
民

ご

は
耕
作
す
べ
き
土
地
を
所
有
芋

、
日
常

一
定
の
繋

を
有
芋

、
少
と

も
過
ぐ
至

箇
年
間
規
則
正
レ
毒

の

断
に
従
事
レ
な
る
讃
跡
を
有
某

、
叉
現
に
縫
縮
し
て
勢
働
に
徒
事

し
つ
つ
あ
歪

ご
を
讃
明
す
る
能

は
ざ
る
が

鄭
ざ
者
を
総
補
す
、
遊
茂
取
紡
法
は
其

の
罰
則

の
煽
行
に
多
少
困
難
あ

る
よ
り
(註
)
課
税
法
の
如
く
に
敷
果
大
な

ら
ざ
る
が
如
し
ε
讐

も
・
其
の
運
用
方
法
の
如
何
に
依
り
て
は
又
規
則
正
し
き
勢
働

の
奨
廠

の

手

段

蒙

る

べ

き

は

疑

を

容

れ

ざ

み

な

り
、

(
駐
)
.例

へ
ば
佛
領
西
印
度

に
於
て
11
1
土
地

海
所
有

ぜ
す
叉
規

則
正
し
く

】
定
の
勢
働
に
徒
事

ぜ
ざ
る
者

に
、
遊
民
ぐ、
し
'」
之
な
斯
罰
す
る
の
方

(1)Reillscl1,⊂olDllialAdmini5t且.ation,p・359・



針

に
出
で
し
か
ぱ
、
土
民
等
に
掌
大
の
土
地
だ
得
て
所
謂
土
地

所
有
者

た
る
資
格
の
み
な
充
た
し
、
其

の
費
生
活

に
於
て
ば
毫
も
他

の
遊
民
ε
異

な

る
所
な

か
り
し
ピ
錐
こ
も
、
法
規
上
如
何

こ
も
駕
す
能
に
ざ
り
し
が
如
き
足
れ
な
り

、
敏

に
御
領
東
亜
弗
利
加

に
於
て
は
、
土
民
の
有
名
無
賃

な

ろ
勢
働

に
従
事
す
ろ
の
風
な
矯

め
、
彼
等
ん
し
て
患
貴
な

ろ
農
業
鱒
働
者

た
ら
し
め
ん
が
爲
め
に
、
布
敷
破

る

一
方
法
案
出
ゼ
ら
れ
た
り
、
即

ち
該
地
方

に
於
て
11
土
民
等
に
遊
民
ξ
し
て
所
罰

ゼ
ら
ろ
る
こ
ξ
存
避

く
ろ
が
爲
め
に
、
各
種
の
勢
働
中
最
叡
簡
易
な
ろ
貨

物
の
運
搬

F
競

ふ
て

従
事
ぜ
ん

・、
す

る
の
鳳
あ
り
し

ょ
り
、
政
府
に
是
等
の
運
搬
者

に
討
て
て
ば
、

辱

働
な
終

る
毎
丘

ル
ー
ギ

の
課
税

た
爲
ぼ

・
共

に
、
車
輛

及
畜
類

々
使
用
し
て
貨
物

蓮

撤
す
ろ
梁

厚

に
彪

無
税

差

し
た
り
・
庇
髪

法
蓮

馨

に
苦
痛
註

ハ
へ
婆

珪

し
規

則
正
し
き
農
業

ω

r

舞
働
に
轄
ぜ
し
む
ろ
の
風
な
生
す
る
に
至
れ
り
Q

ラバ
勢
働

契
約

法

ε
は
土
民

を
し

て
規
則
正
し
く
勢

働

に
従

事
せ
し

め
、
且
長

く
之

を
使
偏

せ
ん

が
爲

め
に
、
適

(

當

の
罰

則
を
附

加
し
π

る
勢
働
契
約

を
締
結

す

る
方

法
を
謂

ふ
、
而
し

て
此

の
種

の
契
約

の
普
通

の
契
約

ご
異

な

る
所

は
、
若

し
土
践

が
契
約

上

の
義
務

を
履

行

せ
ざ

る
場

合

に
、
業
主

は
輩

に
普
通

法
上

の
損
害
賠
償

の
請
求

権

を
有

す

る
の
み
に
過

ぎ
寄

こ
せ
ぱ
、
最

も
多

く

の
場

合

に
は
其

の
損
・害

を
償

ふ
こ
ご
能

は
室

し
て
止

む
べ
き

が
故

に
、
弊
働
契
約
中
に
特
に
罰
則
を
附
加
し
、
義
務

の
不
履
行
癬

怠
若
く
ば
不
従
順

の
行
動
あ
り
な
る
晧
は
、貴
書

賠
償
の
請
求
椹
以
外

に
罰
則
に
