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ゴー〒 　}一

朝
鮮
干
潟
地
利
用
論

三

田

村

一
.
鄭

「

緒

言

本
文
は
私
が
昨
夏
の
休
暇
を
利
用
し
、
朝
鮮
銀
行
の

経
済
研
究
生
の

「
.人
乏
し
て
満
鮮
を
族
行
し
た
結
果
得

た
冶
報
告
書
の

一
部
で
あ
る
。
朝
鮮
は
由
來
農
業
國
で

あ
っ
て
農
業
人
口
は
實
に
全
人
口
の
八
割
を
占

め
て
み

る
。
其
農
産
物
の
太
宗
は
米

で
、
我
内
地

へ
の
移
出
高

は
・年
の
豊
凶
に
よ
っ
て
.】
足
し
な

い
が
最
近
数
年
に
つ

い
て
見

れ
ば
百
五
十
萬
石
乃
至
二
百
萬
石
に
上
っ
て
み

る
。
鮮
米
殊
に
改
頁
米

の
品
質
は
内
地
米

に
比
し
大
し

て
遜
色
な
く
我
国
民
の
特
有
の
嗜
好
に
適
し
.
而
も
將

來
有
利
に
増
牧
し
得
る
飴
地
も
大
で
あ
る
か
ら
、・
我
国

第
十

一
巻

(第
四
號

一
二
二
)

.
五
六
四

民
が
米

に
封
ず
る
需
要
を
減

じ
な

い
限
レ
、
群
氷
は
現

在
及
び
將
來
に
於
け
る
我
食
料
問
題
の
解
決
上
頗
る
重

要
な
地
位
を
占

め
る
も
の
ご

い
は
ね
ば
な
ら
阻
。
惟
ふ

琳難

讐

纏

知謀
講

灘
彗
駅
囎

多
く
の
牧
穫
を
あ
げ
る
内
廷
的
方
法
で
あ
る
が
朝
鮮

に

欄

は
沓
開
墾
鯨
地

は
干
潟
地
二
十
萬
町
歩
、
荒
蕪
地
三
萬

繍

町
歩
あ
り
叉
地
目
愛
更

に
よ
b
里

坦

を
沓

由

ピ

し
.
醐

得

る
も
の
二
十
萬
町
歩
位
は
あ
る
か
ら
外
延
的
増
加
の

昧
.

鑑

莫

で
・
・
呪
ん
寄

耕
地
腰

・
調
査
・
不
御嵩

全
で
、
大
規
模

の
徹
底
的
調
査

に
よ
れ
ば

一
層
多
く
の

難

面
積
を
得

る
蓋
然
性
が
み
る
、
又

}
方
米
種
改
良
、
金
.
潮

肥
使
用
、
灌
漑
排
水
設
備
等
農
事
改
良
の
鯨
地
も
多
ぐ

螂

内
廷
的
窪

も
重
要
で
あ

る
・
然
し
内
廷
的
増
収
注
が

舗府

好
結

、泉
を
得

ん

に
は

　
っ
に

は
農
民

の
智
識

の
向
上

、

督総

農
業
資
金

の
潤

澤
を
必
要

ご
す
る

の
で
あ

る

か
ら
朝
鮮

月一

の
賞
状
よ
b
観
れ
ば
今
日
に
於
て
は
先
づ
以
て
外
延
的

年

増

牧
策
を
重
し
ε
し
な
け
れ
ば
な
畠

・
然
る
に
干
潟

撚

.

