
十
七
世
紀
後
半
の
北
イ
ン
ド
に
お
け
る
農
民
収
奪
の
一
面

ー
ア
ウ
ラ
ソ
グ
ジ
ー
プ
帝
の
二
勅
令
を
手
懸
り
に
し
て
一

近

藤

治

十七世紀後半の北インドにおける農民収奪の一面（近藤）

【
要
約
】
　
ア
ウ
ラ
ソ
グ
ジ
ー
プ
帝
治
世
年
代
初
期
の
土
地
制
度
に
関
す
る
二
勅
令
に
よ
る
と
、
ア
ク
バ
ル
帝
蒔
代
の
正
規
の
地
積
制
と
さ
れ
た
丈
量
法
に

代
っ
て
、
定
額
地
租
と
出
来
高
地
租
に
墓
つ
く
共
同
体
へ
の
地
租
の
一
括
賦
課
が
主
要
な
形
態
と
な
り
、
ま
た
直
接
生
産
者
で
あ
る
農
民
は
自
己
の
保
有

地
の
占
有
権
を
認
め
ら
れ
て
は
い
た
が
、
経
済
外
的
強
制
と
土
地
へ
の
緊
縛
に
よ
っ
て
五
割
に
の
ぼ
る
高
額
な
地
租
の
支
払
い
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
国
家

的
隷
属
を
強
い
ら
れ
た
隷
農
的
位
置
に
お
か
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
収
税
官
お
よ
び
在
地
の
首
長
は
相
互
に
癒
着
し
つ
つ
そ
の
上
級
細
身
者
的
立
場
と
権

限
を
強
め
て
い
っ
た
か
ら
、
通
常
の
地
租
以
外
の
私
的
取
得
、
つ
ま
り
彼
ら
に
よ
る
「
部
剰
余
生
産
の
独
自
的
搾
取
が
強
化
さ
れ
、
農
罠
の
負
担
は
一
層

加
重
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
稿
は
十
七
世
紀
後
半
の
北
イ
ン
ド
に
お
け
る
土
地
七
六
を
、
こ
の
よ
う
な
農
民
収
奪
の
実
態
の
把
握
と
い
う
視
点
か
ら
、

考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
二
巻
五
号
　
一
九
六
九
年
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盤
と
な
っ
て
い
た
農
業
の
生
産
諸
関
係
が
独
立
後
も
徹
底
し
た
改
革

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
経
な
い
ま
ま
、
現
在
に
至
る
も
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
き

　
今
日
の
イ
ソ
ヂ
・
パ
キ
ス
タ
ン
の
約
七
割
を
構
成
す
る
農
業
人
口

の
大
半
は
、
依
然
と
し
て
極
端
に
低
い
生
活
状
態
に
あ
え
い
で
い
る
。

そ
の
原
因
に
は
、
資
本
の
国
際
的
な
流
通
、
搾
取
の
機
構
の
な
か
で
、

急
速
に
工
業
化
を
進
め
よ
う
と
す
る
両
国
政
府
の
政
策
に
よ
っ
て
卒

業
部
門
に
矛
盾
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
そ
の
農
業
部
門

に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
植
民
地
的
経
済
収
奪
の
大
き
な
基

た
こ
と
に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
イ
ギ
リ
ス
は
、
と
り

わ
け
帝
国
主
義
的
植
民
地
支
配
の
段
階
に
な
っ
て
く
る
と
、
こ
の
段

階
の
植
民
地
主
義
の
一
般
的
傾
向
の
例
に
も
れ
ず
、
イ
ン
ド
在
来
の

古
い
農
業
制
度
を
温
存
な
い
し
は
一
面
強
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。
従

っ
て
今
日
の
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
の
農
業
制
度
、
と
り
わ
け
そ
の

中
心
を
な
す
土
地
制
度
に
お
け
る
農
民
収
奪
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
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イ
ギ
リ
ス
支
配
時
代
以
前
の
そ
れ
と
の
あ
る
種
の
連
続
性
、
近
似
性

が
指
摘
で
き
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
が
そ
の
領
土
的
、
経
済
的
侵
略
の
過
程
で
当
面
し
た
の

は
、
イ
ン
ド
史
上
最
後
の
統
一
王
朝
で
あ
る
中
央
集
権
的
官
僚
国
家

ム
ガ
ル
朝
が
急
速
に
崩
壊
へ
と
向
い
、
続
い
て
分
裂
と
地
方
分
権
化

が
進
行
し
て
い
た
十
八
世
紀
半
ば
以
降
の
イ
ン
ド
の
現
実
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
十
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
北
イ
ン
ド
の
土
地
制
度
、
な
か
ん

ず
く
農
民
収
奪
の
実
態
の
一
面
を
幾
分
と
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

め
ざ
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
、
か
か
る
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る

植
民
地
支
配
に
直
接
先
行
す
る
時
期
で
は
な
く
、
そ
の
故
に
イ
ギ
リ

ス
が
引
き
継
ご
う
と
し
た
土
地
制
度
が
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ
っ
た

わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
権
力
の
地
方
分
化
と

土
着
化
が
進
行
す
る
以
前
の
段
階
に
あ
っ
て
、
ム
ガ
ル
朝
政
権
下
に

土
地
制
度
が
か
な
り
統
一
的
に
実
施
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
約

一
世
紀
後
に
イ
ギ
リ
ス
が
当
面
し
た
地
方
的
諸
上
皇
を
も
つ
土
地
制

度
の
い
わ
ば
原
型
と
も
考
え
う
べ
き
も
の
が
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
、

ま
た
同
時
に
こ
の
王
朝
の
崩
壊
要
因
が
次
第
に
顕
在
化
し
は
じ
め
た

時
期
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
点
に
お
い
て
興
味
あ
る
晴
期
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
適
切
な
考
察
を
要
す
る
時
期
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
、
こ
の
時
期
を
含
め
た
ム
ガ
ル
朝
の
土
地
制
度
を
扱
っ

た
も
の
に
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
モ
ア
ラ

ン
ド
に
よ
る
実
証
的
な
一
連
の
制
度
史
的
研
究
や
、
よ
り
多
く
の
史

料
の
援
用
と
方
法
的
検
討
と
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
発
展

さ
せ
た
イ
ン
ド
人
1
・
ハ
ビ
ー
プ
に
よ
る
包
括
的
な
研
究
が
あ
り
、

ま
た
ア
ウ
ラ
ン
グ
ジ
ー
プ
帝
治
世
下
の
時
代
史
に
つ
い
て
は
、
先
駆

者
的
役
割
を
果
し
た
同
じ
く
イ
ン
ド
人
史
家
サ
ル
カ
ル
の
研
究
が
あ

　
①

る
が
、
本
稿
で
私
は
ア
ウ
ラ
ソ
グ
ジ
ー
プ
帝
の
治
世
初
期
に
出
さ
れ

た
二
つ
の
勅
令
を
直
接
の
手
懸
り
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の

農
民
収
奪
や
広
く
は
土
地
舗
…
度
そ
の
も
の
の
実
態
に
迫
っ
て
い
き
た

い
と
思
う
。
こ
れ
ら
二
つ
の
勅
令
は
、
右
に
あ
げ
た
サ
ル
カ
ル
に
よ

っ
て
今
世
紀
の
初
頭
に
英
訳
を
付
し
て
そ
の
原
文
が
紹
介
さ
れ
て
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

り
以
来
年
月
を
経
る
こ
と
久
し
い
が
、
今
日
ま
で
極
め
て
限
ら
れ
た

範
囲
で
し
か
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
治
世
第
八
年
（
｝
六
六
五
／
六
六
）
に
さ
る
州

　
デ
イ
　
ワ
ヨ
ソ

の
財
務
長
官
（
臼
≦
帥
蹟
）
ラ
シ
ク
・
ダ
ー
ス
宛
に
出
さ
れ
た
司
監
寺
節
昌

函
扇
9
1
珍
｝
嶺
》
〉
錘
①
コ
σ
q
獣
σ
、
と
p
岳
σ
q
冒
げ
ρ
占
9
1
診
占
口
霧
三
オ
づ
扇

落
9
0
瓢
σ
玉
東
昌
疎
嵩
α
霧
け
o
H
出
、
7
．
餌
B
巴
（
R
・
D
と
略
記
）
で
あ
っ
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③

て
、
前
文
お
よ
び
十
五
条
か
ら
な
っ
て
お
り
、
他
は
治
世
第
十
一
年

（　

Z
六
八
／
六
九
）
に
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
の
財
務
長
官
ム
ハ
ソ
マ
ド

・
ハ
ー
シ
ム
宛
に
発
令
さ
れ
た
閏
鴛
ヨ
習
漏
缶
ρ
葭
暮
竃
5
＃
《
剛
β
、
騨

σ
ヨ
冨
忌
ρ
ヨ
ヨ
器
》
舞
鎚
σ
Q
N
号
、
蜜
9
彰
σ
Q
乳
切
銭
鶏
讐
β
欝
酬

旨
ω
ρ
コ
ρ
H
O
刈
り
暖
翠
圃
山
鴛
σ
箇
σ
」
σ
q
三
ヰ
自
ρ
コ
山
百
錠
a
　
（
M
．
H
と

略
記
）
で
あ
っ
て
、
前
文
お
よ
び
十
八
条
の
条
文
か
ら
な
っ
て
い
る
。

後
者
に
対
し
て
は
、
同
じ
く
当
時
の
公
用
語
ペ
ル
シ
ア
語
で
逐
条
説

明
を
加
え
た
注
釈
が
あ
り
、
こ
れ
も
同
時
に
サ
ル
カ
ル
に
よ
り
英
語

を
付
し
て
紹
介
さ
れ
た
が
、
こ
の
注
釈
そ
の
も
の
は
こ
れ
に
よ
っ
て

注
釈
家
の
法
理
念
を
知
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
土
地
糊
度
の
生
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

有
力
な
手
懸
り
と
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
勅
令
は
、
土
地
の
単
な
る
授
与
を
示
し
た
現
存
す
る
他

の
多
く
の
そ
れ
と
は
異
っ
て
か
な
り
長
文
で
あ
り
、
地
租
の
増
収
と

い
う
現
実
の
必
要
性
か
ら
州
の
財
務
野
宮
に
指
令
し
た
も
の
で
あ
る

だ
け
に
、
そ
の
内
容
は
具
体
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
を
主
要
な

手
懸
り
に
し
て
、
以
下
に
お
い
て
は
、
ア
ク
バ
ル
帝
時
代
と
の
簡
単

な
比
較
を
行
い
つ
つ
、
ま
ず
地
租
制
度
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
、
．
つ
づ
い
て
農
民
の
土
地
に
対
す
る
権
利
と
義
務
は
ど
ん
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
農
民
は
い
か
な
る
強
制
と
拘
束
の
構
造
の

な
か
で
収
奪
を
受
け
て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
述
べ
て

み
た
い
と
思
う
。
し
か
し
、
筆
者
自
身
の
力
不
足
や
史
料
利
用
上
の

制
約
の
た
め
、
こ
の
小
論
に
は
も
と
よ
り
不
十
分
さ
が
あ
る
こ
と
を

は
じ
め
に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

　
な
お
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
に
よ
る
ペ
ル
シ
ア
語
な
ら
び
に
イ
ン
ド
語

系
の
転
写
法
は
、
ス
タ
イ
ン
ガ
ス
と
プ
ラ
ッ
ツ
両
者
の
方
法
に
基
い

⑤て
、
次
の
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
、
（
語
頭
坐
論
y
グ
や
悩
天
渇
こ
”
。
戸
ダ
諄
”
9
浄
旧
翼
》
製
N
』
ダ

　
　
。
。
”
。
。
7
ゆ
斜
世
卸
♂
σ
q
誉
箆
ρ
し
ψ
σ
q
し
”
β
P
嵩
（
！
、
Y
買
ざ

地
租
の
賦
課
法
－
定
額
地
租
と
出
来
高
地
租
1

　
農
民
に
賦
課
さ
れ
る
地
租
の
査
定
方
法
と
し
て
は
、
M
・
H
か
ら

見
る
か
ぎ
り
、
こ
の
時
代
に
は
大
別
し
て
定
額
地
租
と
出
来
高
地
租

と
の
二
つ
が
あ
っ
た
。
ま
ず
定
額
地
租
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は

次
に
一
部
引
用
す
る
各
条
文
中
に
あ
る
ハ
ラ
ー
ジ
ェ
・
ム
ワ
ッ
ザ
フ

篭
耳
＆
晶
旨
ζ
湖
心
溜
箋
と
い
う
こ
と
ば
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
　
年
の
は
じ
め
に
、
各
農
民
の
状
態
に
つ
い
て
、
ま
た
彼
ら
が
耕
作
に

　
・
従
事
し
て
い
る
か
そ
れ
と
も
そ
れ
を
放
棄
し
て
い
る
か
、
能
う
か
ぎ
り
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知
悉
せ
よ
。
…
…
匹
鴛
a
山
白
5
く
p
袈
ρ
幽
に
お
い
て
は
、
耕
作
し
て

　
　
い
よ
う
と
い
ま
い
と
地
租
野
霧
a
が
徴
収
さ
れ
る
こ
と
を
農
民
た

　
　
ち
に
知
ら
し
め
よ
。
（
M
・
H
第
二
条
）

　
　
　
匪
霞
R
山
日
昌
芝
斜
袋
鉱
の
取
立
て
は
各
作
物
の
収
穫
時
で
あ
る
。

　
　
故
に
そ
れ
ぞ
れ
の
作
物
の
収
穫
時
に
な
れ
ば
、
そ
れ
に
相
応
す
る
地
租

　
　
を
徴
収
せ
よ
。
（
M
・
H
　
第
八
条
）

　
　
　
淳
錠
9
1
〕
高
ヨ
5
耳
袋
気
に
お
い
て
は
、
誰
か
が
耕
作
可
能
に
し
て

　
　
か
つ
障
害
が
存
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
土
地
を
放
撚
し
て
お

　
　
く
な
ら
ば
、
そ
の
地
租
は
〔
彼
の
〕
他
の
地
所
か
ら
徴
取
せ
よ
。
洪

　
　
水
、
旱
魅
を
被
り
、
あ
る
い
は
不
可
抗
力
な
災
害
が
収
穫
前
に
起
り
、

　
　
そ
の
た
め
に
農
民
の
手
に
な
に
も
残
ら
ず
、
ま
た
そ
の
年
の
内
に
他
の

　
　
作
物
を
栽
培
す
る
期
間
が
十
分
に
な
い
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
租

　
　
は
な
き
も
の
と
せ
よ
。
（
M
・
H
　
第
十
条
）

　
こ
の
よ
う
に
こ
の
定
額
地
租
は
耕
地
面
積
と
作
物
の
種
類
に
応
じ

て
、
年
初
に
一
定
の
地
租
額
が
農
民
に
賦
課
さ
れ
る
制
度
で
あ
っ
て
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
土
地
の
耕
作
が
予
定
通
り
行
わ
れ
る
か
ど
う

か
に
関
係
な
く
、
各
作
物
の
収
穫
期
に
な
れ
ば
所
定
の
地
租
が
徴
収

さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
自
然
災
害
に
際
し
て
は
、
収
税
官

の
調
査
に
基
い
て
地
租
の
減
免
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
M
・
H
第
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

条
に
も
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
思
う
に
、
シ
ェ
ー
ル
・
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ヤ
ー
や
ア
ク
バ
ル
の
時
代
に
、
土
地
の
大
規
模
な
丈
量
、
灌
瀧
様
式

や
地
味
の
程
度
に
応
じ
た
土
地
の
等
級
分
け
、
作
物
毎
に
編
成
さ
れ

た
課
税
表
の
地
域
別
作
成
な
ど
が
行
わ
れ
、
と
く
に
ア
ク
バ
ル
帝
の

治
世
第
二
十
四
年
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
土
地
丈
量
と
課
税
表
に
基
く

地
租
査
定
法
が
長
ぐ
正
規
の
制
度
と
し
て
存
続
し
て
い
た
た
め
に
、

そ
の
後
に
お
い
て
税
率
や
丈
量
単
位
に
大
幅
な
変
更
が
な
い
か
ぎ
り
、

ど
の
土
地
の
地
租
額
は
い
く
ら
と
い
う
こ
と
が
ほ
ぼ
慣
習
的
に
踏
襲

さ
れ
て
き
た
結
果
、
こ
う
し
た
年
毎
に
収
税
嘗
が
農
民
に
一
定
の
地

租
額
を
指
定
す
る
定
額
地
租
制
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
日
ロ
芝
ρ
擬
鋒
は
ア
ラ
ビ
ア
語
起
源
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
（
税
を
）
課
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
ば
で
あ
る
。
収

穫
状
態
が
判
明
す
る
以
前
、
あ
ら
か
じ
め
年
初
に
耕
地
に
賦
課
さ
れ

た
も
の
だ
か
ら
、
か
く
呼
ば
れ
え
に
相
違
な
い
。

　
こ
の
定
額
地
租
に
対
す
る
も
う
一
方
の
地
租
形
態
は
、
出
来
高
地

租
で
あ
る
。
そ
れ
は
M
・
H
の
な
か
で
、
ハ
ラ
ー
ジ
エ
・
ム
カ
ー
サ

マ
書
下
轟
〕
点
差
蛋
ρ
9
1
舞
日
取
と
呼
ば
れ
た
。

　
も
し
農
民
た
ち
が
望
む
な
ら
ば
、
答
貧
a
山
⇔
峯
！
＜
惹
鑓
h
を
三
午

（
嚇
。
・
ρ
溝
p
に
、
そ
し
て
鵠
毎
ρ
節
ω
§
蚕
を
ヨ
自
謹
ρ
嚢
縁
に
変
更
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

よ
う
に
。
だ
が
そ
れ
以
外
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
（
斑
．
H
第
七
条
）

　
醇
鴛
a
山
雲
餌
ρ
器
曽
巳
ρ
に
お
い
て
は
、
も
し
誰
か
が
地
租
地
N
㌣
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⑳
　
　
　
、
、
　
・
．
．
下
り
ク

