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「
旧
中
国
社
会
の
発
展
の
構
造
を
ど
う
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

一
P
に
い
っ
て
私
の
関
心
は
そ
う
い
う
点
に
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
る

本
書
は
、
ほ
ぼ
一
九
六
〇
年
よ
り
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
著
老
の
均
田
制
研

究
の
結
集
で
あ
る
。
そ
の
目
次
を
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
第
一
篇
　
均
田
制
の
成
立
過
程

　
　
　
第
一
章
　
均
田
思
想
と
均
田
制
度
の
源
流

　
　
　
第
二
章
　
魏
晋
の
占
田
・
課
田
と
給
客
制
の
意
義

　
　
　
第
三
章
　
北
魏
に
お
け
る
均
田
制
の
成
立

　
　
第
二
篇
　
均
田
制
の
展
開

　
　
　
第
四
章
　
均
田
法
体
系
の
変
遷
と
実
態

　
　
　
第
五
章
　
均
田
制
下
の
収
取
体
系

　
　
　
第
六
章
　
均
田
制
時
代
お
よ
び
そ
の
崩
壊
過
程
の
里
並
制

　
　
第
三
篇
　
中
国
古
代
の
身
分
制
と
土
地
所
有
制

　
　
　
第
七
章
　
中
国
古
代
に
お
け
る
良
賎
制
の
展
開

　
　
　
第
八
章
　
中
国
古
代
の
土
地
所
有
継

　
本
書
の
は
し
が
き
に
よ
れ
ぽ
落
盤
は
そ
の
研
究
生
活
の
初
期
よ
り
中
国
史

の
特
殊
性
、
具
体
的
に
は
唐
以
前
の
小
農
民
の
広
汎
な
存
在
を
い
か
に
理
解

す
べ
き
か
と
い
う
点
を
そ
の
開
題
関
心
の
中
心
に
据
え
て
い
た
。
世
界
史
の

基
本
法
則
と
い
う
普
遍
性
に
重
点
を
置
き
、
唐
心
変
革
を
奴
隷
制
か
ら
封
建

制
へ
の
転
換
と
理
解
し
た
前
田
直
血
ハ
氏
へ
の
疑
問
も
、
堀
氏
の
こ
の
問
題
関

心
よ
り
生
ま
れ
た
と
い
う
。
更
に
こ
の
疑
問
こ
そ
唐
宋
変
革
の
前
提
と
な
る

秦
漢
よ
り
階
唐
に
及
ぶ
古
代
社
会
史
研
究
に
氏
を
赴
か
せ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
中
国
史
の
特
殊
性
と
普
遍
性
と
い
う
問
題
と
格
闘
し
、
両
者
の
連

関
の
中
に
中
国
社
会
発
展
の
構
造
を
探
ろ
う
と
す
る
馬
の
一
つ
の
解
箸
が
本

書
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
以
下
し
ば
ら
く
氏
の
論
旨
を
追
っ
て
み
た

い
。

（二）

　
第
一
章
で
は
、
均
田
制
の
源
流
で
あ
る
井
田
制
理
念
と
、
こ
の
理
念
を
現

実
に
即
し
て
具
体
化
し
た
漢
代
の
諸
土
地
政
策
の
検
討
が
行
な
わ
れ
る
。
先

ず
戦
国
期
か
ら
後
漢
代
に
至
る
井
田
制
理
念
の
薄
鼠
的
変
遷
が
跡
づ
け
ら
れ

る
。
そ
こ
で
堀
氏
は
井
田
制
理
念
が
、
農
民
の
共
同
体
的
体
制
を
重
視
す
る

も
の
か
ら
公
平
な
土
地
分
配
に
重
点
を
置
く
も
の
へ
変
化
し
た
と
指
摘
す
る
。

こ
の
井
田
制
理
念
の
変
化
の
背
景
に
は
、
春
秋
期
の
氏
族
共
同
体
解
体
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
小
農
民
の
広
汎
な
存
在
、
豪
族
勢
力
の
発
展
に
よ
る
小

農
民
の
分
解
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
の
現
実
に
即
応
し
、
井
田
制
理
念
を
具
体