大

地
を
沓
ε
し
う
る
も
の
は
利
目
に
見
て
二
+
萬
町
も
あ

b
外
延
的
米
産
増
加
法
中
之
が
利
用
は
最
も
有
望
現
せ



、

5

、

ら
れ
て
を
る
か
ら
以
下
朝
鮮
干
潟
地
利
用
の
傾
匝
を
吟

味
し
、
進

ん
で
之
が
利
用
策
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を

試
み
や
う
ε
思

ふ
。

二
、
朝
鮮
干
潟
地
利
用

の
償
値

朝
鮮
干
潟
地

の
面
積

は
調
査
の
信
で
可
き
も
の
な
く

爲
め
に
正
確
㎝に
之
を
知
る
事
が
出
来
～な
い
が
假

に
端削
掘
…

當
局
の
調
査
蕉
從

へ
ば
沓

己
な
し
得
る
面
積
は
少
く
`

も
二
十
萬
町
歩
を
下
ら
な

い
。
然
し
脛
濟
上
不
利
な
事

情
が
あ
る
な
ら
ば
之
が
利
用
は
困
難
で
あ
り
叉
望
ま
し

く
も
な

い
の
で
あ
る
か
ら
以
下
少

し
く
此
難
に
つ
い
て

研
究
し
ゃ
う
。
先
づ
自
然
的
條
件
を
見
る
に
朝
鮮

の
干

潟
地
ぽ
主
ε
し
て
地
味
肥
沃

、
氣
候
良
好
な
西
南
海
岸

及
び
河
口
に
多

い
上
に
現
在
は
其
形
状
が
大
旨
凹
字
形

で
あ
る
か
ら
二
三
間
乃
至
五
間
位

の
潮
切
堤
防
ご
間
門

の
設
備
さ
へ
す
れ
ば

一
町
歩

の
田
を
得
る
事
が
出
来
る

の
が
常
態
で
あ
る
。

然
る
に
内
地
の
干
潟
地
で
は
十
二
間
か
ら
十
五
間
位

の
堤
防
を
築

い
て
共
内
に

「
町
歩
の
田
を
得

る
に
過
ぎ

な

い
、
叉
人
夫

の
勢
賃
も
高

い
か
ら
光
勲
に
於
て
.は
朝

鮮

干
潟

地
の
利
用

の
方
が
遙

に
有

利
で
あ
る
。
然
し

雑

録

朝
鮮
干
潟
地
利
用
論

工
事

.費
は
少
く
`
も
牧

人
が
乏
し

け
れ

ば
差
引
利
す

る
所

が
少

な
一
否
却

っ
て
損

失
を
蒙
る
事

な
し
ご
せ

の
の

で
あ
る
か
ら

更

に
牧
支
關

係
に
つ
い
て
調
査
す

る
必
要
が
あ
る
。
當
局
の
大
正
八
年
に
於
け
る
見
込
で

は

一
町
歩
當
工
費
は
約
⊥
八
百
圓
で
あ
る
が
こ
れ
は
最
初

投

資
丈

で
此

他

に
堤
防

破
損

に
…封
ず

る
改
修
費
等
臨

時
の
費
用
を
見
積
ら
ね
ば
な
ら
ん
.、
殊

に
朝
鮮
で
は
治

水

植
林
事

業
が
充

分
に
」行
は
れ
て
居
ら
な
い
結
果
洪

水
の
惨
害
著
し
く
從

っ
て
堤
防
破
損
の
危
険
が
人
な

る

事
を

看
逃
し
て
は

な
ら

諏
。

朝
鮮

の
現

状

に
於
て
水

稻
栽
培
上
桂
に
改
頁
種
栽
培
上

の
急
務

ほ
灌
漑
排
水
設

備
を
完
成
す

る
事
で
あ
る
が
こ
れ
が
爲

め
に
は
更
.に
河

川
を
治
む
る
を
要
し
、
河
川
を
潜
む
る
に
は
先
づ
以
て

森
林
経
管
に
力
を
用
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
め
る

が
、
之
に
は
豆
類
の
経
費
を
要
し
、
短
日
月
に
完
成
を

望
み
難

い
事
情
が
あ
る
以
上
干
拓
事
業

の
費
用

に
つ
い

て
上
述

の
如
き
見
積
を
度
艸
す
る
事
は
出
来
な

い
。
次

に

}
町
歩
の
干
拓
沓
よ
り
の
吸
入
を
見

る
に
灌
水
普
通

の
干
拓
沓

で
は

=

一ケ
年
櫨
援

の
た
め
放
世
す

れ
ば
三

年
日
頃

か
ら
約
十
石
の
米
牧
が
あ
る
事
は
従
来
の
成
績

俄
川
†

一
巻

(笛
即四
[號

一
一=
昌
)

五

占八
五



維

鑑

朝
鮮
干
潟
地
利
用
論

の
示
す
所

で
あ

る
。
若

し
耕
種
法
を
改
良
し
金
肥
を
施

用
す
れ
ば
將
來
は

一
反
歩
よ
b

一
石
七
斗
位
の
牧
穫
を

暴
・げ
ら
る
`
の
事
で
あ
る
が
、

一
方
朝
鮮

に
於
て
は
旱

害
水
害
が
多

い
か
ら

こ
れ
ら
天
災

に
よ
る
損
失
を
も
考

慮

の
中
に
入
れ
ね
ば
な
ら
す
叉
生
産
費
及
び
米
贋
を
も

考

へ
な
け
れ
ば
な
ら

ん
。
然
る
に
見
積
は
本
来
支
出
を

や

＼
大
に
牧
入
を
拍

へ
目
に
見
積

る
を
安
全
ご
す

る
か

ら
版
穫
は
假
に

一
町
歩
十
石
ξ
見

る
可
き
で
あ
ら
う
。

叉
米
憤
も
農
商
務
省

の
調
査
に
よ
れ
ば
大
正
八
年

の
相

場

で
内
地
米
孕
均
生
産
費
石
武
拾
七
圓
で
あ
る
か
ら
内

地
米
は
先
づ
石
参
拾
圓
を
至
當
ご
す
可
く
從

っ
て
品
質

が
や

、
劣
り
、
土
地
遠
隔
の
た
め
輸
送
費
を
多
く
要
す

る
鮮
米

の
贋
格
は
年
増
石
武
拾
七
圓
位
に
見
積

る
の
が

袈
當
で
あ
ら
・ナ
。
そ
う
す
れ
ば

一
町
歩

よ
り
の
絡
牧
人

は
武
百
七
拾
圓
ε
な

る
、
こ
の
中
か
ら
生
産
費

.
耕
作

者
の
生
活
費
を
差
引

い
π
残
額
で
干
拓
費
を
償
却
す

る

事
ε
な
る
の
で
あ
る
か
ら
償
却
の
割
合
を
あ
ま
り
大
き

く
見
積

る
の
は
當
を
得
な

い
。
生
活
費
及
び
生
産
費
に

つ
い
て
は
不
幸

に
し
て
信
ず

可
き
数
字
を
得
る
事
が
出

家
な
か
っ
た

の
で
あ
る
が
群

山
地
方

の
調
査
及
び
實
際

第

†

】
巻

(第
四
號

一
二
四
)

五
六
六

司

'

家
の
官
に
よ
れ
ば
生
産
費
及
び
農
民
殊

に
朝
鮮
農
民
の

生
活
費
は
遙
に
内
地

の
そ
れ
よ
り
も
低
廉

で
.
米

…
石
.