日
冒
両
謬
鴛
9
囲
の
〔
も
と
か
ら
の
〕
保
有
者
臼
巴
瞳
で
は
な
く
と

も
、
購
入
ま
た
は
入
質
に
て
こ
れ
を
手
に
入
れ
れ
ば
、
異
教
徒
で
あ
ろ

う
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
地
の
産
物
は
彼
の
も
の
で

あ
る
。
二
分
の
一
よ
り
多
く
な
く
三
分
の
一
よ
り
少
く
な
い
と
い
う
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ツ
サ
　
　
　
⑪

件
で
、
　
〔
彼
か
ら
〕
所
定
の
相
当
す
る
割
前
蔵
噸
鷲
を
取
立
て
よ
。

そ
し
て
も
し
三
分
の
一
よ
り
少
な
け
れ
ば
、
適
当
と
思
う
と
こ
ろ
に
従

っ
て
悩
箆
額
せ
・
よ
。
　
（
M
・
H
　
第
十
六
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
も
し
ム
カ
ー
サ
マ
地
鶏
ヨ
ぢ
両
　
旨
毎
ρ
留
嵩
峯
の
保
有
者
が
死
ん

で
そ
の
嗣
子
が
い
な
い
場
合
は
、
さ
き
の
　
ヨ
β
乏
農
彊
h
〔
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
⑬
イ
ジ
ヤ
ー
ラ
　
ム
ザ
毒
ア
ト

規
定
〕
に
従
っ
て
、
そ
の
土
地
を
賃
　
貸
ご
鍵
ρ
ま
た
は
借
耕
ヨ
午

N
9
、
第
．
客
そ
の
他
に
付
す
よ
う
取
計
ら
え
。
　
（
M
・
H
　
第
十
七
条
）

　
醇
9
㌶
滋
臼
β
ρ
節
ω
ρ
日
ρ
に
つ
い
て
、
M
・
H
は
右
に
引
用
し
た
程

度
に
し
か
明
ら
か
に
し
て
い
ず
、
従
っ
て
こ
の
地
租
制
の
具
体
的
な

内
容
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
．
こ
の
こ
と
は
、
実
施
の
細
則
に

つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
記
さ
れ
て
い
る
定
額
地
租
巨
鍵
a
山
旨
5
ノ
、
午

禦
鎮
　
に
つ
い
て
も
等
し
く
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
や
は
り
そ
の

理
由
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
が
当
時
の
入
女
に
と
っ
て
よ
く
知
ら
れ
た

当
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
定
額
地
租
が
土

地
に
対
し
て
所
定
の
地
租
を
賦
課
す
る
制
度
で
あ
っ
た
の
に
反
し
、

百
ρ
感
泣
日
β
参
舞
日
帥
は
作
物
の
収
穫
高
に
対
し
て
そ
の
二
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

一
な
い
し
は
三
分
の
一
を
政
府
の
割
前
と
し
て
は
徴
収
す
る
出
来
高

地
租
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
賦
課
法
は
相
互
に
変
更
す
る
こ
と
が
可
能

　
　
　
　
　
　
⑮

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
定
額
地
租
と
出
来
高
地
租
が
ア
ウ
ラ
ソ
グ
ジ
ー
プ
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
｝

時
代
の
代
表
的
な
地
租
賦
課
法
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ

意
味
す
る
巳
ζ
づ
．
黙
彊
持
巳
自
ρ
禦
欝
諺
勲
と
い
う
用
語
以
外
に
も
、
地
．

租
制
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
用
語
が
い
く
つ
か
勅
令
に
出
て
く

る
。
そ
れ
ら
は
、
次
の
よ
う
な
文
中
に
見
え
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

　
　
　
〔
規
定
の
〕
地
穏
が
入
ら
な
い
場
合
に
は
、
時
の
緊
要
さ
の
故
に
、

　
　
ハ
ラ
ー
ジ
ニ
・
ム
ク
タ
ア
ト
欝
ρ
巴
四
」
山
旨
盈
ρ
い
讐
、
ρ
昌
と
呼
ば
れ
る
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
つ
た
額
に
よ
っ
て
（
げ
7
”
訂
毒
ρ
賞
、
）
ビ
ー
ガ
ー
σ
圃
σ
q
欝
に
つ
き
い
く
ら

　
　
か
を
賦
課
す
る
か
、
そ
れ
と
も
ハ
ラ
ー
ジ
ェ
・
ム
カ
ー
サ
マ
と
呼
ば
れ

　
　
る
、
生
産
物
の
二
分
の
一
に
定
め
ら
れ
た
割
前
を
賦
課
せ
よ
。
（
M
・

　
　
H
　
第
四
条
）

　
　
　
い
く
つ
か
の
村
の
農
民
が
こ
の
実
施
に
同
意
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の

　
　
ジ
　
　
ヤ
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ヤ
リ
　
プ

　
　
地
租
額
㌃
∋
、
は
作
物
の
収
穫
期
に
丈
量
冒
「
ぎ
あ
る
い
は
カ
ン
ク

　
　
ー
ト
醤
ρ
昌
閑
客
に
従
っ
て
賦
課
し
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
村
に
お
い

　
　
て
そ
こ
の
耕
作
農
民
が
疲
弊
困
些
し
て
い
ろ
と
認
知
す
る
場
合
に
は
、

　
　
二
分
の
＝
エ
た
は
三
分
の
一
ま
た
は
五
分
の
二
ま
た
は
そ
の
前
後
の
率

　
　
　
ガ
ツ
ラ
コ
バ
フ
ゾ
　

　
　
で
作
物
分
三
王
〔
已
ρ
む
匿
謬
。
。
剛
嵩
の
実
施
に
踏
み
切
る
よ
う
に
。
（
R
・

　
　
D
　
前
文
）
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こ
㊨
う
ち
陰
鴛
a
高
露
鐸
ρ
冨
、
纂
は
、
、
所
定
の
定
額
地
租
を
完
全

な
形
で
課
す
こ
と
が
で
き
な
い
生
産
力
の
低
い
土
地
に
対
し
て
、
そ

の
単
位
面
積
一
ビ
ー
が
一
当
り
い
く
ら
と
い
う
よ
う
に
賦
課
さ
れ
る

地
租
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
定
額
地
租
と
か
な
り
似
通
っ
た
も
の
で
あ
・

　
⑱つ

た
。
し
か
し
、
そ
の
税
率
は
普
通
の
定
額
地
租
よ
り
も
低
か
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
R
・
D
前
文
に
因
て
く
る
ジ
ャ
リ
ー

ブ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
地
租
の
査
定
を
、
土
地
の
丈
量
と
そ
の
丈
量

さ
れ
た
地
積
に
課
税
率
を
掛
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
す
る
丈
量
法

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ア
ク
バ
ル
時
代
に
は
ザ
ブ
ト
冨
耳
制
度
と
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

さ
れ
、
正
規
の
地
租
制
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
引
用
の
条

文
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
ウ
ラ
ソ
グ
ジ
ー
プ
時
代
に
な
る
と
、

こ
の
制
度
は
一
部
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
全
国
的
な
正
規
の
地

租
制
と
し
て
の
実
施
は
廃
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
カ
ソ
ク
ー
ト
は
、

収
税
官
が
収
穫
前
の
生
育
中
の
作
柄
か
ら
収
穫
高
を
見
積
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
そ
の
作
物
の
地
積
に
応
じ
て
何
割
か
の
地
租
額
（
当
暗
は

通
例
と
し
て
五
割
）
が
賦
課
さ
れ
、
収
穫
時
に
徴
収
さ
れ
る
制
度
で
あ

・
繭
・
ま
た
σ
Q
匿
霧
鮭
ω
ご
は
イ
ン
ド
に
亨
か
ら
行
わ
れ
て

い
た
伝
統
的
な
地
租
微
収
法
で
あ
っ
て
、
収
穫
時
に
農
民
か
ら
収
穫

物
の
い
く
ら
か
を
国
家
ま
た
は
国
王
の
割
前
と
し
て
、
普
通
現
物
で

徴
収
す
る
地
租
制
で
あ
っ
た
。
後
世
の
歴
史
家
は
、
こ
れ
を
作
物
分

　
　
　
　
　
　
　
⑳

割
法
と
呼
ん
で
い
る
。
右
の
カ
ソ
ク
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
地
租
の
賦
課

法
は
、
こ
の
作
物
分
割
法
と
強
い
類
似
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
、

容
易
に
認
め
ら
れ
る
。

　
以
上
に
紹
介
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
で
呼
ば
れ
る
地
租
制
つ

ま
り
地
租
の
賦
課
法
は
、
整
理
す
る
と
一
体
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
各
地
租
用
語
を
説
明
し
た
な
か
で
若
干
指
摘
し
た
こ
と

か
ら
幾
分
明
ら
か
な
よ
う
に
、
蕗
9
轟
」
ム
諺
晶
質
．
霧
は
欝
ρ
目
a
、
一

日
β
妻
ρ
彊
鉱
に
近
く
、
冨
三
臼
げ
お
よ
び
σ
q
げ
㊤
質
ρ
と
騨
巨
ω
訂
は

唇
ρ
塗
笠
葺
自
ρ
器
p
部
費
に
近
く
、
そ
し
て
す
昌
σ
は
こ
れ
ら
隠
ρ
，

H
a
㍍
露
q
≦
帥
醤
p
｛
と
唇
震
菖
点
白
お
習
ρ
白
p
と
の
い
わ
ば
中
間

に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
地
租
制
と
し
て
の
丈
量

法
が
次
第
に
後
退
し
て
い
っ
た
こ
の
時
代
に
は
、
代
っ
て
定
額
地
租

制
と
出
来
高
地
租
制
と
が
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
つ
の
大

き
な
賦
課
法
と
し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
移
行

の
要
因
に
つ
い
て
は
後
節
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
が
、
さ
し
あ
た
っ

て
こ
れ
ら
定
額
地
租
と
出
来
高
地
租
と
の
う
ち
、
こ
の
時
代
に
ど
ち

ら
が
よ
り
主
要
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
私

は
前
者
つ
ま
り
定
額
地
租
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
M
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」
H
で
は
そ
の
全
文
の
大
半
を
さ
い
て
こ
の
定
額
地
租
に
関
す
る
規

定
を
述
べ
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
勅
令
で
は
明
ら
か
に
定
額
地
租
を

主
、
出
来
高
地
租
を
従
と
し
て
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
制
度
に
よ
っ
て
査
定
さ
れ
た
地
租
は
、
個
々

の
農
民
か
ら
収
税
官
に
よ
っ
て
直
接
徴
収
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
さ
き
に
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
く
、
実
際
の
地
租
収
取
に

当
っ
て
は
村
毎
、
あ
る
い
は
村
よ
り
一
級
上
の
行
政
区
で
あ
り
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
バ
ル
ガ
ナ

徴
税
区
で
も
あ
る
郡
　
℃
霞
σ
q
器
9
毎
に
一
括
し
て
賦
課
さ
れ
、
　
そ

の
徴
収
も
在
地
の
首
長
を
通
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
右
に

あ
げ
た
条
文
中
に
あ
る
「
も
し
農
民
た
ち
が
望
む
な
ら
ば
」
と
か

　
「
い
く
つ
か
の
村
の
農
民
が
こ
の
実
施
に
同
意
し
な
い
な
ら
ば
」
と

い
う
表
現
に
見
え
る
「
農
民
た
ち
」
や
「
農
民
」
は
一
般
に
集
団
的

な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
条
文
は
村
な
い

し
は
徴
税
区
の
農
民
が
全
体
と
し
て
希
望
す
る
の
な
ら
ば
別
の
賦
課

法
に
よ
っ
て
地
租
を
徴
収
し
て
よ
ろ
し
い
と
い
う
よ
う
に
規
定
し
た

も
の
と
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
明
ら
か
に
個
々
の
農
民

に
つ
い
て
そ
の
地
租
収
取
を
具
体
的
に
規
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
条
・

項
も
、
実
は
在
地
の
首
長
が
一
括
賦
課
さ
れ
た
地
租
額
を
そ
れ
ぞ
れ

の
農
民
に
割
当
て
し
て
課
徴
す
る
際
の
実
際
を
指
示
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
地
租
の
賦
課
が
村
ま
た
は
徴
税
区
に
一
括
し
て

　
　
　
　
　
⑳

な
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
す
条
文
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
R
・

D
前
文
に
す
ぐ
先
行
す
る
個
所
に
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ミ
　
ソ

　
　
今
年
、
帝
国
領
土
の
各
郡
に
い
る
課
税
官
9
ヨ
冒
た
ち
は
、
殆
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
　
　
ヤ
　
　
ム

　
　
ど
す
べ
て
の
村
や
郡
の
地
租
遷
す
ヨ
．
を
、
年
初
に
お
い
て
、
昨
年
お

　
　
よ
び
一
昨
年
の
微
税
額
、
可
耕
地
面
積
、
農
民
た
ち
の
状
態
と
能
力
、

　
　
そ
の
他
の
諸
特
徴
を
考
慮
し
た
の
ち
、
査
定
す
る
。

　
す
な
わ
ち
、
年
の
は
じ
め
に
、
各
郡
に
駐
在
す
る
課
税
官
は
過
去

二
年
間
の
地
租
徴
収
額
の
実
績
を
参
考
に
し
、
そ
の
上
に
耕
地
面
積
、

農
民
の
生
活
状
態
や
農
業
資
材
の
状
況
な
ど
の
変
動
を
考
慮
に
入
れ

て
、
村
お
よ
び
郡
単
位
の
地
租
の
賦
課
総
額
を
決
定
す
る
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
あ
る
村
の
農
民
た
ち
の
意
向
が
全
体
と
し
て
強
け
れ

ば
、
さ
き
に
記
し
た
よ
う
な
別
の
地
租
制
を
運
用
し
て
そ
の
村
の
地

租
総
額
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
ア
ク
バ
ル
時
代
に
正
規
の
地
租
制
と
し
て
実
施
さ
れ
た
丈
量
法
は
、

も
と
も
と
収
税
官
が
農
民
一
人
ひ
と
り
と
接
触
し
彼
ら
か
ら
直
接
地

租
の
徴
収
を
行
う
こ
と
を
建
前
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
丈
量
法

が
後
退
し
て
、
代
り
に
定
額
地
租
制
や
出
来
高
地
租
制
が
広
く
施
行

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
地
租
の
賦
課
や
徴
収
も
農
民
個
人
に
で
は
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な
く
村
単
位
あ
る
い
は
郡
単
位
に
行
わ
れ
る
の
が
一
般
化
し
た
。
そ

の
背
景
に
は
、
地
縁
的
紐
帯
の
強
い
イ
ン
ド
村
落
の
共
同
体
的
性
格

が
頑
強
に
存
在
し
続
け
て
い
た
こ
と
が
、
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

中
央
集
権
的
政
治
権
力
の
強
固
で
あ
っ
た
ア
ク
バ
ル
帝
の
時
代
に
は
、

こ
う
し
た
村
落
内
へ
の
行
政
機
構
の
浸
透
も
可
能
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
．

が
、
そ
れ
よ
り
約
一
世
紀
を
経
た
こ
の
時
点
で
は
、
政
治
権
力
を
支

え
る
基
盤
は
そ
れ
ほ
ど
強
固
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
ア

ウ
ラ
ン
グ
ジ
ー
プ
帝
死
後
の
十
八
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
こ
の
村
落

共
同
体
的
紐
帯
は
一
層
強
ま
っ
て
い
く
。

　
さ
て
、
地
租
の
賦
課
法
を
考
え
る
と
き
問
題
に
な
る
の
は
税
率
で

あ
る
が
、
既
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

生
産
額
の
三
割
三
分
強
か
ら
最
高
は
五
割
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を

も
つ
之
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
の
は
、
次
の
条
文
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ウ
　
ツ
　
あ
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ
　
フ
に
ジ

　
　
耕
地
に
十
分
の
一
税
．
懸
樋
ま
た
は
地
租
が
課
せ
ら
れ
て
い
な
い

　
　
と
こ
ろ
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
照
し
て
定
め
ら
る
べ
き
額
を
示
す
よ

　
　
う
に
。
地
租
の
場
合
に
は
、
取
立
て
に
よ
っ
て
影
回
た
ち
が
破
減
し
な

　
一
い
よ
う
な
額
を
賦
課
し
、
二
分
の
一
よ
り
多
く
は
、
た
と
え
そ
れ
以
上

　
　
〔
の
徴
収
〕
が
可
能
で
あ
っ
て
も
、
賦
課
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て

　
　
〔
地
租
額
が
〕
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
所
定
に
従
っ
て
徴
収

　
　
　
⑳

　
　
せ
よ
。
　
（
M
・
H
　
　
第
｛
八
条
）

　
ま
た
、
少
し
時
期
は
下
る
が
、
同
じ
く
ア
ウ
ラ
ソ
グ
ジ
ー
プ
帝
の

時
代
に
イ
ン
ド
を
旅
行
し
た
マ
ヌ
ヅ
チ
が
そ
の
旅
行
記
の
な
か
で
地

租
に
つ
い
て
述
べ
、
「
王
・
（
国
家
）
が
半
分
を
取
り
、
彼
ら
（
農
民
）

に
他
の
半
分
を
残
す
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
右
の
点
と
一
致
す

㊧る
。
ア
ク
バ
ル
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
時
代
で
は
、
生
産
額
の
三
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
が
公
の
平
均
課
税
率
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
明
ら

か
に
税
率
の
引
き
上
げ
が
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

そ
し
て
こ
の
、
地
租
の
上
限
を
生
産
額
の
五
割
と
す
る
と
い
う
規
定
の

淵
源
は
、
ハ
ラ
ー
ジ
の
最
高
額
を
五
割
と
定
め
た
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
実
際
の
徴
収
で
は
、
各
種
の
付
舶
税
な
ど

を
加
え
る
と
、
農
民
か
ら
七
割
五
分
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
徴
収
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

行
わ
れ
る
こ
と
も
、
め
ず
ら
し
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
地
租
は
、
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

物
分
割
法
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
、
金
納
を
建
前
と
し
て
い
た
か
ら
、

収
穫
期
の
換
金
時
に
お
け
る
作
物
価
格
の
低
落
や
穀
物
商
人
に
よ
る

一
部
剰
余
生
産
の
取
得
な
ど
を
考
え
る
と
、
農
民
の
負
担
は
極
度
に

大
き
か
っ
た
こ
と
が
容
易
に
予
測
で
き
る
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
の
時
代
の
地
租
制
は
、
そ
の
収
取
が
ど