化
し
た
糊
代
の
土
地
政
策
が
次
に
述
べ
ら
れ
る
。
前
漢
末
哀
当
期
の
限
田
策

は
、
諸
侯
以
下
吏
民
に
至
る
大
土
地
所
有
と
奴
碑
所
有
の
制
限
を
意
図
し
た

も
の
で
あ
る
。
次
に
公
田
策
で
あ
る
。
公
田
は
元
来
君
主
の
家
産
と
し
て
の

性
格
を
持
っ
て
い
た
が
、
前
漢
元
帝
銀
以
降
、
局
地
的
臨
時
的
に
行
な
わ
れ

た
公
田
賦
与
を
通
し
て
小
農
民
の
救
済
と
育
成
を
図
る
公
的
機
能
を
持
つ
よ
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う
に
な
る
。
堀
氏
は
こ
の
公
田
策
を
国
家
の
直
接
支
醗
の
下
に
小
農
民
を
繋

ぎ
と
め
る
も
の
と
し
て
汚
濁
す
る
。
王
蔀
の
王
田
制
は
、
田
土
・
奴
碑
の
売

買
禁
止
と
と
も
に
、
公
田
策
を
発
展
さ
せ
た
総
て
の
無
爵
者
を
対
象
と
す
る

値
常
的
な
受
田
と
、
限
田
策
を
よ
り
徹
底
し
た
大
土
地
所
有
心
ば
か
り
で
な

く
小
農
民
を
も
対
象
と
し
た
限
田
を
そ
の
二
本
柱
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
氏

は
特
に
こ
の
受
田
と
限
田
の
二
本
立
て
、
受
田
の
み
で
還
受
の
規
定
が
な
い

と
い
う
王
田
制
の
特
徴
か
ら
、
こ
の
制
度
が
後
の
占
田
・
隠
田
制
に
繋
が
る

と
し
て
注
属
す
る
。
氏
は
こ
の
諸
土
地
政
策
の
背
景
に
小
農
疑
の
分
解
傾
向

を
見
る
の
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
小
農
民
が
豪
族
と
の
間
に
小

作
関
係
を
結
び
依
存
度
を
高
め
て
い
っ
た
に
も
拘
ら
ず
自
立
性
を
完
全
に
は

失
な
わ
ず
、
し
た
が
っ
て
豪
族
も
国
家
と
必
ず
し
も
対
立
す
る
存
在
で
は
な

か
っ
た
と
氏
が
と
ら
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
少
な
く
と

も
王
田
制
の
賭
期
ま
で
は
自
記
的
共
同
体
的
性
格
が
宗
族
・
郷
党
社
会
に
存

在
し
て
い
た
と
す
る
氏
の
指
摘
が
参
照
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
氏
の
漢
籍
社
会

に
対
す
る
理
解
の
一
端
を
示
す
も
の
と
受
け
と
ら
れ
る
。

　
第
二
章
で
は
、
漢
代
の
土
地
政
策
か
ら
均
田
制
に
簗
る
専
制
国
家
の
一
連

の
土
地
政
策
の
流
れ
の
申
で
、
占
田
・
課
田
制
、
霧
鐘
制
の
意
義
が
検
討
さ

れ
る
。
堀
氏
の
占
田
・
課
田
制
理
解
の
上
で
重
要
な
点
は
、
従
来
議
論
の
わ

か
れ
て
い
る
占
田
と
課
田
の
組
み
合
わ
せ
を
い
か
に
理
解
す
る
か
と
い
う
闘

題
で
あ
り
、
琉
は
占
田
の
中
に
課
田
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
す
る
。
す
な

わ
ち
占
田
制
は
、
農
民
の
所
有
地
に
一
定
の
限
度
を
設
け
、
こ
れ
を
自
作
の

小
農
民
と
し
て
国
家
が
掌
握
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
限
田
螺
で
あ
り
、
課
田

制
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
鼠
家
が
掌
握
し
た
土
地
の
上
に
農
耕
を
督
励
し
田

租
収
入
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
氏
の
占
田
・
課
田
制
研
究

の
特
色
は
、
官
人
に
対
す
る
給
専
制
を
も
関
連
し
て
考
察
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
専
制
國
家
の
支
配
を
、
土
地
と
と
も
に
労
働
力
に
対
す
る
支

配
と
し
て
と
ら
え
る
氏
の
基
本
的
姿
勢
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
給
客
制
は
大

土
地
所
有
頂
に
流
れ
込
み
が
ち
な
労
働
力
を
、
い
か
に
国
家
が
制
限
・
掌
握

す
る
か
と
い
う
視
角
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
氏
は
給
血
制
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。
魏
晋
期
に
発
展
し
た
官
人
な
い
し
官
人
の
母
体
で
あ
る

豪
族
と
人
民
と
の
問
の
保
護
と
支
配
の
関
係
を
一
定
限
度
内
で
容
認
し
、
一

定
数
の
客
に
隈
っ
て
課
役
を
免
除
す
る
一
方
、
そ
れ
以
上
の
客
を
國
家
が
薩

接
支
配
下
に
お
く
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
。
以
上
の
よ
う
に
占
田