の
生
産
費
拾
壼
武
圓
乃
至
拾
四
五
圓
即
ち
内
地

に
銘
し

約
半
分
〔尤
も
金
肥
を
使
用
せ
ざ
る
も
の
ご
し
て
)
で
從

つ
.て
干
拓
事
業
の
如

き
も
相
當
利
得
を
う
る
ε
の
事
で

あ

る
。
然
し

↓
方
に
於
て
新
干
拓
地
方
の
運
輸
交
通
の

便
否
、
生
活
費

の
漸
県
内
天
災
に
よ
る
損
失
等
諸
種

の

事
情

は
干
潟
地
利
用
上
豫

め
充
分
に
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
で
る
ら
う
。
荷
干
潟
利
用
上
特
に
注
意
す
可
き
は

干
拓
沓

は
往
々
櫨
害

の
爲

め
失
敗
に
終

る
誤
れ
の
あ
る

事
之
で
め
る
。

こ
れ
に
野

し
て
は
技
術
士
種
々
の
豫
防

法
も
あ

る
の
で
あ
る
が
内
結
局
灌
水
が
潤
澤
で
な

い
以

上
、
低
地
で
濾
水
浸
入
の
」瞑
れ
あ

る
箇
所
で
は
水
稲
栽

培

に
不
適
當
で
あ
る
こ
い
は
ね
ば
な
ら

楓
。

上
述

の
如
き
技
術
上
経
済
上
の
諸
黙
に
つ
い
て
徹
底

的
調
査

を
な
し
、
充
分
の
注
意
を
佛
ふ
に
於
て
は
干
潟

地
利
用
は
頗

る
有
望

で
あ
る
。
以
下
少
し
く
干
潟
地
利

用
の
効
果
に
つ
い
て
述
ぶ
る
で
あ
ら
デ
。

働d

先
づ
直
接
の
効
果
を
あ
げ
ん
に
-
干
拓
事
業
は
新

に

耕
地
を
堆
加
し
・
所
謂
眠
れ
る
生
産
力
を
腰
動
せ
し
め

恥

P



.

,げ

rる
の
で
あ
る
か
ら
国
富
を
増
進
す
る
所
以
で
あ
る
詐
り

で
な
く
、
住
夙

に
生
計
の
途
を
與

ふ
る
事
ご
な
る
の
で

あ

っ
て
か
の
割
込
主
義
に
よ

っ
て
曹
住
域
の
土
地
を
取

上
げ
又
は
之
を
買
占

め
て
以
て
鮮
人
の
怨
を
買
ひ
統
治

上

に
隔
根
を
残
す
如
き
虞
が
な
い
。
2
朝
鮮
干
潟
地
は

旱
害
水
害
の
結
果
た
る
も
の
多
き
か
の
荒
蕪
地
に
比
し

地
味
肥
沃

で
、
経
管
も
比
較
的
容
易
な
る
上
に
面
積
も

大
で
あ
る
ε
い
ふ
相
数
的
長
所
を
持

っ
て
る
る
の
で
あ

る
が
今
假
に
廿
萬
町
歩
を
干
拓
し
て
相
當
灌
漑
設
備
あ

る
沓

ε
せ
ば
反
當

一
石
め
牧
穫
ご
見
て
二
百
萬
石
を
得

可
く
、
將
來
櫨

分
の
漸
減
、
農
事
改
良
尋
に
よ

っ
て
生

産

の
増
加
を
期
待
し
う
る
事
は
明
か
で
め
る
..

次
に
間
接

の
敷
果
ξ
し
て
干
潟
地
の
利
用

に
よ

っ
て

漁
村
衰
微
の
病
患
を
癒
す
る
事
を
得
る
で
あ
ら

う
。
蓋

し
西
海
岸
殊
に
淺
水
濁
附
近
の
漁
民
は
半
農
半
漁

の
生

活
を
瞥

ん
で
を
る
の
で
あ
る
が
漁
…業
の
牧
盆
は
以
て
生

へ

計
を
維
持
す

る
に
足
ら
す
、
さ
れ
ぜ
こ
て
沿
岸

の
耕
地

は
過
少
で
あ

っ
て

一
戸
當
沓

二
反
歩
た
ら
す

で
あ
る
か

ら
生
活
頗

る
困
難
で
あ

っ
て
待

っ
て
口
を
糊
す
る
が
爲

め
に
灘
酒
…の
止
む
.な
き
に
至
b

つ
、
あ
る
ご
聞

い
て
ゐ

雑

録

朝
鮮
干
潟
地
利
用
論

る
が
.
こ
れ
は
水
産
経
済
上
観
過
し
難

き
所
な
る
の
み

な
ら
す

、
統
治
の
根
本
策
よ
り

い
ふ
も
民
を
し
て
生
活

.

の
安
固
を
得
し
め
る
事
の
必
要
な
事
は
勿
論
で
あ
る
か

ら
何

等
か
の
方

法
を
以
て

彼
等
を
救

濟
せ
ね
ば
な
ら

漁
。
然
る
に
干
潟
地

の
開
墾
が
行
は
れ
る
場
合

に
於
て

は
彼
等
を
し
て
よ
一
勢
働
牧
入
を
得
せ
し
め
る
の
み
な

ら
す
.
こ
れ
ら

の
地
方
で
は
女
子
勢
働
が
盛
に
行

は
れ

る
風
習
が
め
る
か
ら

、
干
拓
地
を
漁
民

に
分
興
し
男
子

の
出
漁
中
は
女
子
を
し
て
農
事
に
當
ら
し
め
れ
ば
勢
働

経
濟
上
の
敷
果
大

い
に
見

る
可
き
も
の
が
あ
る
で
あ
ら

う
ゆ
叉
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
等
の
牧
人
が
増
加
し
生
活
が

の

安
固
ご
な
れ
ば
濫
漁

の
弊
を
も
防
ぎ
う
る
の
で
水
産
経

済
上
に
も
好
影
響
を
及
ぼ
す
事
が
出
家
る
で
あ
ら
う
。

要
す

る
に
朝
鮮
の
干
潟
地
利
用

の
敷
果
は
顯
著
な
も

の
が
あ
り
且

つ
群
氷
の
最
適
地
な
み
南
鮮
地
方
に
於
て

は
近
時
棉
花

の
有
望

ε
な
る
に
つ
れ
棉
作
が
盛
に
行
は

れ
て
居

る
の
で
あ
っ
て
、
だ
め
に
こ
れ
.ら
の
地
方
で
米

産
の
増
加
を
望
ん
で
も
充
分
の
敷
果
を
牧
め
難

い
事
情

も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
比
熱
か
ら

い
ふ
も
干
潟
地
利
.