の
よ
う
な
機
構
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
た
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
層
明
ら
か
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
節
を
改
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め
て
、
地
租
収
取
の
実
際
に
妾
る
収
税
官
の
職
責
に
つ
い
て
考
察
も

た
い
と
思
う
。
，

二
　
収
税
官
の
職
責

　
ム
ガ
ル
時
代
の
地
租
収
取
の
地
域
的
単
位
は
、
末
端
の
自
治
組
織

で
あ
る
村
よ
り
さ
ら
に
上
級
の
行
政
区
で
あ
る
郡
を
基
本
と
す
る
も

　
　
　
　
㊧

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
郡
に
収
税
の
具
体
的
業
務
を
担
当
す
る
収
税
官

が
派
遣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
収
税
業
務
は
地
租
の
賦

課
を
主
と
す
る
課
税
業
務
と
、
査
定
さ
れ
た
賦
課
額
に
従
っ
て
地
租

の
実
際
の
取
立
て
を
行
う
徴
税
業
務
と
に
分
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め

に
、
前
者
の
任
に
当
る
課
税
官
と
、
後
着
を
担
当
す
る
微
税
官
と
の

二
種
類
の
官
吏
が
存
在
し
た
の
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
収
税
官
と
い
う

の
は
、
こ
れ
ら
両
者
を
総
称
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
各
郡
に
は
ア
ミ
ー
ン
㊤
ヨ
貯
と
称
さ
れ
る
課
税
官
と
、

乱
丁
肖
り
1
冨
噌
。
瞥
ま
た
は
ア
ー
ミ
ル
、
簿
目
臨
と
称
さ
れ
る
微
税

　
　
　
　
⑭

官
と
が
い
た
。
し
か
し
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
い
く
人
か
の
部
下
を
擁
し

て
収
税
業
務
を
行
う
と
し
て
も
、
郡
や
村
の
事
情
に
詳
し
い
農
民
代

表
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。
地
租
の
賦
課

が
一
括
し
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
時
代
で
は
、
と
く
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ア
ウ
ド
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

の
必
要
が
強
か
っ
た
。
郡
の
首
長
つ
ま
り
郡
　
長
。
げ
9
巳
げ
誌
と
書

ヌ
し
ソ
ゴ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
カ
ツ
ダ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ト

　
記
ρ
9
呂
づ
σ
Q
o
、
そ
の
郡
内
各
村
の
村
長
導
雌
ゆ
ρ
α
α
9
日
と
書

ワ
し
り
　

　
記
娼
碧
零
母
一
は
こ
う
し
た
農
民
代
表
で
あ
っ
て
、
在
地
の
名
望

家
や
大
き
な
地
主
な
ど
が
普
通
こ
れ
ら
の
位
置
に
つ
い
て
い
た
。
彼

ら
は
も
と
も
と
農
民
の
利
害
を
代
表
し
て
収
税
官
と
の
交
渉
に
当
ら

な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
そ
の
手
当
て
も
農
民
た
ち
の
負
担

に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
収

税
官
と
の
接
触
を
通
し
て
、
半
ば
官
吏
的
な
性
格
を
も
も
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。

　
そ
こ
で
ま
ず
各
郡
に
駐
在
し
て
い
る
課
税
官
の
職
責
に
つ
い
て
で

あ
る
が
、
彼
の
な
に
よ
り
の
主
要
な
任
務
は
前
節
で
言
及
し
た
よ
う

に
、
農
民
に
賦
課
す
る
地
租
額
を
査
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
⑳

わ
ち
彼
は
そ
の
部
下
の
下
級
職
員
と
と
も
に
、
管
轄
地
域
の
過
去
に

お
け
る
徴
税
実
績
や
耕
地
面
積
、
農
民
の
状
態
な
ど
を
調
べ
、
村
長

や
村
落
書
記
と
協
議
し
て
地
租
賦
課
額
を
村
毎
に
査
定
し
、
そ
の
上

で
郡
全
体
の
賦
課
額
に
つ
い
て
も
郡
長
や
郡
書
記
と
の
交
渉
を
経
て

決
定
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
査
定
さ
れ
た
地
租
を
文
書
で
農
民

た
ち
に
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
彼
ら
か
ら
は
支
払
義
務
の
履
行
を
認

め
た
契
約
書
を
取
付
け
る
の
で
あ
っ
た
。
郡
内
の
地
租
額
の
査
定
が
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ダ
フ
タ
ル
コ
ハ
　
ナ

終
る
と
、
課
税
官
は
す
ぐ
さ
ま
中
央
の
記
録
庁
　
α
勲
津
p
7
唇
帥
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
ウ
　
レ
　
の
　
ジ
ャ
ム

に
徴
収
見
込
み
額
を
記
し
た
課
税
報
告
溢
血
ρ
巳
高
す
旨
．
を
提
出
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
（
R
・
D
第
三
条
）
。
さ
ら
に
年
末
に
は
、
所
管
郡

に
お
け
る
地
租
徴
収
の
実
績
、
つ
ま
り
耕
作
の
状
況
や
春
秋
年
二
回

の
作
物
の
出
来
具
合
、
前
年
と
の
増
減
比
、
郡
内
田
村
の
農
民
人
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ウ
ロ
マ
　
レ
の
ジ
ャ
ム

の
構
成
な
ど
を
詳
し
く
記
し
た
地
租
台
帳
甘
話
野
山
す
ヨ
、
を
、

徴
税
官
の
同
意
を
得
た
う
え
郡
長
お
よ
び
郡
書
記
の
署
名
を
付
し
て
、

間
じ
く
中
央
の
記
録
庁
へ
送
付
す
る
必
要
が
あ
っ
た
（
R
・
D
前
文
）
。

　
課
税
作
業
が
終
る
と
、
査
定
さ
れ
た
地
租
額
を
予
定
通
り
徴
収
す

る
こ
と
は
、
徴
税
官
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の

よ
う
に
地
租
の
取
立
て
を
実
際
に
執
行
す
る
こ
と
が
徴
税
官
の
主
要

な
任
務
で
あ
っ
た
が
、
他
に
次
の
諸
点
を
実
行
す
る
こ
と
も
彼
の
職

責
と
さ
れ
た
。
R
・
D
第
二
条
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
ら
は
6
年
初
に
村
毎
の
農
民
と
梨
の
数
お
よ
び
耕
作
面
積

を
調
べ
、
目
未
耕
地
を
な
く
し
て
耕
作
地
を
拡
大
し
、
税
収
の
高
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

商
吊
作
物
を
よ
り
多
く
裁
培
す
る
よ
う
農
民
に
促
し
、
⇔
農
民
が
逃

亡
し
た
場
合
は
そ
の
原
因
を
調
べ
て
、
逃
亡
者
の
帰
村
に
努
め
、
四

懐
柔
や
鼓
舞
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
耕
作
者
を
か
り
集
め
、
さ
ら
に
、

㈲
荒
質
地
を
耕
地
に
変
え
て
い
く
方
策
を
勘
案
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

り

す
な
わ
ち
、
課
税
官
と
と
も
に
所
管
郡
内
の
農
民
の
実
勢
を
よ
く
把

握
し
、
耕
地
の
拡
大
と
農
民
の
確
保
、
商
品
作
物
の
栽
培
の
奨
励
な

ど
、
政
府
の
対
農
民
政
策
を
実
行
し
て
地
租
徴
収
額
の
増
加
を
は
か

る
こ
と
も
、
収
税
官
の
仕
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
課
税

宮
が
事
務
官
的
な
性
格
を
も
つ
の
に
比
し
て
、
収
税
官
は
政
策
の
実

施
を
主
と
す
る
執
政
官
的
性
格
が
強
い
。

　
地
租
の
微
収
は
、
全
額
を
一
時
に
ま
と
め
て
行
う
の
で
は
な
く
、

分
割
徴
収
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
次
に
引
用
す
る

条
が
こ
れ
を
物
語
る
。
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
地
租
の
査
定
が
行
わ
れ
た
あ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
郡
に
お
い
て
適
切
と

　
　
考
え
ら
れ
る
賦
払
い
の
方
法
に
従
っ
て
、
地
租
の
徴
収
が
開
始
さ
れ
、

　
　
指
定
通
り
に
取
立
て
が
実
施
に
移
さ
れ
る
こ
と
を
布
告
せ
よ
。
そ
し
て

　
　
汝
自
身
は
毎
週
報
告
を
取
寄
せ
て
、
指
定
の
賦
払
い
に
少
し
で
も
未
払

　
　
い
分
が
残
ら
な
い
よ
う
、
ま
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
回
目
の
賦
払
い
に
少

　
　
額
な
り
と
も
遅
滞
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
二
回
目
の
賦
払
い
時
に
併
せ

　
　
て
徴
放
し
、
三
回
目
の
賦
払
い
に
は
決
し
て
未
納
分
が
残
ら
な
い
よ

　
　
う
、
　
〔
収
税
官
を
〕
よ
く
督
励
せ
よ
。
　
（
R
・
D
第
四
）

　
こ
の
よ
う
に
地
租
額
を
三
回
に
分
け
た
分
割
払
い
に
よ
る
微
収
が

行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
滞
納
は
避
け
ら
れ
な
い
現
象
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
右
の
引
用
に
続
く
第
五
条
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
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規
定
し
、
数
年
間
に
わ
た
る
滞
納
額
も
適
当
に
分
割
し
て
徴
税
官
に

微
収
さ
せ
る
よ
う
、
指
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
徴
収
さ
れ
た
地
租

　
　
フ
オ
タ
ダ
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
オ
タ
サ
ハ
じ
ナ

は
、
出
納
官
｛
o
富
畠
弩
の
い
る
各
郡
の
出
納
事
務
所
h
o
絆
甲
陰
帥
旨
斜

に
い
っ
た
ん
納
め
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
再
上
納
さ
れ
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
⑭

る
（
R
・
D
第
八
条
）
。

　
右
の
よ
う
な
各
郡
に
い
て
そ
の
収
税
業
務
を
行
う
官
吏
、
つ
ま
り

課
税
官
、
微
解
官
、
出
納
官
は
、
後
の
第
四
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、

そ
の
権
限
を
利
用
し
て
多
く
の
私
利
を
貧
る
こ
と
が
少
く
な
か
っ
た
。

一
括
し
て
賦
課
さ
れ
た
地
租
額
を
各
農
民
に
割
当
て
す
る
立
場
に
あ

る
在
地
の
首
長
に
つ
い
て
も
、
そ
の
点
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
う
し
た

官
吏
や
首
長
の
監
視
を
行
う
の
は
、
州
の
財
務
長
宮
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
収
税
官
や
出
納
官
を
皇
帝
の
名
に
お
い
て
指
名
解
職
す
る
権
限

は
、
こ
の
財
務
長
官
が
握
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
彼
は
州
内
各

回
か
ら
の
書
類
を
取
寄
せ
、
こ
れ
ら
に
目
を
通
し
た
の
ち
中
央
の
記

録
庁
へ
再
送
付
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
各
所
を
巡
回
し
て
官
吏
や

農
民
の
動
向
を
調
べ
、
そ
の
状
態
を
報
告
書
に
書
い
て
年
二
回
中
央

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
R
・
D
第
＋
五
条
）
。
　
こ
の
よ
う

な
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
二
つ
の
勅
令
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
郡
の
上
の

行
政
区
で
あ
る
県
は
地
租
の
収
取
窺
い
く
つ
か
の
郡
の
ま
と
ま
り
程

度
の
も
の
で
あ
っ
て
、
収
税
単
位
の
基
本
は
各
郡
で
あ
り
、
こ
れ
ら

と
州
と
が
む
し
ろ
直
結
す
る
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
し
リ
サ

　
以
上
の
よ
う
な
収
税
官
の
職
責
と
い
う
の
は
、
実
は
皇
室
領
陰
㌣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ヤ
　
ギ
コ
ル
ダ
　
ル

一
尻
㊤
の
収
税
官
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
二
連
老
智
σ
q
冒
畠
簿
目

　
ジ
ヤ
ー
ギ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
封
地
に
い
る
収
税
官
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
は
R
・
D
前
文
の
末
尾
に
、
　
「
そ
し
て
受
頭
者
の
も
と
に

あ
る
各
郡
の
微
税
官
た
ち
に
も
、
こ
れ
と
同
様
に
執
務
す
る
よ
う
督

励
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
彼
ら
の
監
視
に
つ

い
て
は
同
じ
く
R
・
D
に
一
条
を
設
け
、

　
　
受
藩
閥
の
も
と
に
い
る
課
税
官
と
収
税
官
の
う
ち
、
公
正
と
善
意
を

　
　
も
っ
て
職
務
を
忠
実
に
行
い
、
ま
た
法
を
遵
守
し
つ
つ
あ
ら
ゆ
る
点
に

　
　
努
力
を
払
っ
て
、
自
ら
良
き
官
吏
で
あ
る
こ
と
を
証
し
た
老
を
ば
報
告

　
　
せ
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
の
思
慮
深
さ
と
公
正
さ
に
十
分
に
か
な
っ
た

　
　
褒
賞
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
も
し
こ
れ
に
反
し
て
執
務
し
て

　
　
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
事
実
を
詳
し
く
報
告
せ
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
は

　
　
そ
㊨
職
を
追
放
さ
れ
、
彼
の
釈
明
を
考
慮
し
た
の
ち
、
不
正
な
行
い
に

　
　
ふ
さ
わ
し
い
処
罰
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
（
D
・
哀
第
十
二
条
）

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
皇
室
領
の
収
税
官
と
同
様
、
封
地
の
収

税
官
の
監
視
も
州
の
財
務
長
官
が
直
接
行
っ
て
い
た
。
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三
　
農
民
の
耕
作
地
に
対
す
る
権
利
と
義
務

　
つ
ぎ
に
、
農
民
は
自
己
の
耕
作
す
る
土
地
に
対
し
て
い
か
な
る
権

利
を
持
ち
、
ま
た
逆
に
い
か
な
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
か
、
そ
れ
は

ど
の
程
度
強
制
さ
れ
て
い
た
か
と
い
っ
た
点
を
、
二
つ
の
勅
令
・
の
記

述
に
則
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
農
民
層
の
性
俗
を

明
ら
か
に
し
て
い
き
㌔
・
・
の
こ
と
ば
・
つ
ま
る
と
こ
ろ
土
地
所

・
有
権
が
ど
こ
に
存
在
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
く

る
。　

M
・
H
の
注
釈
家
は
、
土
地
の
現
実
の
耕
作
者
で
あ
る
農
民
は
、

実
の
と
こ
ろ
土
地
か
ら
あ
が
る
収
穫
物
の
所
有
者
で
あ
っ
て
、
土
地

そ
の
も
の
の
真
の
所
有
権
は
国
王
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
い
ま
そ

れ
ら
の
表
現
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
こ
こ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
マ
ー
リ
ク
日
亀
節
な
る
語
は
、
こ
の
土

　
　
　
　
　
　
ム
　
ル
　
ク

　
　
地
が
彼
の
所
有
斎
日
巳
渥
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
使
ね
れ
て

　
　
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
土
地
に
お
け
る
耕
作
権
臼
郎
錫
冨
、
暮
の
所

　
　
野
老
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
…
…
本
来
の
所
有
者
岩
｝
占
ヨ
飛
節
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
キ
ム

　
　
た
だ
～
人
、
マ
ー
リ
ク
を
更
迭
で
き
る
者
、
す
な
わ
ち
統
治
者
富
｝
二
B

　
　
で
あ
る
。
　
（
班
・
H
第
三
条
注
釈
）

　
　
　
〔
土
地
〕
所
有
者
が
統
治
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
冠
し
て
、
太
陽

よ
り
も
明
ら
か
で
昨
日
の
こ
と
よ
り
歴
然
と
し
た
数
多
く
の
証
拠
が
あ

る
。
　
（
M
．
H
　
驚
一
四
条
注
釈
）

　
　
　
　
　
　
　
ス
ル
タ
じ
ソ

　
土
地
の
所
有
者
は
国
王
ω
巳
縞
鵠
で
あ
り
、
そ
の
耕
作
は
農
民
に
拠

ワ
Q
。
　
（
M
・
H
　
繁
六
条
注
釈
）

　
敬
慶
な
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
注
釈
家
に

よ
れ
ば
、
国
土
は
す
べ
て
国
王
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
耕
地
の
所

有
権
は
当
然
国
王
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
農
民
の
側

に
は
、
高
額
の
地
租
を
国
家
に
納
め
る
こ
と
を
代
償
と
し
て
、
土
地

を
耕
作
し
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
収
穫
物
を
享
受
す
る
権
利
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
農
民
に
は
土
地
の
耕
作
権
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
本
質
的
所

有
権
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
土
地
の
所
有

権
と
耕
作
権
と
を
分
離
し
た
、
も
の
と
見
倣
す
考
え
方
は
、
農
民
に
次

の
よ
う
な
諸
権
利
が
そ
の
耕
作
地
に
対
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
知
る
と
き
、
矛
盾
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、

　
も
し
定
額
地
租
地
の
保
有
者
が
、
そ
の
土
地
を
耕
作
し
た
の
ち
当
年

の
地
報
の
支
払
い
以
前
に
死
亡
し
、
そ
し
て
こ
の
死
者
の
相
続
人
が
土

地
の
生
産
物
を
手
に
入
れ
る
場
合
に
は
、
相
続
人
か
ら
地
租
を
微
収
せ

よ
。
し
か
し
上
述
の
死
者
が
耕
作
す
る
以
前
に
死
亡
し
、
そ
の
年
内
に

は
〔
耕
作
に
〕
針
分
な
欄
獲
．
て
い
な
い
な
ら
ば
、
な
に
・
・
徴
収

し
て
丸
い
妙
な
い
。
　
（
M
・
H
第
十
～
条
）
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十七世紀後半の北インドにおける農罠収奪の一一一de（近藤）

と
の
条
文
で
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
土
地
の
世
襲
相
続
が
い
わ

ば
自
明
の
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
M
・
H
第
五
条
で
は
、
不
耕