擦

る
刑
罰
を
土
民
に
課
し
、
以
て
勢
働
契
約
上

の
義
務

の
履
行
を
確
實
な
ら
し
め

ん
&
す
る
黙
に
在
り
、
刑
罰
の
種
類
は
賃
金
叉
は
所
有
財
産

の
没
牧
・罰
金
・
笞
刑
・
禁
錮
若
く
ば
碾
割
勢
働

の
賦
課

等
に
し
で
、
地
方
に
依
り
て
幡
土
民

の
最
も
嫌
忌
せ
る
任
務
を
課
す
る
こ
ご
を
以
て

一
種

の
刑
罰
ε
な
す
も

の
も

あ
り
。

論

説

植
民
地
の
勢
働
政
策
(二
、完
)

第
九
巻

(第
二
號

七
五
)

二
八
五

(1)Reillsch,C.A.,P-360-36[・
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論

説

植
民
地
の
夢
働
政
策
三
、完
)

■

第
九
巻

(第
二
號

七
六
)

二
八
六

業
主

の
事
業
を
保
護
す
る
ご
共
に
又
土
民
保
護

の
目
的
を
蓬

せ
ん
ε
徹
せ
ぱ
、
政
府
は
勢
働
契
約

の
締
結
忙
殿

重
な
る
監
督
を
加
ふ
る
の
必
要
あ
る
こ
ご
は
論
を
侯
た
中
、
獲
て
從
来
者
國
の
植
民
地
に
於
て
其

の
監
督
方
法
に

關
し
て
諸
種
の
法
令

の
獲
布
を
見
だ
り
ご
雌
こ
も
、
就
中
最
も
模
範
的

の
も

の
巳
　栴
せ
ら
る
る
は
、
.一
九
〇
二
年

二
月
凋
領

ヵ
メ
ル
ソ
に
於
て
凝
在

せ
ら
れ
穴
る
條
例
な
り
こ
す
、
該
條
例
に
糠
れ
ば
労
働
者

の
募
集
に
は
政
府

の

許
可
を
要
し
、
業
主
は
募
集
勢
働
者

の
完
歪
な
る
名
簿
を
政
府
に
提
出
す

べ
き
は
勿
論
、
勢
働
契
約
は
凡
て
交
書

ラ

.

に
依
ら
し
め
、
其

の
内
容
は
通
津
者
を
し
て
土
民
に
説
明
せ
し
む
る
を
要
す
、
叉
契
約
條
項
中
に
は
必
季

一
勢
働

(

ラ

ラ

ラ

コ

ラ

ラ

.

の
種
類
、
二
野
働

の
場
所
、
三
契
約
期
限
、
四
跡
働
時
間
、
五
賃
金
、
六
食
料
及
宿
舎

の
種
類
、
七
疾
病
の
場
合

(

(

(

く

ぐ

く

う

に
於
け
る
販
扱
、
八
露
郷

の
際
に
於
け
る
辛
党
等
に
閲
す
る
事
項
を
規
定
す
べ
く
、
.
「
日

の
勢
働
時
間

は
十
…府
間

て

.

以
内
ご
し
、
賃
金
は
欄
逸
貨
幣
を
以
て
支
彿
ふ
を
要
し
、
.讐
藥
及
蹄
郷

の
費
用
等
は
業
主

の
負
憺

に
締
せ
し
む
、

加
之
、
政
府
は
業
主
及
勢
働
者

の
状
態
を
監
督
せ
し
め
ん
が
爲
め
に
、
者
地
に
委
員
を
派
遣
し
て
特
別

の
辟
説
を

爲
さ
し
め
、
是
等
再
委
貴
は
又
業
主
及
勢
働
者

の
訴

へ
を
隠
き
、
必
要
あ
る
場
合
に
は
所
罰
を
爲
す
の
椹
を
も
有

せ
し
め
配
り
。

土
民
間

に
規
則
正
レ
く
勢
働
に
従
事
す
る
の
習
慣
を
有
せ
ざ
る
よ
り
植
民
地

の
開
獲
に
必
要
な
る
勢
力

の
供
給

.

に
不
足
を
蔵
す
る
場
合
に
は
、

一
方
に
於
て
は
21
上
要
述

せ
る
諸
種

の
方
法
に
依
り
、
他
方
に
於

て
は
彼
等
の
生

活
歌
態

の
政
善
換
言
せ
ぱ
共

の
物
質
的
及
精
神
的
生
活
條
件
の
向
上
進
ル
を
促
し
、
之
が
爲
め
に
は
勢
働

の
必
要

(1)Reinsch,

'

C・A・,P・365-366.

、

,



-.