用
は
群
氷
増
牧
の
外
延
的
方
法
中
相
封
的
起

一
層
重
要

第

†

F
巻
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四
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甲
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雑

鋒

朝
鮮
,干
潟
地
利
用
論

な
地
位
を
占

め
る
も

の
こ
い
は
ね
ば
な
ら

澱
。
然
し
有

利
に
鮮
米

の
供
給
を
増
加
せ
ん
が
た
め
に
は
交
通
蓮
楡

の
便
を
大
に
す

る
事
を
要
し
、
叉
干
拓
沓

の
弱
黙
た
る

　
　

撞
害
を
防
ぎ
之
が
反
當
牧
穫
を
増
加
し
他
方
旱
害
、
水

害
を
豫
防
す

る
を
必
要
己
す

る
の
で
あ
っ
て
之
が
薦
め

に
は
灌
漑
排
水
工
事

の
完
備
を
要
し
、
而
も
こ
れ
が
前

提
ざ
し
て
逡
大
な
規
模
の
下
に
全
般
的
河
川
整
理
を
な

す
可
く
、
更
に
…遡
っ
て
は
森
W林
官
有
盲
管
の
原
則
を
徹

底
せ
し
め
て
大

い
に
殖

林

に
っ
こ
め
ば
け
れ
ば
な
ら

濾
。

こ
れ
凋
り
干
拓
事
業
の
み
な
ら
ず

一
般
.に
朝
鮮
農

業
振
興
上
長
も
必
要
な
事

で
あ
る
。.
唯

こ
れ
ら
大
事
業

の
完
成

に
は
か
な
り
の
長
年
月
を
要
す

る
か
ら
其
間
は

干
拓
事
業
遂
行
上
潮
皿
堤
防

の
破
損
、
旱
害
水
害
天
災

に
よ
る
損
失
を
も
豫

め
考
慮

の
中

に
入
れ
る
必
要
が
め

る
の
で
あ

っ
て
そ
れ
丈
干
潟
地
利
用
の
償
値
が
若
干
局

限
さ
れ
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
ん
。

三

干
潟
地
利
用
策

・

.

干
潟
地
利
用

の
重
要
な
こ
ε
は
上
述

の
如
く
で
あ
る

が
、
然
ら
ば
干
拓
事
業
は
官
瞥
民
警
何
れ
を
可
こ
す
る

か
、
又
等
し
く
民
敵営
ご
い
ふ
も
自
治
團
賠
…
〔例
之
水
利

第
†

一
巻
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四
號
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八

組
合
}
主
義
ご
資
本
主
義
的
瞥
利
企
業
の
何
れ
を
挿
む

可
き
か
に
っ
き
朝
鮮
の
實
歌
よ
り
推
し
て
若
干

の
考
察

を
試
み
や
う
。

先
づ
朝
鮮
干
潟
地
利
用

の
實
際
を
見
る
に
圭

こ
し
て

民
特
待

に
資
本
主
義
的
特
利
企
業
に
よ

っ
て
行
は
れ
て

を
り
、
將
來
も
開
拓
事
業
は
鞍
和
倉
肚
の
手
に
よ

っ
て

行
は
れ
る
も
の
が
増
加
せ
ん
こ
す
る
勢
ひ
を
示

し
て
ゐ

.

る
。
こ
は
果
し
て
喜
ぶ
可
き
現
象
で
あ
ら
う
か
Q
惟
ふ

に
楼
利
を
目
的
ざ
す
る
少
数
資
本
家
或
は
株
式
會
肚
が

開
拓
の
事
に
當
い
從

っ
て
亦
土
地
所
有
者
π
る
場
合

に

は
勢
ひ
小
作
制
を
探
る
事
ご
な
る
可
く
、
か
く
て
は
濁

り
生
産
上
自
作
制
に
比
し
劣
る
の
み
な
ら
す
亦
祉
會
上

人
智
の
開
獲
に
俘
ひ
小
作
問
題
を
惹
起
し
、
統
治
上

に

も
面
白

か
ら
楓
結
果
を
誘
致
す

る
で
あ
ら
う
。
然
る
に

総
督
府
編
纂

の
朝
鮮
事
情
要
覧
に
は
入
口
の
八
割
強
奪

占

め
る
朝
鮮
農
民

の
大
部
分
は
小
作
人
こ
し
て

「
生
を

送
り
而
も
何
ら
の
不
竿
も
な
い
ご
書

い
て
あ
畜
。
惟

ふ

に
彼
等
鮮
人
が
小
作
に
.甘

ん
ず
る
は
從
來
の
風
習
の
惰
.