地
の
場
合
で
も
保
有
者
が
判
明
し
て
い
れ
ば
そ
の
用
益
権
は
保
証
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
耕
作
地
に
対
す
る
占
有
権
が
認

め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
土
地
保
有
者
が
そ
の
土
地
を
他
人
に

賃
貸
し
た
り
、
抵
当
に
入
れ
る
場
合
の
事
例
に
関
す
る
規
定
は
、
M

・
H
第
十
二
条
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
賃
貸
に
出
す
場
合
、

そ
の
土
地
に
課
せ
ら
れ
る
地
租
は
も
と
の
保
有
者
か
ら
徴
収
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
第
一
節
で
引
用
し
た
M
・
H
第
十
六
条
に
よ
っ
て
、
土

地
の
入
質
と
と
も
に
そ
の
存
在
が
首
肯
で
き
た
は
ず
の
、
土
地
の
売

買
行
為
も
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
次
の
二
条
が
、

こ
の
土
地
売
買
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
誰
か
が
年
度
内
に
そ
の
耕
作
中
の
土
地
を
売
る
場
合
、
も
し
こ
れ
が

　
　
一
毛
作
の
土
地
で
あ
っ
て
、
買
手
が
入
手
後
の
年
内
の
期
間
に
お
い
て

　
　
こ
れ
を
耕
作
す
る
こ
と
が
十
分
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
耕
作
の
阻
害

　
　
要
因
が
な
ん
ら
存
し
な
い
な
ら
ば
、
　
〔
そ
の
年
の
〕
地
租
は
買
手
か
ら

　
　
徴
収
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
売
手
か
ら
徴
収
せ
よ
。
も
し
二
毛
作
地
で
、

　
　
売
手
が
す
で
に
一
作
物
を
収
穫
し
買
手
が
他
方
を
得
る
な
ら
ば
、
所
定

　
　
の
地
租
を
両
者
の
間
に
分
割
せ
よ
。
し
か
し
、
土
地
が
〔
売
買
時
に
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
収
穫
直
前
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
売
手
か
ら
地
租
を
徴
収
せ
よ
。
（
M
．
H

　
第
十
三
条
）

　
　
も
し
異
教
徒
が
そ
の
土
地
を
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
売
れ
ば
、
　
〔
買
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ラ
　
ジ

　
　
が
〕
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
こ
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
彼
か
ら
地
租
を

　
　
選
言
せ
よ
。
　
（
M
．
H
第
十
四
条
）

　
地
租
収
取
の
た
め
に
現
実
の
具
体
的
な
諸
問
題
に
対
処
す
る
方
策

を
規
定
し
た
こ
の
勅
令
か
ら
し
て
も
、
右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
農

民
の
土
地
に
対
す
る
諸
権
利
、
す
な
わ
ち
土
地
の
世
襲
相
続
と
用
益

権
の
保
証
、
賃
貸
と
抵
当
権
、
さ
ら
に
土
地
売
買
な
ど
が
容
認
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
紹
介

し
た
あ
の
注
釈
家
流
の
考
え
方
、
つ
ま
り
土
地
の
所
有
者
は
国
王
で

あ
っ
て
、
農
民
は
耕
作
権
、
換
言
す
れ
ば
田
面
を
耕
作
し
て
得
る
作

物
に
対
し
て
の
み
所
有
権
を
有
す
る
と
い
う
、
所
有
観
念
と
は
別
に
、

土
地
に
対
す
る
一
定
の
私
的
所
有
権
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
抜
き

に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
事
実
、
ム
ガ
ル
時
代
に
農
民
の
土
地
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

有
権
が
明
瞭
に
存
在
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
研
究
者
は
多
い
。
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
農
民
の
耕
作
地
に
対
す
る
諸
権
利
は
、
ム
ガ
ル
時
代
に

発
展
し
た
と
こ
ろ
の
こ
の
時
代
特
有
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
見
に

よ
れ
ば
、
ム
ガ
ル
朝
以
前
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
に
近
い
農
民
の
土

地
に
対
す
る
諸
権
利
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
注
目
さ
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れ
る
の
は
、
ひ
と
り
M
・
H
の
注
釈
家
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
時
代
に

イ
ン
ド
を
訪
れ
た
マ
ヌ
ッ
チ
を
は
じ
め
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
旅
行

者
や
、
さ
ら
に
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
調
査
報
告
さ
え
も

が
、
土
地
の
所
有
権
は
国
王
に
あ
り
と
の
見
方
を
と
っ
て
い
る
こ
と

　
　
⑳

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
こ
の
時
代
を
含
む
も
っ
と
長
い
歴
史
過

程
の
な
か
で
、
そ
の
基
本
的
な
生
産
様
式
か
ら
農
民
の
性
格
を
位
置

づ
け
る
と
い
う
課
題
に
か
か
わ
っ
て
こ
よ
う
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
本

稿
の
取
扱
う
時
期
に
お
け
る
農
民
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し

て
も
、
彼
ら
の
耕
作
地
に
対
す
る
権
利
と
は
対
極
に
あ
る
義
務
が
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
で
は
農
民
の
対
国
家
的
義
務
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
地
租
の
支
払
い
義
務
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
つ
ま

り
農
民
は
、
近
代
的
な
意
味
に
お
け
る
租
税
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も

高
率
の
地
租
を
、
無
償
で
支
払
う
義
務
を
背
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
義
務
と
は
、
国
家
権
力
が
強
制
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
さ

れ
る
よ
う
な
、
厳
し
い
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
主
要
な
地

租
賦
課
法
で
あ
る
定
額
地
租
制
で
は
、
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
自

然
災
害
の
場
含
を
除
き
耕
作
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
租
徴
収
が

実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
，
こ
れ
に
よ
っ
て
地
租
の
支
払
い
が
農

民
に
い
か
に
重
圧
と
な
っ
て
い
た
か
は
、
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。

マ
ヌ
ヅ
チ
の
旅
行
記
や
ベ
ル
ニ
エ
の
書
翰
に
は
、
地
租
塾
主
の
強
度

の
強
制
が
具
さ
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
支
払
い
滞
納
者
の
答

打
ち
は
お
ろ
か
、
な
か
に
は
農
耕
に
欠
か
せ
ぬ
家
畜
や
は
て
は
妻
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

を
も
売
る
老
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
勅
令
の
各
所
に
は
、
収
税
官
が
農
民
の
状
態
を
調
査
し
て
そ
の
動

向
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
農
民
を
駆
り
た
て
て
農
耕
に
従
事
さ
せ
、

ま
た
耕
地
の
拡
大
に
努
め
、
か
く
し
て
税
収
の
増
加
を
あ
げ
る
よ
う

要
請
さ
れ
て
い
る
記
述
が
見
え
る
が
、
彼
ら
が
そ
の
た
め
に
経
済
外

的
強
制
を
用
い
た
こ
と
は
、
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
M
・
H
第
二
条
の
一
節
で
、
　
「
調
査
の
結
果
、
耕
作
能
力
と
雨

水
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
〔
農
民
た
ち
が
〕
農
耕
に
従
事
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
彼
ら
に
督
励
と
警
告
を
与
え
、

ま
た
叱
責
と
答
打
ち
N
ρ
買
。
咽
碧
σ
を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
て
然
る

べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
租
の
不
払
い
や
滞
納
と
い
ヶ
こ
と
で
な
く

と
も
、
耕
作
に
着
手
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
答
打
ち
な
ど
の

強
制
が
公
に
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
農
民
の
土
地

へ
の
緊
縛
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
故
に
農
民
の
逃
亡
や
集
団
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的
逃
散
は
、
極
度
に
警
戒
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
農
業
資
材
の
入
手

に
事
欠
く
農
民
に
は
、
無
調
ー
ウ
ィ
ー
富
ρ
帥
琶
と
呼
ば
れ
る
資
金

を
国
家
が
前
貸
し
す
る
制
度
が
あ
っ
た
が
（
M
・
H
第
二
条
お
よ
び
第
四

条
）
、
　
こ
れ
も
む
し
ろ
貧
農
救
済
政
策
の
一
つ
な
ど
と
い
う
よ
り
も
、

農
民
た
ち
の
農
耕
忌
避
を
防
ぎ
、
彼
ら
を
土
地
に
緊
縛
し
て
お
く
た

め
の
一
手
段
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
、
と
理
解
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
＠

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
農
民
の
耕
作
地
に
対
す
る
権
利
と
義
務
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
考

察
か
ら
、
敢
え
て
農
民
層
の
性
格
の
位
置
づ
け
を
行
う
な
ら
ば
、
土

地
所
有
的
観
点
か
ら
見
る
と
、
直
接
生
産
者
で
あ
る
農
民
は
事
実
上

彼
に
属
す
る
土
地
を
耕
作
す
る
占
有
権
を
も
っ
た
と
こ
ろ
の
占
有
者

で
あ
り
、
ま
た
経
済
的
社
会
構
成
上
の
身
分
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
剰

余
生
産
と
殆
ん
ど
等
し
い
過
重
な
地
租
を
事
実
上
強
制
的
に
支
払
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
、
土
地
に
緊
縛
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
国
家
的
隷
属
農
民
、

つ
ま
り
隷
農
で
あ
っ
た
。
当
時
の
農
民
層
の
持
つ
こ
の
占
有
者
的
性

格
と
隷
農
的
性
格
と
は
、
相
互
に
規
定
し
合
う
不
可
分
の
関
係
に
あ

っ
た
。
そ
し
て
地
租
の
支
払
い
形
態
が
、
ま
だ
こ
の
当
時
依
然
と
し

て
現
物
納
も
続
い
て
い
た
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
般
に

は
貨
幣
に
よ
る
納
入
、
つ
ま
り
金
納
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
右

に
述
べ
た
農
民
層
の
性
格
の
位
置
づ
け
と
、
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の

で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
経
済
外
的
強
制
を
用
い
て
農
民
か
ら
徴
収
し

た
地
租
の
最
高
収
取
老
で
あ
る
ム
ガ
ル
朝
皇
帝
は
、
一
大
領
主
的
土

地
所
有
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
極
め
て
示
唆
的
な
の
は
、
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
次
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
　
「
土
地
所
有
老
と
し
て

且
つ
同
時
に
主
権
者
と
し
で
直
接
に
彼
ら
に
相
対
す
る
も
の
が
、
私

的
土
地
所
有
者
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
よ
う
に
国
家
で
あ
る

な
ら
ば
、
地
代
と
地
租
と
は
一
致
す
る
。
ま
た
む
し
ろ
、
．
こ
の
場
合

に
は
地
代
の
こ
の
形
態
と
異
な
る
租
税
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
事
俗

の
も
と
で
は
従
属
関
係
は
、
こ
の
国
家
に
対
す
る
す
べ
て
の
臣
属
関

係
に
共
通
な
形
態
以
上
に
苛
酷
な
形
態
を
も
つ
こ
と
を
、
政
治
的
に

も
経
済
的
に
も
必
要
と
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
国
家
が
最
高
の
地
主

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
主
権
は
、
国
民
的
規
模
で
集
積
さ
れ
た
土
地
所

有
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
代
り
に
こ
の
場
合
は
私
的
土
地
所
有
は
存

在
し
な
い
。
土
地
の
私
的
並
び
に
共
同
的
な
占
有
及
び
用
益
は
存
在

　
　
　
　
　
⑬

す
る
と
は
い
え
。
」

　
こ
の
鼠
家
的
土
地
所
有
の
基
本
的
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
非
人
格
的

な
国
家
を
代
表
す
る
皇
帝
が
全
国
の
最
高
の
土
地
所
有
者
ど
名
目
的

105 （719）

し



に
考
え
ら
れ
た
に
せ
よ
、
直
接
耕
作
民
に
土
地
占
有
権
が
認
め
ら
れ

た
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
排
他
的
な
真
の
私
的
土
地
所
有
者
が

存
在
し
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
直
接
生
産
者
で

あ
る
農
民
と
皇
帝
と
の
間
に
は
、
大
小
の
封
地
を
受
け
た
受
封
者
や

在
地
性
の
強
い
土
侯
な
ど
い
わ
ゆ
る
中
間
者
が
重
層
し
て
介
在
し
、

彼
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
対
し
て
一
定
の
利
害
と
権
限
を
主
張
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
と
い
う
、
土
地
の
重
層
的
保
有
関
係
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
間
者
の
う
ち
の
有
力
者
が
、
中
央
政
府
の
政
治
権
力
か

ら
独
立
を
確
保
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
巨
大
な
版
図
を
有
し
た

ム
ガ
ル
朝
国
家
は
政
治
的
分
裂
と
解
体
を
遂
げ
て
い
く
め
で
あ
り
、

や
が
て
地
方
政
権
を
確
立
し
た
有
力
者
は
、
か
つ
て
の
皇
帝
が
持
っ

て
い
た
名
目
的
な
土
地
所
騎
権
に
代
っ
て
、
今
度
は
実
質
的
な
領
主

権
に
相
応
す
る
権
限
を
手
に
入
れ
て
じ
く
の
で
あ
る
。

四
　
収
税
官
と
首
長
と
農
民
層

　
最
後
に
、
収
税
官
や
在
地
の
首
長
が
、
自
己
の
有
利
な
地
位
を
利

用
し
て
、
い
か
に
そ
の
権
限
の
強
化
と
利
害
の
伸
張
を
は
か
っ
た
か
、

そ
し
て
こ
の
た
め
に
農
民
層
へ
の
負
担
が
通
常
の
地
租
の
支
払
い
以

外
に
い
か
に
加
重
さ
れ
た
か
、
そ
の
結
果
村
落
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
か
、
と
い
っ
た
点
の
考
察
を
な
さ
ね
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
ま
え
に
、
ア
ク
バ
ル
帝
時
代
の
正
規
の
地
租

制
で
あ
っ
た
丈
量
法
が
こ
の
時
代
に
な
る
と
す
で
に
廃
れ
、
代
っ
て

定
額
地
租
と
出
来
高
地
租
に
基
く
村
落
へ
の
一
括
賦
課
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
要
因
を
、
こ
こ
で
ま
と
め
て
述
べ
て
お
き
た
い
と
思

う
。
そ
れ
に
は
、
次
の
三
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
e
ア
ク
バ
ル
治
世
下
に
正
規
化
さ
れ
た
文
量
法
は
、
土
地
丈
量
と

そ
れ
に
基
く
地
租
額
査
定
の
た
め
に
、
多
数
の
官
吏
・
丈
量
職
員
を

必
要
と
し
、
ま
た
農
民
の
側
か
ら
は
隠
田
も
含
め
て
こ
と
細
か
に
測

定
さ
れ
る
こ
と
が
快
く
う
け
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
定
額

地
租
で
は
こ
れ
ま
で
の
地
租
徴
収
の
慣
例
に
従
っ
て
土
地
毎
に
賦
課

額
が
定
め
ら
れ
た
た
め
に
、
年
度
に
よ
る
変
動
は
少
く
、
ま
た
出
来

高
地
租
は
イ
ン
ド
の
伝
統
的
な
地
租
に
近
く
、
農
民
に
も
な
じ
み
深

い
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
方
法
で
査
定
さ
れ
た
賦
課
額

を
村
落
に
一
括
し
て
課
す
こ
と
は
、
丈
量
法
よ
り
も
抵
抗
少
く
農
民

の
側
に
う
け
い
れ
ら
れ
た
で
み
ろ
う
し
、
地
租
の
課
徴
の
た
め
の
官

吏
も
少
く
て
よ
く
、
経
費
も
は
る
か
に
少
く
て
済
ん
だ
。
⇔
村
落

に
は
強
露
な
共
同
体
的
紐
帯
が
存
し
、
こ
れ
を
お
し
て
長
期
間
に
わ

た
り
個
々
の
農
民
と
接
触
し
続
け
る
こ
と
、
つ
ま
り
地
租
の
課
徴
を
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目
的
と
し
て
政
治
権
力
が
村
落
内
に
浸
透
し
続
け
る
こ
と
は
、
一
時

的
に
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
困
難
で
あ
っ
だ
。
㊨
定
額
地
租
の

場
合
ま
え
も
っ
て
賦
課
額
を
決
定
し
、
収
穫
期
に
な
っ
て
、
大
き
な

自
然
被
災
の
際
は
別
と
し
て
も
、
作
柄
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
徴
収
で

き
る
の
で
、
支
配
者
の
側
で
も
比
較
的
安
定
し
た
地
租
収
入
を
期
待

で
き
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
も
共
同
体
に
一
括
し
て
地
租
を
賦
課

す
れ
ば
そ
の
成
員
間
の
連
帯
責
任
も
利
用
で
き
た
し
、
彼
ら
の
間
の

相
互
の
牽
制
に
よ
っ
て
、
逃
亡
な
ど
に
紺
す
る
自
律
的
規
制
が
期
待

で
き
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
、
定
額
地
租
制
と
出
来
高
地
租
制
に
よ
っ
て
査

定
さ
れ
た
村
全
体
、
郡
全
体
の
地
租
総
額
が
一
括
し
て
賦
課
さ
れ
る

，
よ
う
に
な
る
と
、
丈
量
法
施
行
下
の
事
態
と
は
異
な
る
新
し
い
変
化

が
生
じ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
に
考
察
し
た
如
き
職
責
を
も

つ
課
税
官
や
徴
税
官
が
、
地
租
収
取
上
も
っ
て
い
る
重
要
な
位
置
を

利
用
し
て
、
農
民
か
ら
所
定
の
地
租
を
課
還
す
る
他
に
自
己
の
利
害

の
た
め
の
追
加
搾
取
を
強
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
郡

や
村
の
代
表
者
で
あ
る
郡
長
、
郡
書
記
、
村
長
、
村
落
書
記
が
、
同

じ
く
そ
の
立
場
を
利
用
し
て
権
限
を
強
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
租
の
課
微
で
農
民
た
ち
に
直
接
関
係