、i

あ
る
こ
ε
を
畳

ら
し
む
乃
こ
ご
に
依
り
て
隔
徐
な
に
規
則
正
し
く
弊
働

に
従
事
す
る
の
美
風
を
養
成
せ
し
む
る
よ

サ
他
に
途
菰
し
、
葡
し
て
其
の
之
を
駕
す
に
當
り
て
は
漫
り
に
勢
力

残
供
給

の
増
加
を
計
ら
ん
&
し
て
、
却

て
彼

等

の
自
立
射
精
瀞
を
破
壊

ち
る
に
至
る
が
如
き
方
法
は
、
極
力
之
を
避
け
ざ
る
可
か
射
す
、
例

へ
ば
土
民

の
土
地

を
浸
牧
し
て
之
を
官
公
有
地

と
な
し
、
或
は
特
許
會
耐
に
下
附

し
て
利
用

の
途
を
講

ぜ
し
む
る
が
如
き
は
之
に
麗

す
、
・蓋
し
土
茂
の
従
来
依

っ
て
以
て
其

の
生
活
を
支
持
し

つ
つ
あ
り
し
土
地
を
没
収
す
る
膝
は
、
彼
等
は
生
活

の

爲
め
に
止
む
な
く
勢
働
に
徒
事
す
べ
き
が
故
に
、
土
民

の
勢
力

の
供
給
に
不
足

を
告
ぐ

る
所
に
在
り
て
は
、
土
地

、

の
洩
敗
は
最
も
有
数
な
る
方
法
な
り
ご
は
從
來
屡

々
唱

へ
ら
れ
、
文
理
に
他
国

の
植
民
地
に
於
て
は
其

の
實
例
な

き
に
あ
ら
す
と
雌
ざ
も
、
此

の
如
き
方
法
に
依

る
勢
力
供
給
の
増

加
は
、
畢

竟
自
立
的

の
精
神
を
腐
せ
る
地
主
階

級
.を
撲
滅
し
て
、
全
然
他
人
に
依
食
す

べ
き
下
級
の
勢
働
階
級
の
み
を
増
加
せ
し
む
る
も

の
な
る
が
赦

に
、
植
民

地
土
艮

の
進
歩
獲
達
を
計

る
上
よ
り
論
ず
る
時
は
、
頗
る
憂
ふ
べ
き
現
象
ビ
柑
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
を
以
て
な
り
。

一
最
後
に
街
ほ

=
言
を
附
加
す

べ
き
は
、
植
民
.地
に
於
け
る
夢
力
供
給

の
缺
乏
を
救
済
す
る

一
方
法
&
し
て
、
直

接
土
民
を
強
制
し
て
其
の
勢
力
を
徴
撰
す
る
制
度
は
、
從
來
各
國
の
植
民
地
に
於
て
行
は
れ
、
ヌ

蔚

は
其
の
敷

を
奏
し
尭
る
が
如
き
魏
あ
り
し
も
、
現
今
は
公
共

の
目
的

の
爲

め
に
賦
役
を
課
す
る
の
必
要
あ

る
場
合
の
他
は
、
私

益

の
爲
め
に
勢
力
徴
獲
制
度
を
是
認
せ
ん
&
す
る
が
如
き
者
は
殆
ん
ざ
無
き
に
至
れ
り
、
蓋
し
土
民
の
勢
力
を
無

償

叉
は
殆
ん
ご
之
に
等
し
き
僅
少
の
報
酬
を
以
て
徴
獲
し
、
之
を
私
人

の
企
業
に
強
制
的
に
使
用

せ
ん
ご
す
る
が

講

読

植
民
地
の
労
働
政
策
(二
、完
)

、

第
九
巻

へ第
二
號

七
七
)

二
八
七

T
.

.

卜



輪

読

植
民
地
の
勢
働
政
策
(二
、完
)

・

第
九
巻

(第
二
號

七
八
V

二
八
入

如

き
こ
ε
は
、
嘗

て
人
道
上

の
見
地

よ
り
極

力
之
を

排
斥

し
拠

る
奴
隷
制
度

を
、
新

た

な
る
形
式

を
以

て
復
活

せ

し

め
ん

ε
す

る
に
同

じ
く
、
文
明
国
民

の
誇

り

ε
せ

る
奴

隷
廃
止

の
本

旨
ε
相

容
れ
ざ

る

も

の

あ
る

を

以
て

な

り

。
近

世
に
於
け

る
勢
力
徴
獲
制
度

の
著

例
は
、

一
八
三

Q
年
代
よ
り

一
八
七

〇
年

代

に
至
る
迄
蘭
額
束

印
度

に

行
は
れ

渡
る
賦
役
制
度

(
∩
o
「鼠
。
)
或

は
耕
作

制
度

(
O
葺

耳
o
し。
脇
冨
邑

な
り

ご
す
、
該
制
度

は
最

初
蘭

領
東

口
度

総
督

ダ
ー

ソ
デ

μ
ス

(∪
器
乱
跨

)
に
依

り
て
施
行

せ
ら
れ
、
後
に
ヴ

ァ
ン
、
デ

ソ
、
ボ
ソ
シ
ユ

(<
目

軌
2

罷
。
切9
)