勢
ε
農
民
の
智
識

の
程
.度
低
き
ご
且

つ

一
般
生
.活
程
度

高
か
ら
ず
、
陀
め
に
僅
の
所
得
を
以
て
し
て
街
ほ
生
活

■



に
苦
し
ま
な
か
う
た
事
等
に
蹄
因
す
る
の
で
あ
ら
う
が

今
後
智
識
開
け
.民
度
高
ま
る
に
つ
れ
か
、
る
状
態
に
甘

せ
諏
や
う
に
な
る
で
あ
ら
う
、
呪
ん
や
民
族
問
題
の
綴

糾
せ
る
朝
鮮

に
て
内
地
資
本
家
の
鮮
人
に
封
ず

る
塵
追

が
地
主
的
資
本
主
義
`
な

っ
て
現
は
る
、
幽に
於
て
は
將

「

來
必
ず
や
第
二
の
愛
蘭
問
題
を
惹
起
し
㌔
結
局
後
日
政

府
が
私
人
よ
り
土
地
を
買
上
げ
鮮
人
.を
し
て
之
を
自
作

又
は
小
作
せ
し
め
る
必
要
を
生
す

る
事
な
き
を
保
し
難

い
の
で
あ

る
か
ら
、
寧
ろ
當
初

か
ら
官
瞥
開
拓
を
な
す

か
、
叉
は
内
鮮
農
民

の
開
拓
を
奨
拗
助
成
す
る
を
生
産

上
、
肚
會
上
及
び
統
治
上
至
當
ご
す

る
。
尤
も
干
拓
事

業
は
充
分
の
調
査
を
要
し
ヌ
大
規
模
縄
瞥

を
有
利
ピ
す

る
か
ら
、
個
人
た
る
農
民
に
よ
つ
で
行
は
れ
る
事
は
望

み
難
く
㌧
農
民

の
自
治
團
膿

の
脛
轄
を
澤
ぶ
べ
し
ε
す

る
。
以
上
の
外
な
ほ
少
し
く
農
民

の
自
治
團
能

に
よ
る

開
拓
ε
官
瞥
ε
に
つ
き
其
長
短
、
條
件
等
を
考
察
し
や

う
ε
鳳
ふ
。

先
づ
干
拓
開
墾
官
瞥
の
長
所
を
明
か
に
せ
ん
に

1
元
來
朝
鮮

に
干
潟
地
利
用
の
遅
れ
た
原
因
を
探

っ

て
見
る
ε
事
業

の
見
込
の
立
た
ざ

る
事
、
設
計
の
困
難

雑

録

朝
鮮
干
潟
地
利
用
論

な
事
及
び
地
元
`
の
交
渉
井
ぴ
に
其
手
績
の
煩
雑
な
事

等

に
蹄
着
す
る
や
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
信
管
ご
巴

て
開
拓
す

る
場
合
に
は
比
較
的
容
.易
に
之
を
解
決
す

る

事
が
出
家
る
。
.

、

2
米
産
増
加
が
干
拓

の
主
要
目
的
な
る
以
上
迅
速
確

實

、
大
規
模

に
而
も
計
書
的

に
之
を
遂
行
す
る
必
要
が

あ
る
。
然
る
に
現
在
の
如
く
輩
な

る
奨
廟
主
義
を
以
て

し
て
は
到
底
所
期
の
敷
果
を
牧
め
る
事
が
出
水
な

い
の

で
あ

っ
て
比
熱

よ
り
見
て
官
瞥
を
撰

ぶ
可
し
ご
す

る
。

か
の
農
民
の
自
治
團
磯

に
よ
る
干
拓
開
墾
を
如
何

に
奨

励
す
る
も
朝
鮮
の
現
瓶

で
は
金
利
が
頗
る
高
く
八
朱
以

下
の
も
の
殆

ん
ざ
無
"
、
加
ふ
る
に
農
民
の
智
識

の
程

度
低
く
ボ
だ

}
般

に
組
合
の
敷
果
を
充
分
了
解
せ
ざ
る

ご
、
自
治
的
訓
練

の
缺
如
せ
る
た

め
に
到
底
之
に
よ
っ

て
迅
速
且

つ
計
叢
的
に
開
拓
の
實
を
あ
げ
得
な

い
の
で

.

あ

る
か
ら
此
見
地
よ
り

(理
論
上
自
治
團
禮
主
義
を

一

層
勝
れ
り
こ
し

つ
、
も
)
な
ほ
貴
行
策
ε
し
て
現
在

の

朝
鮮

に
於
て
は
寧
ろ
官
費
開
拓
を
重
ん
ず
可
き
も
の
ε

考

へ
る
。.

3
開
拓
事
業
を
民
間
の
事
業
こ
す
る
場
合

に
は
彼
等

(

第
†
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・
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雑

藻

朝
鮮
干
潟
地
利
用
論

は
印
己

の
利
害
關
係
土
地
詐
り
を
眼
中
に
置
き
他

の
不

利
を
顧
み
な

い
ご
い
ふ
弊
を
生
じ
易
い
の
で
あ
る
が
.、

盲
管
ε
す

る
場
合
に
は
全
般
的
、
永
久
的
生
産
力
の
増

加
を
顧
慮

し
て

之
を

行

ふ

事
の

可
能
が

}
暦

大
で
あ

る
o

.

以
上
開
拓
官
楼
の
根
櫨
の
.大
要
を
述

べ
た
か
ら
更
に

之
が
限
界
、
短
所
に
つ
い
て

一
考

し
ゃ
う
。
、盲
管
に
於

て
は
特

に
収
支
の
見
込
の
不
確

賢
な
不
安
な
地
積

の
利

用
は
嚴
に
之
を
禁
ず
可
き
も
の
で
あ

っ
て
從

っ
て
そ
れ

女
利
用
可
能
地

は
局
限
さ
れ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る

が
、
安
全
地
開
拓

の
場
合
に
於
で
も
困
難

の
俘

ふ
も
の

な
し
ε
せ
煎
。
.
.