ダ

の
深
い
収
税
官
と
共
同
体
首
長
・
書
記
た
ち
と
が
、
前
者
は
公
権
力

を
背
景
と
す
る
官
吏
と
し
て
、
後
者
は
農
民
た
ち
の
代
表
老
と
い
う

本
来
の
任
務
や
性
格
か
ら
一
歩
離
れ
て
、
両
者
と
も
に
自
己
の
実
質

的
な
利
害
と
権
限
を
拡
大
し
、
耕
作
農
民
を
よ
り
直
接
的
に
自
己
に

結
び
つ
け
て
お
こ
う
と
す
る
動
き
が
顕
著
に
な
り
は
じ
め
た
の
で
あ

る
。　

収
税
官
は
旱
越
、
冷
害
な
ど
の
自
然
災
害
に
よ
る
地
租
の
減
免
や

徴
税
手
当
の
増
加
な
ど
を
勝
手
に
都
合
よ
く
報
告
し
、
こ
れ
を
も
っ

て
税
収
減
の
口
実
と
し
て
実
際
の
徴
収
額
と
の
差
額
を
私
的
に
着
服

す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
R
・
D
第
七
条
）
。
ま
た

郡
全
体
、
村
全
体
に
賦
課
さ
れ
た
総
額
を
各
農
民
に
割
当
て
す
る
権

限
を
も
っ
て
い
た
首
長
や
書
記
は
、
共
同
体
の
利
益
代
表
者
と
い
う

本
来
の
性
格
と
と
も
に
、
行
政
機
構
の
末
端
に
位
す
る
半
官
吏
的
性

格
を
も
強
く
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
と
一
般
農
民

と
の
間
の
階
層
的
差
異
が
大
き
や
な
り
、
経
済
的
実
力
や
社
会
的
職

分
の
上
で
、
共
同
体
成
員
に
対
す
る
抑
圧
者
的
性
格
を
も
強
め
て
き

た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
課
税
総
額
を
各
農
民
に
割
当
て
す
る
と
き
、

　
も
し
割
当
て
る
場
合
に
公
正
さ
が
あ
れ
ば
よ
い
が
、
し
か
し
、
も
し

郡
長
、
〔
郡
書
記
）
、
村
長
、
村
落
書
記
が
抑
圧
を
行
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
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三
遍
た
ち
を
慰
撫
し
て
彼
ら
に
公
平
に
割
嶺
て
る
よ
う
に
。
不
法
占
拠

　
　
地
は
横
領
者
か
ら
取
戻
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
R
．
D
第
六
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
自
己
の
利
害
関
係
の
も
と
に
一
部
の
農
民

に
過
大
な
負
担
の
転
嫁
を
強
い
た
り
、
ま
た
そ
の
有
利
な
地
位
を
利

用
し
て
、
横
領
に
よ
る
土
地
集
積
を
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
災
害
が
襲
っ
た
と
き
に
は
、
首
長
や
書
記
が
被
害
状
況
を
報
告
し
、

こ
の
報
告
に
基
き
地
租
の
減
免
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に

述
べ
た
。
こ
の
場
合
、
課
税
官
と
収
税
官
の
双
方
は
被
害
現
場
を
調

査
し
、
そ
の
報
告
に
偽
り
が
な
い
か
を
確
め
る
必
要
が
あ
っ
た
が

（
R
・
D
第
九
条
）
、
し
か
し
こ
れ
ら
収
税
官
と
共
同
体
の
首
長
た
ち

と
の
間
に
は
一
種
の
癒
着
状
態
が
生
じ
、
前
者
の
後
者
に
対
す
る
禦

肘
度
は
し
ば
し
ば
弱
め
ら
れ
た
。
マ
ヌ
ヅ
チ
も
、
「
イ
ン
ド
の
人
六

は
強
制
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
決
し
て
支
払
わ
な
い
。
皇
帝
に
支
払
い

義
務
を
負
う
五
割
の
地
租
を
徴
収
す
る
た
め
に
は
、
首
長
た
ち
と
提

携
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、
収
税
官
と
首
長
と
が
相

互
に
提
携
し
て
農
民
か
ら
の
徴
収
を
行
っ
て
い
た
事
実
を
記
し
て
い

⑯
る
。　

収
税
官
や
首
長
ら
は
地
租
収
取
の
業
務
と
関
連
づ
け
て
私
腹
を
肥

し
た
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
の
名
穏
を
つ
け
た
地
方
的
付
加
税
を

農
民
に
課
す
こ
と
も
あ
ハ
ノ
た
。
R
・
D
第
十
条
は
、
課
税
官
、
徴
税

官
、
郡
長
、
郡
書
記
、
さ
ら
に
下
級
職
員
に
よ
る
多
様
な
名
口
を
も

つ
追
加
搾
取
の
取
得
を
厳
禁
し
、
も
し
そ
れ
ら
が
発
見
さ
れ
れ
ば
、

州
の
財
務
長
官
が
中
央
に
報
告
し
、
皇
帝
の
名
に
よ
っ
て
彼
ら
が
追

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

放
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
．
し
か
し
、
ア
ウ
ラ
ン
グ
ジ
ー
プ

帝
の
治
世
第
一
一
年
に
は
、
通
行
税
、
敷
地
家
屋
税
、
放
牧
税
を
は
じ

め
寄
付
金
、
加
徴
金
、
罰
金
な
ど
黒
八
○
種
に
の
ぼ
る
ほ
ど
の
付
加

税
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
年
の
撤
廃
令
に
よ
っ
て
実
際
に
廃
止
さ

れ
た
の
は
わ
ず
か
敷
地
家
屋
税
の
み
で
そ
の
他
は
存
続
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
か
ら
、
右
の
収
税
官
や
首
長
ら
に
よ
る
地
方
的

付
加
税
な
い
し
は
追
加
搾
取
の
禁
止
も
、
実
際
の
効
力
は
少
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
地
方
的
付
加
税
が
、
彼
ら
の
他
に
受
封
者
や
土
侯
な

ど
に
よ
っ
て
も
実
施
さ
れ
、
取
得
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

州
の
財
務
長
官
に
、

　
〔
課
税
官
〕
、
徴
税
官
、
郡
長
、
郡
露
記
、
村
長
お
よ
び
村
落
書
記
の

総
取
得
の
う
ち
、
彼
ら
の
規
定
の
手
当
以
上
に
取
込
ん
だ
部
分
の
返
済

を
要
求
す
べ
き
で
あ
る
。
　
（
R
・
D
第
十
一
条
）

　
課
税
官
や
微
税
官
や
出
納
官
が
官
職
か
ら
追
放
さ
れ
れ
ば
、
彼
ら
か

ら
韻
脚
一
切
を
取
寄
せ
て
、
監
査
に
か
け
よ
。
（
R
．
D
　
第
十
四
条
）
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と
命
じ
た
り
、
ま
た
右
の
二
条
以
外
の
条
文
に
お
い
て
も
収
税
官
の

監
視
を
怠
ら
な
い
よ
う
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
逆
に
彼
ら
の
恣
意

的
な
権
限
行
使
が
現
実
の
事
態
と
し
て
広
く
進
展
し
て
い
た
こ
と
を

物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
て
、
ア
ク
バ
ル
時
代
に
め
ざ
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
収
税
官

を
通
し
た
農
民
層
の
国
家
的
な
直
接
的
掌
握
と
い
う
支
配
の
形
態
は
、
層

十
七
世
紀
後
半
の
こ
の
時
代
に
な
る
と
、
収
税
官
の
地
位
の
相
対
的

強
化
に
よ
っ
て
、
か
な
り
そ
の
様
相
を
か
え
て
き
た
。
彼
ら
が
ま
だ

限
ら
れ
た
範
囲
内
に
せ
よ
、
中
央
政
府
の
指
示
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に

「
実
行
せ
ず
、
か
な
り
恣
意
的
な
権
限
行
使
と
独
立
的
性
格
を
具
有
す

る
よ
う
に
な
り
、
農
民
層
に
対
す
る
一
個
の
独
立
し
た
上
級
権
力
老

的
存
在
と
な
る
繭
芽
が
次
第
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
彼
ら
が
農
民
か
ら
の
徴
収
額
か
ら
定
め
ら
れ
た
割
合
を
完
全
に
上

納
せ
ず
、
そ
れ
の
み
か
彼
ら
自
身
が
私
的
に
設
定
し
た
名
目
で
追
加

搾
取
を
行
う
よ
う
に
な
る
と
、
農
民
の
剰
余
生
産
の
う
ち
国
庫
に
納

め
ら
れ
る
地
租
の
相
対
的
な
割
合
は
小
さ
く
な
り
、
収
税
官
に
よ
る

剰
余
生
産
取
得
の
割
合
が
大
き
く
な
ρ
て
い
っ
た
。
し
か
し
地
租
の

賦
課
率
は
高
く
し
か
も
そ
の
絶
対
額
は
む
し
ろ
増
え
て
い
た
の
で
む

る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
農
民
の
収
奪
が
二
重
、
三
重
に
強
化
さ
れ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
共
同
体
成
員
の
利
益
代
表
老
、
第
一

人
者
的
存
在
で
あ
っ
た
郡
や
村
の
首
長
は
、
地
租
収
取
面
に
お
け
る

国
家
権
力
の
地
方
的
執
行
者
で
あ
る
収
税
官
に
対
し
て
、
自
己
の
所

属
す
る
共
同
体
内
農
民
層
の
利
益
を
代
表
し
て
交
渉
に
当
る
と
い
う

側
面
を
も
ち
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
こ
れ
に
従
属
し
つ
つ
癒
着
し
そ

の
な
か
で
自
己
の
位
置
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
上

級
者
の
地
位
に
上
る
と
い
う
傾
向
が
見
え
て
き
た
。
書
記
に
つ
い
て

も
、
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
村
落
の
農
民
層
の
間
に

階
層
分
解
の
現
象
が
次
第
に
進
み
、
一
部
の
農
民
の
手
に
財
貨
と
、

土
地
を
主
と
す
る
生
産
手
段
の
集
積
が
見
ら
れ
、
広
範
な
農
民
の
慢

性
的
な
零
落
化
が
起
っ
て
く
る
。

　
農
民
に
対
す
る
独
立
し
た
搾
取
老
的
性
格
を
、
こ
う
し
て
準
備
し

て
い
た
収
税
官
や
在
地
の
首
長
た
ち
は
、
ム
ガ
ル
朝
の
分
解
に
結
び

つ
く
条
件
を
地
方
に
お
い
て
造
り
出
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
そ
し
て
十
八
世
紀
に
入
っ
て
ま
も
な
く
、
こ
の
分
解
過

程
が
現
実
に
進
行
す
る
と
、
彼
ら
の
多
く
は
よ
り
大
き
な
地
方
的
独

立
支
配
者
の
竜
と
に
包
摂
さ
れ
、
ま
た
そ
の
一
部
は
自
ら
小
規
模
な

地
方
的
支
配
者
と
な
る
こ
と
を
試
み
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
大
地
主
的
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。

し
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む
す
び
に
か
え
て

　
こ
の
小
論
で
は
、
は
じ
め
に
地
租
制
の
問
題
に
触
れ
て
、
農
民
の

直
接
的
掌
握
と
結
び
つ
い
た
ア
ク
バ
ル
時
代
の
丈
墨
法
が
、
定
額
地

租
と
出
来
高
地
租
と
の
二
つ
の
主
要
な
賦
課
法
に
基
い
て
査
定
さ
れ

た
地
租
を
郡
や
村
雀
に
一
括
し
て
課
す
方
法
に
変
っ
て
い
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
、
つ
い
で
収
税
官
の
具
体
的
職
責
を
考
え
、
さ
ら
に
農

民
の
耕
作
地
に
対
す
る
権
利
と
、
地
租
納
入
を
基
本
的
な
内
容
と
す

る
義
務
と
に
関
連
づ
け
て
、
彼
ら
の
性
格
が
強
制
に
よ
り
土
地
に
緊

縛
さ
れ
て
国
家
的
に
隷
属
し
た
と
こ
ろ
の
蒜
農
で
あ
る
こ
と
を
考
察

し
、
そ
し
て
最
後
に
収
税
官
と
在
地
の
首
長
に
よ
る
剰
余
生
産
の
私

的
取
得
の
増
大
と
自
立
化
の
傾
向
に
よ
っ
て
、
農
民
の
負
担
が
一
層

強
化
さ
れ
、
ま
た
農
民
層
の
分
化
が
進
ん
で
い
く
こ
と
を
述
べ
た
。

そ
れ
は
、
筆
者
の
意
図
が
こ
う
し
た
考
察
に
よ
っ
て
、
十
七
世
紀
後

半
の
北
イ
ン
ド
に
お
け
る
農
民
収
奪
の
構
造
を
分
析
し
て
み
る
こ
と

に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
時
期
の
土
地
制
度
が
ム

ガ
ル
朝
初
期
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
て
、
．
か
な
り
変
遷
し
て
い
る
こ

と
が
指
摘
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
地
租
が
郡
ま
た
は
村
落
共
同
体
毎

に
一
括
し
て
賦
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
深
い
関
係
に
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
α

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
収
奪
の
構
造
の
な
か
に
あ
っ
た
当

時
の
農
民
が
、
抵
抗
の
方
法
と
し
て
と
っ
た
最
も
一
般
的
な
形
態
は

逃
亡
ま
た
は
集
団
的
な
逃
散
で
あ
っ
た
。
土
地
に
緊
縛
さ
れ
た
自
ら

の
隷
属
性
を
、
こ
う
い
う
手
段
で
破
ろ
う
と
し
た
彼
ら
の
向
か
う
と

こ
ろ
が
新
し
い
、
快
い
天
地
で
あ
っ
た
わ
け
で
も
決
し
て
な
い
が
、

し
か
し
イ
ギ
サ
ス
植
民
時
代
の
よ
う
な
農
業
に
対
す
る
人
口
的
重
圧

が
そ
れ
ほ
ど
な
く
、
か
え
っ
て
耕
地
と
耕
作
者
を
確
保
し
て
お
く
こ

と
が
支
配
者
の
農
業
政
策
に
お
け
る
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
当
時
に

あ
っ
て
は
、
抵
抗
の
方
法
と
し
て
は
こ
れ
も
積
極
的
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
武
装
し
た
農
民
闘
争
に
よ
る
抵
抗

も
地
方
に
よ
っ
て
は
生
じ
た
。
ア
ウ
ラ
ソ
グ
ジ
ー
プ
帝
の
治
世
第
十

五
年
に
デ
リ
ー
か
ら
さ
し
て
遠
く
な
い
ナ
ー
ル
ナ
ウ
ル
属
望
轟
鼠
で

起
っ
た
サ
ト
ナ
ー
ミ
ー
ω
暮
鼠
臣
圃
と
呼
ば
れ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

一
派
の
反
乱
は
、
宗
教
上
の
反
乱
の
よ
う
に
見
え
惹
が
、
そ
の
直
接

の
原
因
は
彼
ら
の
う
ち
の
一
農
民
と
微
今
宮
と
の
間
の
紛
争
で
あ
り
、

こ
れ
に
端
を
発
し
て
、
不
満
を
い
だ
く
農
民
も
参
加
し
反
乱
が
拡
大

す
る
に
つ
れ
て
宗
教
反
乱
的
色
彩
を
強
め
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

も
と
も
と
農
民
反
乱
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
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た
農
民
闘
争
は
、
ア
ウ
ラ
ン
グ
ジ
！
ブ
帝
の
治
世
下
に
は
、
そ
れ
に

先
行
す
る
歴
代
皇
帝
の
治
世
下
よ
り
も
、
ず
つ
ど
多
く
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
こ
の
時
期
が
、
十
八
世
紀
以
降
の
政
治
的
分
裂
の
時
代
へ
と

移
行
す
る
、
一
つ
の
転
換
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
本
葉
…
は
ア
ウ
ラ
ン
グ
ジ
ー
プ
帝
の
二
つ
の
勅
令
の
み
を
主
｝
要
な
手

懸
り
と
し
た
た
め
、
当
時
の
農
民
収
奪
の
実
態
の
一
面
を
不
十
分
な

形
で
し
か
、
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
ゆ
封
地
制
の
問
題
も
殆
ん
ど

触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
地
租
の
納
入
が
一
般
に
貨
幣
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
都
市
と
農
村
の
関
係
、

両
者
を
統
一
し
た
と
こ
ろ
の
地
方
的
な
商
業
圏
や
市
場
圏
の
形
成
、

高
利
貸
業
者
や
商
人
の
も
つ
影
響
力
の
農
村
へ
の
浸
透
と
い
っ
た
問

題
に
つ
い
て
も
全
く
触
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後

稿
を
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
①
冨
。
邑
岩
9
葦
類
弘
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ρ
梓
窪
。
U
。
p
夢
。
h
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鐸
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国
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8
。
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。

　
　
ω
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ざ
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巳
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p
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b
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9
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．
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薦
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Q
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碧
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。
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巳
8
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σ
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冨
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ω
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隔
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。
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「
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一
自
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8
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8
一
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。
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選
三
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〉
憎
℃
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邑
一
8
い
嚇

　
　
、
O
ρ
ヨ
鐸
三
σ
q
o
」
8
り
．

　
　
　
出
餌
瓢
σ
．
H
篭
雪
引
解
お
〉
σ
q
鑓
門
ご
5
ω
岩
ひ
。
彰
9
二
戸
哩
護
一
ぎ
象
ρ
（
一
田
？

　
　
ミ
8
）
、
ゆ
。
ヨ
σ
3
’
一
㊤
⑦
ω
■

　
　
ω
貧
富
き
上
巴
藍
隈
戸
期
一
ω
け
。
蔓
。
鴎
》
二
千
σ
q
臥
σ
振
く
巳
ω
・
”
け
。
民
。
戸
一
り
這

　
占
り
b
σ
切
．

　
　
な
お
わ
が
國
に
お
け
る
研
究
は
数
少
な
い
が
、
石
岡
保
昭
『
ム
ガ
ル
帝
国
』

　
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
〇
年
）
は
ム
ガ
ル
朝
史
の
入
門
書
で
あ
り
な
が
ら
土
地

　
舗
度
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
お
り
、
ま
た
松
井
透
「
ム
ガ

　
ル
支
配
期
の
土
地
制
度
と
権
力
構
造
」
　
（
松
井
透
・
山
崎
利
男
編
『
イ
ン
ド
史
に

　
お
け
る
土
地
制
度
と
権
力
構
造
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
四
年
）
は