に
依
り

て
更

に
組
織
的

に
蟹

行
せ
ら
れ

起
り
、
由

来

和
蘭

の
植
民
地

に
於
て
は
官

吏
は
官
権

脅
濫
用

し

て
土
民

に

諸
種

の
勢
役

を
課
す

る

町
風
盛
ん

な
り
し
が
、

ダ
ー

ン
デ

ル
ス
の
総
督

ご

し
て
赴
任

ず

る
や
、
斯

か
る
弊

風
を

一

掃

せ
ん

こ
と
に

努

む
る
ε
丑
ハ
に

強
制

的

に
土
鼓

に
勢
役

を
課

し

得

べ
き
場
合
を
規

定
も
、

即

ち
道
路

及
運
河

の

維
持

・
公
用

貨
物

の
運
搬

・船
賃

の
積

卸
等
、
要

す
る

に
公
共

の
目
的

の
爲
め
に
す

る
場
合

に
限

り
土
民

の
勢
力
を

徴
凄

し
得

べ
き
こ
ビ
を
定

め
旋
り

、
然

る
に

其

の
後

ヴ
ァ
ン
、
デ

ン
、
ボ

ソ
シ

ユ
の
総
督

ε
な

る
や
、

當

時
東
印
度

r

の
財
政
上

の
窮
乏

を
救

ふ
は
再
自

由
耕
作
制
度

の
下

に
土
民

よ
り
租

税

を
徴

収

ず
る
が

如

き

方

法

に

依
ら

か

し

て
、
寧

ろ
眠
制
耕
作
制
度
を
探
射
す
る
に
在
り
ε
な
し
、
天

二
九
年
共

の
有
名
な
る
耕
作
制
度
を
獲
表
し
た
り
、

　
ラ

該
制
度

の
要
旨

は
、

一
土
民
は
其

の
牧
種
物

の

一
部
を
政
府
に
納

む
る
に
代

へ
、

一
定

の
土
地

ご
勢
働
時
間

の

一

(

ラ

部
こ
を
政
府
に
提
供
す
べ
し
、
.二
米
は
殆
ん
ご

　
般
に
耕
作
せ
ち
る
.ゐ
も
政
府

の
牧
人
ε
し
て
は
比
較
的
償
値
少

く

惑
が
敬

に
、
儒
家
は
米
σ
納
付
に
代
ふ
る
起
政
府

の
請
負
人

の
指
揮
の
下
に
作
潤
せ
る
輸
出
生
産
物
を
以
て
す
.べ

(1)Dユy脚C.ThePolicyandAdministrationoftheDutchin∫ava,p【59.



、

、

サ

し
つ
三
右

の
方
法
に
依
れ
幡
土
民
等
は
従
来
其

の
股
穫
粉
の
五
分
の
二
を
政
府

に
紘
付
し
た
る
も
・
將
飛
信
其

の

(

ラ

勢
働
時
間
の
五
分
の

一
を
提
供
せ
ば
足

る
べ
し
、
四
若
し
右
の
方
法
に
依
り
直
接
耕
作
者

の
過
失

に
原
嚇
せ
か
し

(

ー

ク

て
不
作
に
遭
遇
し
太
る
場
合
に
は
、
其

の
損
失
は
政
府
之
を
負
据

す
べ
く
、
更

に
土
民
等
が
之
を
補
足
し
で
納
付

し
起
る
場
合
に
は
少
許
の
野
贋
を
支
拙

ふ
べ
し
ε
云
ぶ
に
あ
り
、
此

の
如
き
制
度
は
文
化

の
程
度

の
極
め
て
幼
稚

な
る
肚
會
に
在
り
て
は
、
或
は

一
時
其

の
数
を
奏
し
得
ざ
る
に
非
事
ε
難
ざ
も
、
多
少
進
歩

の
道
程
を
辿
り
つ
つ

あ
る
肚
會
歎
態

の
下

に
於
て
は
、
土
民

の
反
抗
を
受
く
る
ご
ざ
、嫁
く
し
て
之
を
強
制
的
に
費
行
せ
ん
ε
す
る
も
頗

る
難

し
、
是
れ
該
制
度
の
永
縅
す
る
能
は
ざ
り
し
所
以
な
り
ご
す
。

論

説

植
民
地
の
勢
働
政
策
(
二
、
完
)

、

'

第
九
巻

(第
二
.競

七
九

)

二
八
九

(1)Keller,Colonization,p・473f9・

Ireland,TropicalColonizaしion層P、204fg.

Day,p・249・
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