1
安
全
地
を
官
鞍
で
開
拓
し
た
以
上
干
拓
沓
は
之
を

農
民
に
彿
下
げ

る
か

又
は
小
作
せ
し
め
る
外
は
な

い
の

で
あ
る
が
、
官
有
地
小
作
制
を
探

る
場
合

に
於

て
は
政

府
が
地
主

ざ
し
て
、
、非
瞥
利
的
に
活
動
す

る
事
の
蟹
ま

し
い
事
は
勿
論
で
あ
る
が
財
政
上
困
難
の
事
情

あ
る
可

ぐ
、
叉
朝
鮮
の
和
ぎ
民
族
問
題
の
紛
糾
せ
る
所

で
は
、

国
家
が
地
主
陀
る
地
位
に
立

つ
事
は
將
來
肚
會
上
、
統

治
上
好
ま
し
か
ら

訟
結
果
を
齎
ら
す
虜
が
大
で
あ
る
。

.
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更

に
佛
下
げ
の
場
合

に
於

て
は
之
が
方
法
に
充

分
の
注

意
を
佛
は
な
け
れ
ば
土
地
投
機
者
流
の
乗
ず
る
所
ご
な

り
米
産
増
加
自
伶
農
養
成
等
の
目
的
を
達
す
る
事
が
出

来
ん
の
み
な
ら
す
却

っ
て
幾
多

の
弊
害
を
醸
す
事
ε
な

曲る
で
あ
ら
覧
。

2
朝
鮮

の
財
政
は
名
は
濁
立
な
る
も
其
實
な
く
、
之

を
將
來

に
察
す

る
も
當
公
共
牧
入
は
以
て
経
費
を
支
辨

す

る
に
足
ら
な

い
.
か
く
の
如
き
財
政
難
は
干
拓
官
瞥

の
實
行
を
困
難
な
ら
し
め
る

一
の

有
力
な

原

因

で
あ

る
。
叉
假
に
官
轡

に
よ

っ
て
干
拓
し
、
小
作
制
を
探
り

た
る
場
合
に
は
内
地
米
償
の
激
璽

に
件

ふ
鮮
米
償
格
の

攣
動
の
定
め
地
主
た
る
政
府

の
牧
入
は
不
安
ε
な
り
、

織
方
地
代
が
未
納
な
る
時
は
米

の
牧
納
、
保
管
、
販
質

等

に
付

い
て
も
、

少
か
ら
楓

経
費
を

要
す
る
.で
み
ら

う
。
更
に
年
賦
抽
下
げ

に
.よ
b
干
拓
沓
を
慮
介
せ
る
場

.合
を
見
る
に
米
償
の
攣
動
、
水
害
目干
害
等
の
天
災
の
爲

め
政
府
は
所
期
の
牛
牧
を
得
る
事
が
出
京
な

い
場
合
も

あ
臥
得

る
所
で
あ
り
、
又
干
拓
沓
[の
牧
穫
が
初

の
中
は

一
石
内
外
で
あ
る
か
ら
耕
作
者
の
生
活
費
を
控
除
せ
ぱ

開
拓
費
償
却

に
あ
て
ら
れ
る
部
分
は
割
合
少
な

い
も
の

,



,

F

ざ
.見
な
け
れ
ば
な
ら
組
。

開
拓
官
謄
に
は
右

の
如
き
困
難
が
俘

ふ
の
で
あ
る
が

第

「
の
困
難

に
封
.し
て
は
干
拓
沓

は
之
を
拙
下
げ
以
て

自
作
農
の
養
成

に
努

む
る
事
危
し
、
之
が
爲
め
に
は
充

ロ

ラ

エ
ビ
　

　