　
最
近
ま
で
の
主
と
し
て
イ
ン
ド
の
研
究
業
績
を
紹
介
し
つ
つ
、
ム
ガ
ル
朝
土
地
鯛

　
度
の
大
ま
か
な
素
描
を
行
っ
て
い
る
。

②
ω
鴛
惹
目
こ
‘
月
冨
労
①
＜
①
建
。
菊
。
σ
q
ロ
聾
δ
霧
o
h
＞
罎
導
α
q
鉱
げ
（
三
夢
夢
。

　
℃
。
鵠
剛
雪
裏
蓉
ω
o
臨
書
。
弓
5
器
｛
鎚
ヨ
習
ω
坤
。
美
僧
b
づ
。
円
凱
昌
蜜
昌
露
ω
。
試
算
）
噂

　
｝
o
鐸
ヨ
鉱
。
断
夢
。
諺
ω
凶
暮
一
〇
ω
o
o
冨
芝
9
切
。
図
お
巴
”
一
8
ρ
℃
や
鵠
ω
占
誤
．

③
ラ
シ
ク
・
ダ
ー
ス
が
当
時
ど
の
州
の
財
務
長
官
を
し
て
い
た
か
未
分
明
で
あ
る

　
が
、
こ
れ
と
同
文
の
勅
令
が
ビ
ハ
ー
ル
州
の
財
務
長
官
に
も
発
令
さ
れ
て
い
た
こ

　
と
が
今
日
で
は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
お
そ
ら
く
彼
も
イ
ン
ド
中

　
原
の
一
州
k
赴
任
し
て
い
た
こ
と
、
従
っ
て
こ
の
勅
令
は
広
く
中
原
一
帯
の
事
情

　
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
も
、
大
き
な
聞
違
い
は
な
い
で
あ
ろ

　
う
。
（
。
捗
鵠
p
乾
び
曽
嵐
皐
▼
。
℃
噸
6
一
r
℃
」
Φ
G
。
b
N
b
。
■
）
な
お
、
彼
の
名
前
に
付

　
さ
れ
て
い
る
閑
碧
。
篇
は
注
⑳
で
述
べ
る
郡
の
徴
税
官
の
意
味
で
は
な
い
。
彼

　
が
州
の
財
務
長
宮
に
登
用
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
、
か
か
る
徴
税
官
に
任
じ
て
い

　
た
た
め
に
慣
用
的
に
名
前
の
一
部
の
如
く
付
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は

　
ペ
ル
シ
ア
語
由
来
の
こ
と
ば
と
し
て
囚
自
己
嵩
と
読
ん
だ
方
が
い
い
か
も
し
れ

　
な
い
。
原
文
で
は
ど
ち
ら
に
で
も
読
め
る
。

④
こ
の
注
釈
家
が
誰
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
や
や
時
代
の
下
っ
た
こ
ろ

　
の
人
で
あ
ろ
う
。
注
釈
文
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
彼
の
観
点
は
冤
容
に
し
て
慈
悲
深

　
い
皇
帝
こ
そ
が
唯
一
の
土
地
所
有
者
な
り
と
い
う
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
。
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⑤
　
の
け
①
貯
α
q
器
。
。
”
同
璽
＞
O
o
ヨ
實
。
げ
象
。
。
一
く
Φ
喝
Φ
冨
β
㌣
国
ロ
σ
Q
房
一
嘱
望
。
餓
。
昌
留
ざ

　
．
H
ω
け
O
α
戸
U
O
p
α
O
P
．
H
Q
Q
リ
ド

　
　
監
置
窪
ω
噛
｝
o
｝
巳
8
‘
｝
U
ぎ
悼
δ
自
色
曙
。
隔
O
a
戸
Ω
器
ω
一
〇
巴
類
巨
象
魑
き
畠

　
団
昌
σ
q
一
房
劃
固
ω
け
a
P
O
汰
o
a
魑
回
。
。
o
。
蒔
．

⑥
「
匪
p
轟
頴
旨
ロ
≦
栽
駕
h
に
お
い
て
、
播
種
地
に
災
害
が
襲
う
と
、
注
意
深
く

　
調
査
し
、
そ
の
場
の
実
情
に
基
き
、
被
害
の
程
度
に
応
じ
て
免
除
を
下
す
よ
う
に
。

　
残
物
か
ら
の
取
立
て
に
際
し
て
は
、
正
味
半
額
が
農
民
た
ち
に
残
る
よ
う
に
注
意

　
せ
よ
。
」

⑦
シ
ェ
ー
ル
・
シ
ャ
ー
な
ら
び
に
ア
ク
バ
ル
の
時
代
の
土
地
舗
度
を
扱
っ
た
論
文

　
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
次
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
．
ω
7
母
ヨ
ρ
o
Q
ユ
切
p
日
噛
↓
ぎ
b
山
瓢
戸
ぎ
置
け
冨
鐵
く
。
ω
嵩
8
ヨ
。
騰
ω
冨
H
o
o
7
餌
F

　
H
昌
象
9
♪
コ
自
一
ω
8
二
〇
p
一
ρ
毛
母
け
賃
ぢ
（
H
．
麟
■
ρ
．
）
笥
お
ω
9

　
　
竃
訪
毒
鴫
ω
暮
冨
げ
ρ
℃
閑
。
＜
8
ロ
o
o
D
甲
、
ω
鼻
音
。
騰
Q
り
9
円
ω
げ
㊤
戸
H
o
ロ
ヨ
拶
一
〇
｛

　
ぎ
象
騨
鄭
国
凶
ω
8
蔓
℃
一
〇
＄
．

　
　
蜜
o
H
9
窪
ρ
乏
■
頃
こ
ω
げ
自
Q
つ
げ
㊤
び
”
ω
菊
①
〈
2
器
の
誘
9
β
甘
g
ヨ
四
一
〇
h

　
夢
Φ
国
。
《
巴
》
ω
一
p
鉱
o
o
り
0
9
0
②
（
い
菊
．
》
．
Q
り
’
）
曜
這
b
。
①
■

　
　
α
9
噂
と
臼
胃
、
ω
い
竃
畠
－
幻
㊦
〈
窪
器
諺
昌
盛
σ
q
①
ヨ
①
簿
ω
貯
切
魯
σ
q
巴
曜
｝
・
即
〉
・

’
Q
o
・
り
搭
b
Q
①
．

　
　
儀
p
卿
〉
需
要
、
鴫
器
鼠
噛
諺
汗
び
碧
、
ω
い
国
。
早
馬
①
〈
①
ロ
呂
ω
重
富
ヨ
騨
ω
∪
①
し
・
－

　
o
ユ
げ
①
山
言
¢
お
》
冒
㍍
》
評
げ
”
芦
｝
顧
即
｝
の
‘
巳
ド
Q
。
．

　
　
Q
ほ
げ
帥
曜
日
P
　
ω
鼠
　
男
P
ヨ
　
　
》
ω
㎝
①
ω
ω
ヨ
Φ
昌
叶
　
ρ
口
α
　
O
O
一
一
Φ
〇
二
〇
昌
　
O
h
　
津
回
㊦
　
U
四
口
O

　
　
　
　
　
噛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃

　
菊
O
く
①
口
自
O
偏
昌
山
露
》
騨
ぴ
餌
お
目
9
鴻
顧
ρ
ご
お
ω
Q
Q
舳

⑧
語
源
的
に
い
え
ば
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
動
詞
第
二
型
≦
溜
醤
碑
（
「
仕
事
を
あ
て

　
が
う
、
税
を
課
す
」
な
ど
の
意
）
の
受
動
分
詞
で
「
仕
事
を
割
当
て
ら
れ
た
」

　
「
課
税
さ
れ
た
」
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
定
額
地
租
は
、
イ
ギ
リ
ス

　
が
進
出
し
て
き
た
当
時
も
行
わ
れ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
自
身
も
こ
れ
を
一
原
型
と

　
す
る
地
租
制
を
イ
ン
ド
に
実
施
し
た
。

⑨
第
七
条
の
原
文
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
日
ρ
σ
亀
臣
霞
帥
頴
旨
5
養
黙
2
｛
σ
㍗

　
導
口
留
9
ヨ
ρ
ぞ
㊤
ヨ
g
ρ
留
p
犀
餌
ぴ
2
ー
ヨ
5
爵
摺
跳
お
母
雷
．
3
．
帥
げ
㌣
習
甑
賞
摩

　
ヨ
餌
昌
α
ぴ
叫
ω
げ
ρ
山
げ
一
－
げ
鐸
ロ
騨
昌
α
を
9
一
＝
帥
昌
P
占
【
∬
渇
ρ
コ
9

⑩
「
地
租
地
」
と
は
地
租
喜
母
a
の
か
け
ら
れ
で
い
る
土
地
の
こ
と
で
あ
っ

　
て
、
　
こ
の
場
合
の
菖
碧
a
と
は
、
　
こ
の
条
項
を
全
体
的
に
規
定
し
て
い
る

　
巨
母
a
殺
菌
鎧
ρ
留
p
ヨ
餌
つ
ま
り
出
来
高
地
租
の
こ
と
で
あ
る
。

⑪
乞
脇
9
は
も
と
も
と
「
部
分
」
「
分
け
前
」
を
意
味
す
る
が
、
土
地
湖
畔
に
お

　
い
て
は
、
土
地
の
生
産
物
に
対
す
る
法
家
の
取
分
、
つ
ま
り
地
租
の
割
前
を
意
味

　
す
る
こ
と
が
多
い
。
．

⑫
「
ム
カ
ー
サ
マ
地
」
と
は
、
出
来
高
地
租
臨
p
3
ご
日
差
留
㊤
ヨ
㊤
の
捌
度

　
に
よ
っ
て
地
租
収
取
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
土
地
の
こ
と
で
あ
り
、

　
N
二
二
冒
高
徳
貧
a
高
目
億
ρ
留
9
8
ρ
の
こ
と
。
こ
の
場
合
、
前
条
の
「
地
租
地
」

　
と
同
意
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
条
文
中
に
あ
る
日
ロ
謡
言
、
暮
な
る
語
は
、
　
「
借

　
耕
」
の
意
の
他
に
、
後
の
第
一
二
節
の
用
例
の
如
く
、
　
「
借
官
権
」
　
「
耕
作
権
」
の

　
意
味
を
も
有
す
る
。
サ
ル
カ
ル
は
、
こ
の
藷
が
使
用
さ
れ
る
文
章
に
よ
っ
て
は
、

　
こ
れ
を
「
作
物
」
の
意
に
解
し
て
い
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

⑬
　
こ
の
項
に
関
連
す
る
ヨ
賃
毛
農
掴
鉱
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
M
・
H
第
三
条
で

　
あ
り
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
臣
ρ
品
〕
山
日
g
宅
寒
習
h
に
お

　
い
て
は
、
も
し
農
民
が
耕
作
の
術
な
く
破
綻
少
る
か
、
ま
た
は
土
地
を
耕
さ
な
い

　
で
逃
亡
し
た
な
ら
ば
、
賃
貸
に
付
す
か
耕
作
N
一
贔
．
暮
を
他
の
者
に
委
ね
よ
。
そ

　
し
て
地
租
は
、
賃
貸
の
場
合
は
賃
借
人
か
ら
、
借
覧
白
苔
胃
帥
．
緯
の
場
合
は

　
〔
以
前
の
土
地
〕
保
有
嚢
の
取
分
か
ら
徴
収
し
、
剰
余
が
あ
れ
ば
そ
の
保
有
密
に

　
渡
す
よ
う
に
。
あ
る
い
は
誰
か
を
〔
新
た
な
〕
保
有
者
の
位
綴
に
つ
け
よ
。
そ
う

　
す
れ
ば
彼
は
耕
作
し
て
地
租
を
支
払
い
、
剰
余
を
自
ら
享
受
す
る
だ
ろ
う
。
　
〔
以

　
前
の
〕
保
有
者
が
耕
作
可
能
と
な
れ
ば
、
い
つ
で
も
そ
の
土
地
を
元
に
戻
す
よ
う
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十七世紀後半の北インドにおける農民収奪の一面（近藤）
渉

　
に
。
誰
か
が
土
地
を
耕
さ
な
い
で
逃
亡
し
て
も
〔
す
ぐ
〕
賃
貸
に
付
し
て
は
な
ら

　
な
い
、
そ
の
年
が
終
り
翌
年
に
な
っ
て
か
ら
賃
貸
に
付
せ
。
」

⑭
実
際
の
徴
収
に
当
っ
て
は
、
上
限
の
二
分
の
一
の
割
合
で
賦
課
さ
れ
た
で
あ
ろ

　
う
。
そ
の
こ
と
は
、
後
に
引
用
す
る
M
・
H
第
四
条
に
よ
っ
て
も
曝
ら
か
で
あ

　
る
。

⑮
　
ヨ
自
ρ
霧
ρ
ヨ
ρ
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
動
詞
ρ
p
。
。
鴬
ヨ
ρ
（
「
分
割
す
る
、
分
配
す
る
」

　
な
ど
の
意
）
の
第
三
型
ρ
習
9
ヨ
節
（
「
相
伴
す
る
、
共
に
与
か
る
」
の
意
）
の
出

　
動
名
詞
（
マ
ス
ダ
ル
）
で
あ
っ
て
、
「
共
に
事
物
に
与
か
る
こ
と
」
　
「
相
伴
す
る

　
こ
と
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
つ
ま
り
こ
の
こ
と
ば
が
土
地
制
度
上
使
用
さ
れ
る

　
と
き
は
、
土
地
か
ら
の
生
産
物
に
対
し
て
政
府
が
与
か
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
生

　
産
物
を
襲
民
と
の
間
で
分
割
し
、
政
府
側
の
割
前
を
地
租
と
し
て
徴
収
す
る
こ
と

　
の
意
と
な
る
。
ラ
ム
ト
ソ
は
、
こ
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
声
　
「
作
物
の
一
定
の
割
合

　
に
よ
っ
て
税
を
賦
課
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
の
説
明
を
つ
け
て
い
る
。
（
い
騨
導
7

　
8
p
》
・
H
（
・
。
っ
こ
び
菖
巳
。
a
即
鼠
℃
⑦
霧
睾
＝
昌
国
邑
p
O
改
。
旦
一
〇
㎝
ω
も
9

　
お
α
，
）

⑯
M
・
H
が
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
の
財
務
長
官
宛
に
出
さ
れ
た
勅
令
と
い
う
こ
と
か

　
ら
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
条
項
は
こ
の
地
方
の
特
殊
性
を
示
し
て
い
る
も
の
で

　
あ
っ
て
、
ム
ガ
ル
朝
の
全
領
域
に
は
適
応
し
な
い
と
の
見
方
も
あ
る
が
、
私
は
必

　
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
。
イ
ン
ド
中
原
地
方
の
事
清
を
示
す
R
・
D
と

　
の
符
合
性
が
指
摘
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
デ
カ
ン
地
方
に
つ
い
て
は
、

　
そ
の
地
方
在
来
の
潮
度
が
取
入
れ
ら
れ
、
こ
れ
ら
二
勅
令
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と

　
は
か
な
り
異
っ
た
内
容
の
制
度
が
運
用
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
。

⑰
ビ
ー
ガ
ー
（
正
し
い
綴
り
は
訂
σ
q
鼠
）
は
、
イ
ン
ド
に
古
く
伝
わ
る
地
桜
単
位

　
で
、
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
そ
の
大
き
さ
が
多
少
異
る
が
、
十
九
世
紀
の
二
〇
年

　
代
に
イ
ギ
リ
ス
が
公
式
発
表
し
て
以
来
、
現
在
で
は
約
錦
＼
。
。
エ
ー
カ
ー
（
約
二
・

　
五
反
）
と
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
イ
ン
ド
で
は
、
土
地
測
量
の
基
本
単
位
と
し

　
て
、
　
一
ビ
ー
ガ
ー
雌
一
平
方
ジ
ャ
リ
ー
ブ
冒
昌
げ
、
　
一
ジ
ャ
リ
ー
ブ
ほ
六
〇
ガ
ズ

　
σ
q
簿
N
が
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
ビ
ー
ガ
ー
の
実
際
薗
蔵
を
算
定
す
る
た

「
め
に
は
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
ガ
ズ
の
実
長
が
判
明
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
は
、
長
く
後
世
ま
で
正
当
な
も
の
と
し
て
存
続
し
た
ア
ク
バ
ル

　
帝
時
代
の
ガ
ズ
ェ
・
イ
ラ
」
ヒ
ー
σ
q
欝
－
＝
一
巴
昌
に
つ
い
て
、
文
献
調
査
と
実
測

　
調
査
と
を
行
っ
た
結
果
、
一
ガ
ズ
鑓
三
三
イ
ン
チ
（
＝
＼
這
ヤ
ー
ド
）
で
あ
る
と

　
確
定
し
、
こ
こ
か
ら
一
ジ
ャ
リ
ー
ブ
ー
－
六
〇
ガ
ズ
”
五
五
ヤ
ー
ド
、
故
に
一
ビ
…

　
ガ
ー
闘
ゆ
＼
◎
。
エ
ー
カ
ー
と
い
う
換
算
率
を
公
表
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
か
つ
て
シ

　
ャ
ル
マ
は
一
ガ
ズ
罎
三
六
イ
ン
チ
（
㎝
ヤ
ー
ド
）
と
考
え
て
、
　
一
ジ
ャ
リ
ー
ブ
鰭

　
六
〇
ヤ
ー
ド
と
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
一
ビ
ー
ガ
ー
は
約
ら
。
＼
轟
エ
ー
カ
ー
．
（
約

　
三
反
）
と
な
る
。
こ
れ
で
は
、
明
ら
か
に
実
際
よ
り
も
広
く
見
募
っ
た
こ
と
に
な

　
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
ハ
ビ
ー
プ
は
、
多
く
の
文
献
を
再
吟
味
し
た
の
ち
、
一
ガ
ズ

　
ェ
・
イ
ラ
ー
ヒ
ー
白
藍
三
ニ
イ
ン
チ
で
あ
る
こ
と
を
考
証
し
、
こ
れ
に
基
い
て
一

　
ビ
ー
ガ
ー
罐
約
ω
＼
㎝
エ
ー
カ
ー
（
約
二
・
四
反
）
で
あ
る
と
の
考
え
を
発
表
し
た
。

　
彼
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
発
表
し
た
公
定
換
算
率
は
、
一
ガ
ズ
巨
三
三