分
に
彿
下
方
法
に
注
意
し
イ
土
地
定
額
彿
下

・
長
期
年

賦
償
還

ハ
各
摘
下
面
積
を
相
當
大
き
く
限
定
す

る
事

二

更
に
土
地
政
…艮
の
爲

め
勢
力
資
本
を
放
下
し
花
車
明
ξ

な
る
に
及
ん
で
.所
有
権
を
有
せ
し
め
る
事
筈

の
方
法
に

よ
り
投
機
心着
流
の
一城
庖
を
防
ぐ
事
を
努
め
な
け
れ
ば
な

ら

沁
。
伽
ほ
中
小
農
民
は
資
力
乏
し
く
且

つ
朝
鮮
農
民

の
智
識
獲
達
の
未
だ
顯
著
な
ら
ざ

る
が
矯
め
,
奸
商
、

投
機
者
流
の
甘
言
に
迷
は
さ
れ
て
土
地
を
蟹
り
遂
に
は

浮
浪
の
民

ε
化
し
て
統
治
上

に
種

々
の
随
碍
を
及
ぼ
し

生
産
上
の
目
的
を
も
達
し
難

い
虞
が
あ
る

か
ら

一
方
に

中
小
農
会
敵
機
關
た
る
金
融
組
合
を
普
及
せ
し
め
、.
資

金

の
融
通
に
便
す
る
`
共

に
土
地
費
却

の
止
む
な
き
も

の
あ
ら
ば
金
融
組
合
叉
は
其
斯
在
地
公
共
團
骸

が
之
を

買
ひ
取
り
更
に
適
宜
の
自
作
農
に
費
劃
す
る
如
き
方
法

に
よ
り
奸
商
等
の
乗
ず

る
隙
な
か
ら
し
め
る
ご
同
時
に

農
民
の
困
窮
を
救
ひ
他
方
土
地
の
自
由
礎
分
に
謝
し
て

雑

録

朝
鮮
干
潟
地
利
用
論

朝
鮮

の
事
情
を
考
慮
し
適
切
な
る
制
限
、
條
件
を
附
す

る
必
要
が
あ
る
で
あ
ら
う
。

次

に
干
拓
官
鞍
に
作
ふ
第
二
の
姻
難
は
か
な
b
有
力

で
あ
っ
て
從
來
當
局
が
内
地
大
資
本
家
、
株
式
會
肚
等

に
よ
る
開
拓

の
奨
励

に
力
を
用
ゐ
官
憐

の
實
施
を
騰
躇

御

し
て
來
た
の
も
亦
此
理
由

に
基
一
も
の
が
あ
る
。
然
し

サ

な
が
ら
開
拓
粟

の
婁

昼

方
我
畏

生
活
上
の
重

四

要
問
題
π
る
食
糧
問
題
解
決
上
必
要
な
ば
か
り
で
な
く

㎞

他
方
之
に
よ

っ
て
国
富
を
開
獲
し
朝
鮮

の
民
度
聖

、同
め

㎞

る
結
果

`
な
り
、
肚
會
上
統
治
上
も
之
が
官
鞍
を
可
ご

㎞co

す
る
事
倍
あ
る
以
上
、
軍
に
財
政
困
難
の
理
由

の
下
.に

㎡

、

之
ら
の
出
費
を
憎
ん
で
は
な
ら
な

い
。
然
ら
ば
之
が
脛

撫e
號

費

に
封
ず

る
収
入
を
何
腱

に
求

め
ん

ε
す

る
か
、
惟

ふ

血

二

に
朝
鮮
財
政

の
實
際
上
脛
費
膨
脹
の
勢
は
到
底
之
を
否

σ
確

定
し
得
す
、
.　
方
吸
入
の
方
で
は
最
近

の
印
紙
税
に
よ

.闘
叢

謝

紙
牧
人
の
嘉

、登

録
税
の
震

及
び
煙
莫

酒

餓

馨

や
幽

牧
上
童

の
竜
の
が
あ
る
が
之
の
み
を
以

謳

て
は
不
充

分

で
あ
り

、

さ
り

ど
て
此
際

租
税
を
増

加
す

㎞

起
し
や

る
事

は
統

治
政
策

上
好

し

か
ら

楓
事
情

も
あ

る
の
で
あ

軸
麟

る
か
ら
、
現
在
及

び
近
き
將
來

に
實
現

の
不
可
能
な
財
.

の

第
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↓

雑

録

朝
鮮
干
潟
地
利
用
論

敵
濁
立
の
各
を
棄
て
、
、
補
充
金
復
活
の
途
を
澤
ば
ね

ば
な
ら
ん
で
あ
ら
う
。
而
し
て
な
ほ
足
ら
ざ

る
所
は
事

業
公
債
に
.よ
る

べ
き
で
あ
る
。

之
を
要
す

る
に
開
拓
官
轡
に
は
困
難

の
件

ふ
も
の
が

あ
る
け
れ
ご
も
、
そ
は
絶
勤
的
に
避
け
難

い
も
の
で
は

な
く
、
他
方

こ
は
幾
多
の
長
所
を
持

つ
所
で
あ

る
か
ら

朝
鮮
…の
現
状
盗
り
見
て
撰
ぶ
可
き
も
の
亡
者

へ
る
。
尤

も
官
瞥

の
場
合
に
は
特
に
牧
支
の
見
.込
の
確
實
な
而
も

大
面
積

の
地
積
を
利
用
す
可
き
も
の
で
從

っ
て
其
利
用
.

し
得

る
面
積

は
そ
れ
丈
局
限
さ
れ
る
事
を
忘
れ
て
は
な

ら

漁
。

次
に
自
治
團
禮
に
よ
る
開
拓

に
つ
い
て
見
る
に
組
合

に
よ
る
も
の
は
農
艮
に
自
治
的
訓
練
を
與

へ
、
協
同
の

無
風
を
養
は
し
め
る
詐
り
で
な
く
、
亦
官
瞥
.の
場
合
の

如

く
開
拓
後
談
土
地
を
梯
下
げ
る
面
倒
ち
な
く
、
國
有

地

小
作
制
の
如
く
国
家
が
地
主

の
地
位
に
立
ち
小
作
問

題

を
惹
起
し
統
治
上
困
難
を
生
す
る
や
う
な
虞
も
な
い
.

か
ら
理
論
…
.
上
は
官
瞥

に
ま
る
よ
り
も

一
属
旧適
當
ε
考

へ

る
。
唯
前
述

の
如
し
朝
鮮
…の
現
状

に
於
て
は
農
民
の
智

　識
の
獲
達
著
し
か
ら
す
、
.
加
ふ
る
に
農
業
資
金
の
金
利

高
き
鞄
め
、
特
別
の
調
査
を
要
し
大
規
模
脛
管
を
有
利

第
十
一
.拳

(第
四
號

】・三
〇
)

五
七
二

ξ
す

る
干
拓
事
業
の
組
合
的
経
管
が
實
際
.に
あ
ま
b
行

は
れ
な

い
の
で
從
っ
て
盲
管
の
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る

が
、
.同
時
に
自
治
團
禮
の
干
拓
経
管
を
奨
顕
す
る
事
は

望
ま
し
く
、
否
箸
來
は
最
も
適
切
緊
要
ご
な
る
で
あ
ら

う
。
而
し
て
こ
れ
が
た
め
に
は

一
方
農
學
枝
梁
は
講
習

會
等
を
盛
に
し
て
朝
鮮
農
民
の
智
識
を
開
獲
し
、
他
方

農
業
資
金
を
潤
澤

に
し

一
層
低
利
の
融
通
を
な
す
事
が

必
要

で
あ
る
。
以
下
之

に
關
嚇
し
て
.私
が
族
行
中
得
た

朝
鮮
農
業
金
融

に
つ
い
て
の
威
想
の

一
二
を
述

べ
や
う

1
殖
産
銀
行

に
於
て
は
附
騒
的
業
務
ピ
し
て
商
業
資

金
融
.通
の
任

に
も
當
っ
て
を
る
が
之
は
朝
鮮

に
於
て
商
.

業
銀
行

の
不
足
し
て
を
る
爲
め
で
止
む
を
得
な
い
。
然

し
商
.業
資
金

は
其
性
質
上
農
業
信
用
ε
異
り
比
較
的
短

期
で
文
責
全
図
轄

の
座
敷
も
遙

に
大
で
あ
る
。
從

っ
て

同

一
銀
行
が
か

、
る
本
質
的
に
異
な
る
面
積
信
用
を
取

扱
ふ
時
に
は
勢
ひ
利
盤

の
人
な
る
商
業
信
用
が
圭
ε
な

り
農
業
資
金
の
融
通
ε
い
ふ
賞
讃
銀
行

の
本
務
が
忽
.に

せ
ら
れ

る
虞
が
あ
り
は
し
な
い
か

。
將
來
商
業
銀
行
の

増
加
ε
共
に
殖
産
銀
.行
は
專
ら
農
業
信
用
機
關
ε
し
て

其
責
任
を
霊
し
商
業
信
用

に
關
す
る
業
務
は
賞
讃
銀
行

■



骨

.

.か
ら
分
離

さ
る
可
き
も
の
で
あ
る
。
.