　
イ
ン
チ
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ビ
ー
ガ
ー
単
位
を
エ
ー
カ
ー
単
位
に
端
数
な
く

　
容
易
に
換
算
で
ぎ
る
と
い
う
便
宜
性
に
、
そ
の
採
用
理
由
の
一
部
を
負
う
て
い
る

　
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
Q
Q
7
多
量
ρ
ω
三
男
9
β
↓
9
＞
瓢
ヨ
ヨ
一
食
話
諏
話
ω
脇
竃
ヨ
。
｛
o
っ
集
村
の
げ
巴
〆

　
M
．
国
．
O
ご
掃
り
ω
9
℃
．
軌
8
9

　
　
国
㊤
三
σ
”
目
差
益
り
。
や
。
酬
叶
ご
唱
℃
・
ω
窃
？
ω
c
ゐ
b
。
・

⑯
　
ペ
ル
シ
ア
語
の
原
文
で
は
m
・
q
・
t
＝
・
・
t
の
五
字
母
で
構
成
さ
れ
た
単

　
語
を
、
サ
ル
カ
ル
は
語
＝
ρ
磐
、
暮
と
読
ん
で
い
る
（
o
っ
⇔
芽
舘
．
い
。
℃
・
o
搾
．
｝
・
〉
・

　
o
Q
・
じ
づ
・
匂
ち
O
伊
や
ト
。
b
⊃
①
．
）
。
し
か
し
本
文
に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
ヨ
鎧
ρ
饗
、
霧

　
ま
た
は
ヨ
戸
ゐ
冨
．
㊤
と
読
む
の
が
正
し
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
ア
ラ
ビ
ア
語
由
来

　
の
こ
の
語
は
動
詞
ゆ
碁
p
、
ρ
（
「
切
る
」
）
の
第
四
型
p
ρ
賞
、
ρ
（
「
切
ら
せ
る
、
横
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切
ら
せ
る
、
土
地
を
あ
て
が
う
」
）
の
受
動
分
詞
日
払
ρ
賞
．
の
女
性
形
ヨ
蔭
ρ
冨
、
餌

で
あ
っ
て
、
女
性
形
を
　
ホ
す
タ
ー
・
マ
ル
ブ
ー
タ
畠
、
弓
鴛
げ
。
賞
が
ペ
ル
シ
ア

諮
に
な
る
と
t
に
変
え
て
写
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
ヨ
ロ
ρ
雷
．
暮
の
如
く
五
字

母
か
ら
な
る
単
語
と
な
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
係
す
る
い
く
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
ア
じ
イ
ヨ
ユ
サ
ア
ク
バ
リ
ぽ

か
の
こ
と
ば
に
当
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
『
ア
ク
バ
ル
会
典
』
で
は
、
シ
ェ
ー
ル
・

シ
ャ
ー
の
と
き
「
イ
ン
ド
は
作
物
分
割
法
と
目
二
ρ
冨
．
団
か
ら
丈
量
法
鑓
鍔
に

移
っ
た
」
（
》
σ
ロ
ー
．
〒
国
9
咽
一
層
阿
、
冒
－
一
〉
犀
げ
騨
昌
噂
切
皆
一
δ
昏
㊦
o
甲
H
嵩
象
〇
四
。
。
o
肖
δ
。
・
℃

〈
o
ド
酬
や
b
。
り
①
．
）
と
日
戸
ρ
賞
．
一
な
る
形
で
｝
度
見
え
る
。
こ
の
ヨ
ロ
ρ
雷
．
圃
は

目
ロ
ρ
質
．
に
ペ
ル
シ
ア
語
の
付
加
語
尾
が
つ
い
た
も
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で

に
モ
ア
ラ
ン
ド
が
封
地
も
し
く
は
徴
税
請
負
を
意
味
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
作
物

分
割
の
別
名
に
過
ぎ
な
い
と
か
の
考
察
を
試
み
た
（
鼠
。
器
ぽ
昌
鼻
≦
・
国
・
”
い
閑
・

》
．
ω
ζ
回
銀
Q
。
讐
や
㊤
…
畠
P
｝
α
q
冨
同
一
9
旨
Q
Q
嵩
8
旨
o
h
窓
。
。
。
ざ
ヨ
ぎ
Ω
帥
P
や
置
層

卜。

凬
ｿ
■
彼
は
こ
こ
で
能
動
分
詞
ヨ
幽
ρ
鷺
、
＋
一
と
読
ん
で
い
る
が
、
土
地
を
も
と
に

し
て
考
え
た
場
合
は
や
は
り
受
動
分
詞
日
話
8
．
＋
一
と
読
む
の
が
い
い
と
思
わ

れ
る
）
。
　
な
お
、
同
じ
く
第
四
型
で
そ
の
出
動
名
詞
5
博
9
1
、
は
周
知
の
如
く
封
地

を
意
味
す
る
。
ま
た
ラ
ム
ト
ソ
は
目
鐸
ρ
碧
卯
、
＠
（
彼
女
の
転
写
法
に
よ
れ
ば
舅
㌣

ρ
警
9
。
．
O
げ
）
を
説
明
し
て
「
一
地
域
に
定
ま
っ
た
額
を
課
税
す
る
こ
と
」
二
地
域

の
税
を
住
民
が
定
ま
っ
た
類
で
講
負
う
こ
と
」
と
い
っ
て
い
る
が
（
い
騨
ヨ
謀
o
P

＞
梱
内
．
ω
こ
。
や
。
搾
、
や
蒔
G
。
g
丹
．
）
、
こ
の
瓢
毎
ρ
9
1
冨
．
暫
は
同
語
根
の
碁
騨
．
薗
の
派

生
第
三
型
の
受
動
分
詞
女
性
形
ま
た
は
出
動
名
詞
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、
導
目
ρ
賞
、
鉾
（
巴
勲
賞
．
ρ
）
は
露
地
の
区
分
、
区
画
に

関
す
る
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
決
し
て
土
地
か
ら
の
坐
産
物
の
区
分
、
区
画
に
関
す

る
こ
と
ば
で
は
な
い
。
従
っ
て
匪
鷲
＆
－
一
昌
皆
ρ
賞
．
暮
は
、
そ
れ
が
両
人
単
位

に
課
せ
ら
れ
よ
う
と
、
村
ま
た
は
一
地
域
単
位
に
課
せ
ら
れ
徴
税
請
負
の
形
を
と

ろ
う
と
、
要
す
る
に
、
普
通
の
定
額
地
租
が
徴
収
で
き
る
一
般
の
土
地
か
ら
区
分

さ
れ
た
生
産
性
の
低
い
土
地
に
対
し
て
、
単
位
面
積
一
ビ
ー
ガ
ー
に
つ
き
い
く
ら

　
と
い
う
よ
う
に
賦
課
さ
れ
る
形
態
の
地
租
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
作
柄
よ

　
り
も
地
積
に
応
じ
て
課
税
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
は
定
額
地
租
潮
に
近
い
毛

　
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
こ
の
地
租
制
が
当
時
ど
れ
だ
け

　
広
く
実
施
さ
れ
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
り
㍉
ハ
ビ
ー
プ
も
、
こ
れ
は
例
外
的
に
実

　
施
が
認
め
ら
れ
た
等
外
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
国
ρ
三
げ
層
騨
貯
P
o
℃
・

　
o
搾
噛
℃
℃
．
㈹
器
山
ω
蒔
）

⑲
冨
ユ
げ
は
注
⑰
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
本
来
は
土
地
測
定
の
た
め
の
長
さ
の
基

　
本
的
単
位
で
あ
る
。
し
か
し
土
地
翻
度
文
墨
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
地
租
賦
課
の

　
た
め
の
丈
打
法
の
意
に
使
用
ざ
れ
る
用
語
と
も
な
っ
た
。
唱
p
暮
は
「
保
持
、
統

　
治
」
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
徴
税
用
語
と
し
て
は
丈
量
法
に
基
く
地
租

　
の
収
集
を
意
味
し
、
か
く
し
て
冒
昌
σ
と
同
意
語
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
に
至

　
つ
た
の
で
あ
る
。

⑳
　
　
「
収
穫
物
．
の
見
積
り
は
ド
o
o
峠
（
七
三
）
と
呼
ば
れ
る
」
（
O
遷
〈
慈
ρ
ρ
切
門
や

　
瓢
ω
7
ぎ
a
ρ
〉
昌
騨
ぐ
N
＆
、
U
o
類
＆
戸
嵩
㊤
伊
℃
母
げ
酬
や
b
。
μ
①
り
ρ
舞
汁
践
置
旨

　
ω
ρ
ニ
ハ
9
斜
9
》
・
¢
切
．
、
や
鱒
ω
ω
魑
h
o
o
g
o
け
。
■
）
。
ド
p
コ
は
穀
物
を
意
味
す
る
の
に

　
対
し
て
、
　
園
昇
は
ヒ
ソ
デ
ィ
語
動
詞
犀
鐸
昌
9
1
（
「
評
価
す
る
、
見
積
る
」
の
意
）

　
の
語
根
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
評
価
」
や
「
見
積
り
」
を
意
味
し
、
こ
う

　
し
て
ξ
巳
内
掌
は
生
掌
中
の
作
物
の
出
来
高
の
見
積
り
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
り
、

　
創
習
即
－
σ
醤
象
と
同
意
義
に
使
わ
れ
る
（
o
h
麟
ρ
玄
ダ
犀
富
P
o
や
。
罫
も
逗
り
㊤
・
）
。

⑳
ρ
。
℃
色
霞
ヨ
σ
q
．
醤
巴
一
ρ
は
冨
戸
魯
奏
と
同
様
、
穀
物
や
作
物
を
意
味

　
し
、
付
加
語
尾
i
の
つ
い
た
ペ
ル
シ
ア
語
起
源
の
σ
9
巨
ω
7
は
「
分
配
」
や
「
害

　
進
」
を
意
味
す
る
。
丈
量
法
が
正
規
の
地
租
箭
と
し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ

　
て
か
ら
も
、
こ
の
作
物
分
割
法
は
地
方
に
よ
っ
て
根
強
く
存
続
し
て
い
た
。

㊧
　
こ
れ
を
O
賊
。
鎧
℃
凶
器
。
ω
ω
ヨ
⑦
箕
と
い
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
＝
o
器
｝
碧
P
≦
．

　
国
こ
》
σ
q
舜
二
p
コ
ω
畷
ω
富
ヨ
o
h
レ
幽
。
ω
一
〇
ヨ
ぎ
蝕
ρ
や
這
伊

㊧
　
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
原
文
で
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
廿
9
1
瓢
＝
。
降
巴
山
悶
㌣
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り

十七世紀後半の北インドにおける農民収奪の一面（近藤）

　
日
置
。
。
。
巴
高
目
算
蜜
鴇
梱
こ
の
句
中
の
ω
巴
－
一
昇
9
、
ヨ
鶏
に
価
し
て
、
　
ハ
ビ
ー
プ

　
は
閃
帥
ヨ
出
が
特
殊
な
専
門
用
語
で
あ
る
と
い
っ
て
、
　
「
最
高
の
地
租
が
徴
収
さ

　
れ
た
年
」
と
そ
の
署
の
中
で
説
明
し
て
い
る
が
（
護
p
げ
弓
噛
坪
ず
戸
。
や
。
搾
噛
や

　
b
∂
b
o
b
o
）
、
岸
騨
ヨ
凶
一
は
普
通
「
完
全
な
」
を
意
味
す
る
形
容
詞
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
こ

　
で
は
「
完
全
に
過
ぎ
虫
つ
た
年
」
つ
ま
り
「
昨
年
」
と
訳
し
た
。
。
・
巴
－
一
筥
億
離
霧
＝

　
は
こ
れ
に
「
臨
接
す
る
年
」
の
意
で
「
【
昨
年
」
と
な
る
。
な
お
、
】
属
絶
は
作

物
の
「
生
産
額
」
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
串
良
、
と
対
応
し
て
使
用
さ
れ

　
る
と
き
に
は
、
間
違
い
な
く
、
地
租
の
実
際
の
徴
収
額
を
意
味
し
、
後
者
は
徴
収

　
に
先
立
っ
て
賦
課
さ
れ
た
地
租
額
、
つ
ま
り
課
税
額
を
意
味
す
る
。
微
収
韻
は
課

　
税
額
よ
り
も
下
目
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。

⑳
　
こ
の
条
文
で
は
「
十
分
の
｝
税
ま
た
は
地
租
」
と
い
う
よ
う
に
、
　
．
島
ぼ
と

　
巨
臼
a
と
の
区
別
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
法
理
白
上
の
こ
と
で

　
あ
っ
て
、
現
実
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
農
民
に
は
前
春
、
そ
う
で
な
い
農
民

　
に
は
後
者
を
課
す
と
い
う
下
馬
は
殆
ん
ど
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
従

　
っ
て
、
本
文
中
で
は
両
者
の
別
を
こ
と
さ
ら
設
け
ず
、
い
ず
れ
も
地
租
と
し
て
扱

　
う
こ
と
に
し
た
。

㊧
　
竃
睾
8
9
署
ド
8
団
P
ω
浄
。
鼠
ρ
岱
。
ピ
。
σ
q
o
ご
国
同
碗
．
貯
．
ぴ
団
搾
く
ぎ
ρ
！
＜
二
駐

　
｝
げ
旨
”
＜
o
ピ
囲
押
ド
。
づ
位
。
戸
お
O
メ
や
」
餌
．
な
お
、
　
菊
9
切
グ
鍵
瞥
匿
巴
”
び
口
σ
7

　
口
．
マ
8
ρ
ξ
帥
二
菖
点
類
貯
9
営
国
一
一
ざ
戸
頃
．
竃
・
欝
　
U
O
毛
ω
o
P
旨
冒
円
7
¢
国
7

　
ω
8
鴎
《
σ
｛
H
頃
α
ご
霧
8
匡
σ
《
一
富
。
之
μ
国
置
8
二
即
郡
ρ
↓
ケ
。
銀
芦
7
ρ
き
舅
ρ
－

　
α
ρ
瓢
℃
o
試
0
9
〈
o
ド
＜
H
押
℃
℃
↑
ミ
ゲ
嵩
b
o
舳
に
よ
る
と
、
ア
ク
バ
ル
時
代
に
饗
一
〇

　
万
ル
ピ
ー
の
税
収
が
あ
っ
た
あ
る
郡
が
、
シ
ャ
ー
ジ
ャ
ハ
ー
ソ
の
治
世
に
は
一
〇

　
〇
万
ル
ビ
…
の
税
収
を
あ
げ
る
よ
う
に
な
り
、
評
家
に
は
莫
大
な
財
貨
が
蓄
積
さ

　
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
誇
張
を
割
引
き
し
て
考
え
る
と
し
て
も
、
こ
の

　
増
収
の
大
き
な
要
因
が
地
租
の
税
率
の
引
上
げ
に
あ
っ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら

　
な
い
。
税
率
の
引
上
げ
は
、
従
っ
て
ア
ウ
ラ
ソ
グ
ジ
ー
プ
の
即
位
す
る
以
前
か
ら

　
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

㊧
。
播
㌶
。
邑
録
9
≦
顧
瓢
‘
鼠
毛
穿
く
。
雪
。
硲
ω
憲
⇒
。
断
昏
Φ
置
品
一
げ
μ
臨

　
巨
”
も
マ
ρ
二
目
お
9
ヨ
げ
『
猿
σ
Q
。
国
翼
。
曙
o
h
三
野
p
〈
o
門
H
＜
・
い
8
α
8
・

　
隔
り
切
メ
や
髄
①
騨

【
⑳
・
置
醤
露
ρ
H
篤
㊤
詳
。
℃
■
o
地
層
℃
や
一
設
ム
8
．

㊧
　
こ
の
こ
と
に
は
、
貨
幣
経
済
に
墓
く
少
く
と
も
地
域
的
な
商
業
圏
の
存
在
が
前

　
提
と
な
る
が
、
ム
ガ
ル
朝
時
代
の
商
業
圏
や
広
く
貨
幣
経
済
の
問
題
に
つ
い
て
は

　
本
論
で
は
直
接
触
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ハ
ビ
ー
プ
の
最
近
の
研
究
を
指
摘

　
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。
蛮
二
三
ぴ
、
一
襲
P
勺
葺
。
＝
倖
ミ
勘
葛
。
ω
o
h
O
竜
埠
巴
剛
。
・
け
博
。

　
U
o
＜
o
ざ
唱
ヨ
。
暮
貯
9
0
団
0
9
μ
窪
受
。
［
蜜
廉
7
銑
H
民
一
9
一
艶
　
田
ゐ
【
母
ざ

　
℃
署
鶏
箕
①
。
。
o
暮
a
け
。
¢
μ
o
目
三
㊦
≡
9
凱
8
m
二
丁
8
掌
。
ヨ
8
缶
尻
8
曙
O
o
お
一

　
H
o
。
。
ω
｝
δ
δ
貯
d
・
¢
〉
こ
お
O
ρ
　
（
巴
u
島
。
話
勺
8
〔
ε
8
ユ
凶
難
窪
δ
匂
。
【
亀
嵩
巴
o
h

　
簡
o
o
昌
。
ヨ
瞳
。
崔
δ
ε
門
ざ
×
冨
H
×
’
一
8
0
．
）

⑱
　
郡
は
、
前
節
で
も
触
れ
た
如
く
パ
ル
ガ
ナ
と
呼
ば
れ
、
ま
た
一
名
岬
、
ハ
ル
昌
襲
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
バ

　
ゲ
巴
と
し
て
も
史
料
に
出
て
く
る
。
こ
の
時
代
の
地
方
的
行
政
区
養
は
州
怨
σ
ρ

。
．
嬬
．
。
・
翼
衆
郡
と
い
う
順
に
設
置
さ
れ
て
い
た
・
ア
ク
バ
ル
帝
の
治
覚
葦

　
に
は
一
五
あ
っ
た
州
が
、
ア
ウ
ラ
ソ
グ
ジ
ー
プ
帝
の
こ
の
時
代
に
な
る
と
、
デ
カ

　
ソ
諸
州
を
併
せ
て
二
一
と
な
っ
て
い
る
。
ア
ク
バ
ル
時
代
、
た
と
え
ば
ア
グ
ラ
州

　
は
一
三
県
、
二
〇
三
郡
か
ら
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
数
が
そ
の
ま
ま

　
続
い
た
と
す
る
と
、
ア
ウ
ラ
ソ
グ
ジ
ー
プ
時
代
の
ア
グ
ラ
州
の
総
戸
数
は
三
〇
、

　
一
八
○
と
さ
れ
る
か
ら
（
。
臨
．
国
9
ぼ
ρ
H
諜
即
P
｝
σ
q
養
H
蜀
昌
Q
Q
璃
ω
8
旨
噛
や
A
）
、

　
一
十
を
構
成
す
る
平
均
的
村
数
は
一
五
〇
近
く
に
の
ぼ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
郡
に
よ

　
っ
て
は
大
小
の
差
が
か
な
り
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
戸
数
、
人
口
か
ら
み
た

　
一
村
の
規
模
も
一
般
に
は
大
き
く
な
か
っ
た
こ
と
が
予
測
で
き
る
け
れ
ど
も
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
ム

⑳
　
塩
噌
。
ユ
は
一
千
万
銭
一
戯
唄
禽
＆
旨
、
つ
ま
り
「
ダ
ー
ム
を
賜
○
分
の
「
ル

　
ピ
ー
と
す
れ
ば
二
五
万
ル
ピ
ー
の
地
租
額
を
あ
げ
る
地
域
毎
に
区
分
さ
れ
た
徴
税
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ρ

　
区
に
派
遣
さ
れ
る
徴
税
官
と
し
て
、
ア
ク
バ
ル
時
代
に
発
足
し
た
官
吏
名
で
あ
る

　
が
、
ま
も
な
く
そ
の
本
来
の
意
味
と
は
は
ず
れ
て
い
く
も
、
そ
の
名
称
は
存
続

　
し
、
か
く
し
て
姦
郡
に
派
遣
さ
れ
る
、
讐
づ
嵩
と
同
一
意
義
に
使
用
さ
れ
る
よ
う

　
に
な
っ
た
Q
　
（
9
ω
霞
H
臼
ぎ
匂
‘
諸
β
σ
q
｝
岡
巴
｝
身
冒
二
天
繰
毒
賦
。
戸
切
け
7
0
盛
P

　
O
巴
2
茸
ρ
お
8
℃
や
ω
伊
）

⑳
　
R
・
D
第
十
条
に
見
え
る
ム
タ
サ
ッ
デ
ィ
ー
露
9
p
超
山
事
が
、
こ
の
下
級
職
…

　
員
に
当
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

頒
　
課
税
官
が
出
す
地
租
の
支
払
い
督
促
状
は
バ
ッ
タ
℃
暮
雷
と
呼
ば
れ
た
の
に

　
対
し
、
農
民
の
側
か
ら
提
出
す
る
切
答
約
襟
は
カ
ヅ
ー
リ
ヤ
ト
ρ
ゆ
げ
包
嘗
跨
と
呼

　
ば
れ
た
。
こ
れ
ら
の
文
醤
の
交
換
は
、
郡
お
よ
び
村
の
首
長
と
の
間
に
行
わ
れ
た

　
よ
う
で
あ
る
。
月
下
冨
は
カ
ウ
ル
ま
た
は
カ
ウ
ル
”
カ
ラ
ー
ル
参
巳
－
ρ
碧
曽
と

　
も
い
わ
れ
、
己
R
・
D
前
文
に
一
度
ρ
p
三
が
見
え
る
。

⑳
　
原
文
で
は
「
下
等
作
物
よ
り
も
高
等
作
物
を
奨
励
し
て
ρ
N
一
下
ω
漏
ぢ
詳
9
1
げ
㍗

　
言
㎝
占
帥
、
団
ヨ
註
岩
村
ロ
号
…
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
下
等
作
物
冒
ω
∴
鼠
鼠

　
と
は
、
小
麦
を
基
準
に
し
た
場
含
、
各
種
の
き
び
な
ど
を
さ
し
た
の
に
対
し
、
高

　
等
作
物
一
議
ω
高
9
、
観
は
棉
花
、
さ
と
う
き
び
、
果
物
な
ど
商
品
作
物
を
さ
す
。

　
こ
う
し
た
商
品
作
物
は
単
位
収
穫
も
よ
か
っ
た
の
で
、
税
率
も
筒
く
、
そ
れ
だ
け

　
に
政
府
と
し
て
も
よ
り
多
く
の
税
収
を
期
待
で
き
た
。
二
つ
の
勅
令
の
禁
所
に
見

　
え
る
耕
地
颪
積
の
拡
大
と
い
う
こ
と
と
並
ん
で
、
商
品
作
物
栽
培
の
奨
励
は
ム
ガ

　
ル
朝
の
地
租
政
策
で
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
　
な
お
鷺
諺
高
9
．
団

　
は
＃
5
望
＝
翁
ヨ
＝
と
し
て
も
文
献
中
に
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。

⑭
　
こ
の
条
で
は
、
面
縛
市
場
に
流
通
し
て
い
る
ア
ー
ラ
ム
ギ
ー
ル
（
ア
ウ
ラ
γ
グ

　
ジ
…
ブ
）
貨
お
よ
び
シ
ャ
ー
ジ
ャ
ハ
ー
ソ
貨
の
み
収
納
を
認
め
、
重
燈
の
不
足
す

　
る
不
完
全
貨
幣
で
や
む
を
え
ず
収
納
す
る
場
倉
に
は
そ
の
割
引
額
を
含
め
た
多
目

　
の
額
を
農
民
か
ら
駁
る
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
地
租
納
入
が
金
納

　
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

番
封
地
を
示
す
こ
と
ば
に
は
、
イ
ク
タ
i
鳶
萄
、
ト
ゥ
ユ
ー
ル
磁
壁
巴
が
あ
っ

　
て
後
者
は
R
・
D
前
文
に
も
一
度
出
て
い
る
が
、
ム
ガ
ル
朝
代
で
は
こ
れ
ら
よ
り

　
も
一
般
に
ジ
ャ
ー
ギ
ー
ル
智
σ
q
冒
が
使
わ
れ
．
た
。
封
地
鵠
は
貴
族
や
高
級
官
僚
・

　
軍
人
に
、
そ
の
位
に
応
じ
た
俸
禄
に
梱
旨
し
い
税
収
額
の
見
込
ま
れ
る
土
地
の
徴

　
税
権
を
委
譲
す
る
鰯
度
で
あ
っ
て
、
ア
ク
バ
ル
の
治
世
窮
十
八
年
に
一
時
廃
止
さ

　
れ
全
領
土
を
皇
室
領
と
す
る
こ
と
が
宜
言
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
（
〉
σ
学
．
学

　
周
農
一
層
≧
3
貫
已
夢
葺
P
ヒ
d
皆
一
δ
夢
①
。
p
ぎ
e
3
ω
o
は
①
ω
曽
！
δ
一
9
手
押
℃
や
①
。
。
1

　
0
り
）
、
教
年
切
に
は
再
び
復
活
さ
れ
、
そ
の
後
漸
次
広
く
行
わ
れ
て
い
く
よ
う
に

　
な
っ
た
。
そ
し
て
シ
ャ
ー
ジ
ャ
贈
爵
ン
の
治
世
第
二
十
年
（
＝
ハ
四
七
）
で
は
、

　
ム
ガ
ル
朝
全
体
の
地
租
収
入
見
込
額
二
無
二
千
万
ル
ピ
ー
の
う
ち
皇
室
領
か
ら
の

　
そ
れ
は
三
千
万
ル
ピ
ー
で
残
り
は
封
地
に
属
す
る
も
の
と
い
わ
れ
．
ま
た
ア
ウ
ラ

　
ン
グ
ジ
r
ブ
の
治
世
第
三
十
三
年
（
　
穴
九
〇
）
で
は
地
租
総
額
三
三
、
閥
五
〇

　
万
ル
ピ
ー
の
う
ち
、
皇
室
領
と
封
地
と
の
割
合
は
五
、
八
一
〇
万
ル
ピ
ー
と
二

　
七
、
六
四
〇
万
ル
ピ
ー
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
封
地
が
大
き
な
割
合
を
占
「
め
る
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ソ
サ
ゴ

　
ゥ
た
。
こ
の
封
地
舗
と
深
い
開
係
に
あ
っ
た
の
は
位
階
豪
勢
紹
げ
に
よ
っ
て
軍

人
．
官
人
を
序
列
づ
け
る
鰯
度
で
あ
っ
て
、
ア
ウ
ラ
ソ
グ
ジ
ー
プ
治
世
下
の
上
述

の
年
に
は
、
叙
任
さ
れ
た
働
膨
揮
二
塁
暴
罫
噌
の
数
が
西
・
四
四
九
に

　
の
ぼ
っ
た
。
し
か
し
三
年
ま
た
は
そ
れ
以
下
の
短
期
間
に
転
封
さ
れ
る
こ
と
が
し

　
ば
し
ば
あ
っ
た
こ
と
は
、
農
尻
負
担
の
増
大
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。

　
9
窓
。
肖
9
塁
ρ
ノ
〈
璽
寓
こ
〉
㈹
謬
ユ
磐
o
Q
巻
帯
ヨ
9
諸
。
鮎
Φ
ヨ
ご
象
P
喝
喝
■
一
ト
。
罫

　
同
Q
◎
O
I
掃
ω
一
畢

　
　
6
の
§
げ
心
墨
α
q
o
｝
臨
湾
。
ご
・
o
暁
H
声
誉
避
く
。
圏
・
嗣
〈
層
や
ら
ゆ
桓
9

　
　
ω
9
二
内
鍵
」
二
〉
ω
7
0
詳
国
凶
ω
峠
。
『
冤
9
》
謹
9
コ
σ
q
N
き
噌
δ
一
◎
Q
山
き
N
ω
a
Φ
二
P

　
O
p
冒
電
気
P
一
8
卜
∂
”
や
念
b
ρ
’

⑯
　
ハ
ビ
ー
プ
の
よ
う
に
、
ム
ガ
ル
朝
村
落
を
「
地
主
保
有
村
酒
撫
N
鋤
営
養
鉱
天
馬
く
鵠
－

　
寛
守
q
①
」
と
「
農
民
保
有
村
落
鑓
．
」
、
p
爲
≦
＝
お
。
」
と
に
二
大
別
し
て
村
落
の
構
造
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を
弱
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
が
、
本
稿
は
村
落
内
の
具
体
的
構
造

　
の
分
析
に
主
眼
を
お
か
な
い
た
め
に
、
こ
う
し
た
分
析
方
法
は
と
ら
な
い
（
o
｛
■

　
＝
㊤
σ
達
．
腎
ず
P
》
σ
q
『
貧
貯
障
ω
冤
。
。
け
。
ロ
ピ
℃
．
鷺
ω
．
）
。
な
お
モ
ア
ラ
ン
ド
の
研
究

　
に
よ
れ
ば
、
　
ア
ク
バ
ル
時
代
の
イ
ン
ド
村
落
は
一
般
に
耕
作
者
、
職
人
、
労
務

　
者
、
お
よ
び
下
僕
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
ム
ガ
ル
朝
全
体
を
通
じ
て
こ

　
う
し
た
村
落
の
人
的
構
成
に
大
き
な
変
動
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿

　
で
「
農
試
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
分
類
の
う
ち
村
落
人
口
の
多
数
を
占
め
た
「
耕

　
作
者
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
（
o
h
．
鷺
。
吋
巴
窪
邑
、
≦
艦
三
二
H
高
畠
獲
暮
け
7
Φ
O
o
暮
7

　
9
≧
9
韓
、
霞
）
・
一
8
1
一
一
G
。
・
）

「
鉱
　
こ
の
条
に
付
さ
れ
た
注
釈
に
お
い
て
も
、
土
地
の
所
有
者
は
統
治
者
目
国
王
で

　
あ
っ
て
、
農
民
は
耕
作
硅
作
物
の
厨
有
春
で
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
少
し
長
い
が
、
注
釈
の
全
文
を
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
。
　
「
土
地
所
有
春
の
死
に
よ

　
り
、
地
程
を
そ
の
桐
続
人
か
ら
薇
旨
し
、
ま
た
彼
が
耕
作
前
に
死
亡
す
れ
ば
そ
の

　
相
続
人
か
ら
地
租
を
徴
収
し
な
い
、
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
正
し

　
い
。
な
ぜ
な
ら
、
真
実
の
と
こ
ろ
耕
俘
（
巴
贔
、
暮
作
物
の
意
も
可
）
の
所
有
者

　
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
土
地
保
有
秦
が
耕
作
せ
ず
し
て
死
亡
し
、
遺
産
と
し
て
な
に

　
も
引
継
ぐ
も
の
が
な
い
そ
の
淵
続
人
か
ら
地
租
を
徴
収
す
る
の
は
、
公
正
に
反
す

　
る
か
ら
で
あ
る
。
思
う
に
、
土
地
の
所
有
者
は
統
治
者
で
あ
り
、
作
物
の
所
有
者

　
（
農
民
）
が
耕
作
せ
ず
し
て
死
亡
す
れ
ば
そ
の
絹
続
人
の
手
元
に
は
課
税
で
き
る

　
も
の
が
存
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
故
に
糊
続
人
か
ら
地
租
と
し
て
な
に
も

　
徴
収
し
な
い
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
」

番
　
注
釈
家
が
、
こ
の
条
へ
の
注
釈
文
中
、
売
買
時
に
収
穫
直
前
期
の
作
物
を
つ
け

　
た
土
地
で
あ
れ
ば
売
手
か
ら
地
租
を
徴
収
せ
よ
と
い
う
の
は
、
売
手
が
こ
の
作
物

　
の
価
格
も
含
め
た
値
段
で
売
却
し
た
は
ず
だ
か
ら
と
説
明
し
て
い
る
の
は
も
っ
と

　
も
だ
け
れ
ど
も
、
彼
が
「
自
己
の
土
地
、
　
つ
ま
り
良
己
の
土
地
の
耕
作
権
を
売

　
る
」
と
解
し
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
無
理
が
あ
る
。
こ
の
条
文
は
、
耕
作
の
途

　
中
で
土
地
の
士
冗
買
が
行
わ
れ
た
と
き
、
そ
の
年
度
の
地
租
を
い
か
に
徴
収
す
る
か

　
を
具
体
的
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
年
度
以
降
に
は
土
地
の
保
有
権
な
ら

　
び
に
本
文
で
述
べ
た
土
地
に
対
す
る
諸
権
利
が
、
当
然
買
手
の
側
に
移
っ
た
も
の

　
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

番
誓
霞
旨
p
ω
誌
潟
磐
ど
ン
ご
箒
己
O
。
〈
窪
ヨ
リ
Φ
＝
け
田
彦
〉
臨
∋
酵
μ
捧
『
註
§
・

　
卜
。
轡
乙
巴
野
切
。
き
σ
9
ざ
お
の
㎝
．
娼
や
G
。
ρ
。
。
。
。
、
り
O
．

　
　
ρ
霞
8
ξ
謬
馨
ご
ρ
渡
ロ
ω
鉱
戸
冒
δ
〉
“
ヨ
芭
ω
守
勢
諜
。
コ
。
隔
；
0
7
密
讐
三

　
腕
窪
営
円
ρ
H
（
p
毒
。
試
し
O
①
ρ
唱
唱
．
ミ
ρ
挿
。
。
ド
ー
b
。
㊤
幽
・

一
轡
　
o
｛
・
＝
9
σ
一
ダ
H
臥
ρ
戸
｝
σ
q
円
9
瓜
㊤
昌
　
o
り
冤
o
q
け
①
霞
℃
℃
や
二
一
一
一
一
G
◎
・
　
ハ
ビ
ー
プ
は
こ

　
こ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
旅
行
者
の
眼
に
ど
う
し
て
聖
王
が
唯
一
の
土
地
所
有
者
で

　
あ
る
と
映
っ
た
の
か
と
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investigated　except　for　few　unsatisfactory　folklore　studies．

　This　article　is　to　observeルfogari　in　the　political　vlew－point　where

succession　to　the　throne　should　be　considered　throungh　the　forms　of

Mogari　especially　for　the　emperors　by　meanS　of　the　fundamental　facts

from　some　historical　resources．

The　CoRditions　of　the　Peasants　under　Aurangzib

　　　　　　as　Seen　through’　his　Two　Ordinances

by

Osamu　Kondo

　　According　to　the　two　Orclinances　（farmtins）　of　Aurangzib　addressed　to

Rashik　Das　and　Muhammad　Hashim　respectively，　the　Group　Assessment
upon　a　village　or　a　district　based　either　on　the　‘　Fixed　Revenue’ @on　Land　’

（k±iara－j－i　muwazz．af）　system　or　on　the　‘　Revenue　in　Proportion　to　Produce　’

（lsliaraj－i　muqasama）　system　was　common　in　those　days　as　compared　to

the　time　of　Akbar’s　reign　when　the　assessment　by　way　of　Measurement

（gabe．　systein）　upon　the　indiviclual　cult1vator　was’predoinin，ant　as　the

regulation　systein　of　the　land　revenue．　Though　the　peasants’had　the

right　of　occupancy　on　their　liolding，　they　were，　by　other　than　economic

pressul’e，　tled　to　the　soil　for　payment　of　the　high　demand　which’　usually

amounted　to　half　a　produce，　and　thus　forced　to　be　in　a　position　of

bondage　subject　to　the．　State．

　　Moreover　the　revenue　oficials　and　headmen　of　villages，　using　their

favourable　status　for　each　other，　began　to　expand　their　influential　power

over　the　small　peasants　and　to　approp1”late　a　part　of　the　surplus　produce

for　their　own　sake，　therefore　the　burden・　over　the　peasants　’ 翌≠刀@more

increased．　ln　this　short　thesis　1　have，　with　a　view　to　disclose　some

aspects　of　the　land　revenue　system　of　Mughal　lndia，　tried　to　inquire

into　the　real　conclitions　of　the　peasants　in　the　latter　half　of　the　17　th

century．
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