2
朝
鮮

に
於
て
は
艮
智
未
だ
低
く
銀
行
利
用
も
充
分

に
行

は
れ
な

い
上
に
多
年
の
因
習
に
よ
b
金
貸
業
者
か

ら
三
割
又
は
其
以
上
の
高
利
で
借
金
し
て
み
る
も
の
が

.

非
常

に
多

い
。
之
を
救

ふ
が
矯
め
に
は
民
智
開
獲

の
要

あ
る
は
勿
論
で
あ
る
が
同
時

に
下
層
金
融
機
關
を
獲
達

せ
し
め
る
事
が
肝
要
で
あ
る
。
此
意
味
に
於
て
遊
楽
金

融
組
合
の
増
設
は
喜
ぶ
可
き
現
象

で
あ
る
が
街
ほ
此
他

に
従
来
朝
鮮

に
行
は
る

、
契
を
利
用
し
て
之
を
産
業
組

.

合
的
に
獲
蓮
せ
し
め
る
も
よ
か
ら
う
。

3
次

に
東
拓
金
融
部
ε
殖
産
銀
行
ご
の
關
係
に
黝
し

希
望
を
述

べ
ん
に
資
本
供
給
の
不
足
を
補

ふ
上
よ
り

い

ふ
も
又
本
来
事
業
を
圭

ε
す
可
き
東
拓
の
性
質

よ
り
見

て
も
東
柘
…金
融
部
で
成

る
可
く
低
利
に
内
地
又
は
外
囲

か
ら
大
資
本
を
移
輸
入
し
殖
産
銀
行

に
謝
し
資
金
を
供

給
す

る
や
う
な
仕
組
に
す
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
其
他

資
金
不
足

に
饗
す

る
方
策
こ
し
て
は
殖
産
銀
行
が
興
業

銀
行
の
手
を
経
て
資
金
を
得

る
か
或
は
大
賊
省
預
金
部

よ
り
之
を
得

る
の
途
を
求

め
る
等
の
方
法
も
あ
ら
.う
。

以
上
開
拓
自
治
團
禮
経
瞥
の
長
短
及
び
劃
策
に
つ
き

雑

鐡
.
.
朝
鮮
干
潟
地
利
用
論

要
黙
の
み
を
述

べ
π
が
更
に
之
が
實
行
止
注
意
す
可
き

は
自
治
團
艘
な
其
本
質
上
安
全
で
投
機
的
分
子
の
少
な

い
地
域
を
撰
ぶ
可
き
事
之
で
あ
っ
て
、
而
も
此
爲
め
に

は
充

分
の
調
査
、
設
計
を
必
要
ε
す
る
か
ら
政
府
は
こ

れ
ら
の
黙
に
つ
き
種

々
の
便
宜
を
與

へ
又
補
助
を
塗
す

ε
同
聴

に
他
方
土
地
賞
却

の
際
は
地
主
的
資
本
家
に
賣

る
事
な
く
必
ず
自
作

の
目
的
の
矯

め
に
す

る
事
等
適
宜

の
條
件
を
附
す
可
き
で
あ
る
。

開
拓
事
業
の
官
螢
叉
は
自
治
團
盟
経
管
の
繹
む
可
き

事
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
之
が
開
拓
適
地
は

一
定
の

限
度
が
あ
る
、
而
し
て
残
飴
の
投
機
的
地
積

に
つ
い
て

は
食
糧
増
産
.上
文
増
加
人
口
の
生
業
増
加
上
鞍
利
的
資

本
主
義
に
よ
る
開
拓
も
之
を
許
す
を
必
要
ε
す

る
の
で

あ

っ
て
、
之
に
謝
し
て
は
政
府
は
種
々
の
便
宜
巴
補
助

ε
を
與

へ
る
代
り
に
事
業
を
嚴
重
に
監
督
し
、
又
暴
利

を
食
ば
り
或
は
土
地
を
利
用
せ
す
し
て
地
贋
の
騰
貴
を

待
ち
、
或
は
開
拓
後
の
土
地
分
割
上
不
公
正
の
行
ひ
な

き
ゃ
ヲ

一
定
條
件
を
附
す
る
を
至
當
ε
考

へ
る
。

以
上
之
を
要
す

る
に
朝
鮮
干
潟
地
利
用
策
こ
し
て
は

生
産
上
の
み
な
ら
ず
肚
會
政
策
、
統
治
政
策
上
よ
り
見

第
十

一
巻

(第
四
號

=
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)
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～

雑

錐

朝
鮮
干
潟
地
利
用
論

て
朝
盤
…の
現
歌

に
於
て
は
憲
丁
ろ
盲
管
干
拓
に
重
き
を
置

き
、
干
拓
地
分
配
策
ξ
し
て
は
農
民
に
長
期
年
賦
償
還

法
に
よ
り
干
拓
地
を
彿
下
げ
て
自
作
せ
し
め
る
を
最
も

可
な
り
ε
℃

、
他
方
官
瞥
`
相
並

ん
で
農
民
の
自
治
團

膿

に
よ
る
干
拓
事
業
の
脛
鞍
を
奨
腐
し
、
將
來
は
寧
ろ

後
者
を
重
要
脱
す
る
を
至
當

ε
す
。
喉
官
轡
及
自
治
團

騰
纏
瞥
の
み
で
は
資
金
其
他

の
關
係
上
食
糧
増
産
の
目

的
を
充
分
に
達
す
る
事
が
出
楽
な

い
で
あ
ら
う
か
ら
、
.

棺
塘
叉
は
自
治
團
能

の
開
拓
疵
地
以
外
に
於
て
瞥
利
的

資
本
家
、
株
式
會
肚
の
活
動
の
飴
地
を
與

へ
、
之
に
便

宜
、
補
助
を
與

へ
る
ご
同
時

に
適
宜
の
僚
件
を
附
す
る

を
樫
ぷ
可
し
ざ
労

へ
る
。

㌦