・
課
田
翻
、
給
客
意
の
内
容
を
理
解
し
た
五
塵
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
歴
史

的
意
義
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
漢
帝
国
崩
壊
後
の
魏
晋
期
に
は
個
別
入
身

的
支
配
の
危
機
、
即
ち
豪
族
を
中
心
と
す
る
一
定
の
封
建
的
諸
関
係
の
進
展

が
み
ら
れ
た
。
こ
の
新
し
い
状
況
を
あ
る
程
度
是
認
し
つ
つ
こ
れ
に
対
処
し
、

伝
統
的
な
皇
帝
に
よ
る
人
民
と
土
地
に
対
す
る
億
接
支
配
の
体
制
、
綱
別
人

身
的
支
配
の
体
制
を
再
建
し
維
持
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
。
こ
の
点

よ
り
占
田
・
課
田
・
給
金
制
は
、
後
の
均
田
制
の
方
向
性
を
決
定
し
た
と
結

論
さ
れ
る
。

　
第
三
章
で
は
、
漢
代
よ
り
西
晋
に
至
る
個
別
人
身
的
支
配
を
目
指
す
諸
政

策
の
集
大
成
と
い
う
べ
き
均
田
翻
の
成
立
が
検
討
さ
れ
る
。
先
ず
氏
は
北
魏

が
征
服
王
朝
と
し
て
い
か
に
し
て
強
力
な
経
済
的
基
盤
を
形
成
し
え
た
か
を
、

王
朝
に
よ
る
大
土
地
の
直
接
経
営
と
も
い
う
べ
き
四
民
政
策
・
鳶
口
受
田
制

を
通
し
て
述
べ
る
。
た
だ
こ
の
二
つ
の
政
策
は
、
均
田
・
三
長
制
を
施
行
し

た
王
朝
の
強
権
を
説
明
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
均
沼
二
二
長
制
と
い
う
広

汎
な
全
人
民
を
包
括
す
る
支
配
を
充
分
に
説
署
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

こ
で
氏
は
均
田
・
三
選
制
の
成
立
を
可
能
に
し
た
在
地
の
豪
族
社
会
内
部
の

状
況
…
宗
主
制
の
矛
盾
i
に
囹
を
向
け
る
。
氏
は
宗
主
制
を
漢
代
以
来
の
豪
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族
社
会
の
伝
統
的
な
祷
造
、
即
ち
豪
族
の
焚
契
、
地
域
防
衛
な
ど
の
行
為
に

よ
っ
て
郷
村
秩
序
が
維
持
さ
れ
、
豪
族
経
営
の
筋
提
で
あ
る
小
農
民
の
再
生

産
が
保
障
さ
れ
る
体
制
と
と
ら
え
る
。
こ
の
よ
う
な
豪
族
は
、
蟹
家
の
小
農

民
に
対
す
る
個
別
人
身
的
支
配
を
在
地
に
お
い
て
支
え
る
存
在
で
あ
る
。
し

か
し
魏
晋
・
五
胡
十
六
国
母
の
動
乱
を
へ
て
宗
主
制
の
伝
統
的
な
あ
り
方
と

背
馳
す
る
豪
族
に
よ
る
逸
し
い
支
配
薩
収
取
関
係
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
戦
乱

時
の
大
量
な
流
亡
民
の
発
生
を
契
機
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
豪
族
の

下
で
小
農
民
は
高
率
な
徴
敷
を
受
け
、
も
は
や
そ
の
自
立
性
を
喪
失
す
る
。

こ
の
新
た
な
あ
り
方
を
と
る
豪
族
は
国
家
と
対
立
す
る
存
在
と
化
す
。
こ
の

よ
う
に
伝
統
的
豪
族
体
制
が
そ
の
中
一
7
縣
そ
れ
と
背
馳
す
る
新
し
い
支
配
紅
収

取
関
係
を
包
括
す
る
こ
と
は
宗
主
制
の
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
を
孕
み
動

揺
す
る
宗
主
制
に
対
し
打
ち
出
さ
れ
た
三
長
制
は
、
小
農
民
を
国
家
が
直
接

組
織
し
郷
村
秩
序
を
再
建
す
る
も
の
、
ま
た
三
長
制
に
支
え
ら
れ
た
均
田
制

は
、
土
地
の
還
受
を
通
し
て
小
農
民
を
創
設
し
、
そ
の
再
生
産
の
保
障
を
目

指
す
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
国
家
が
伝
統
的
豪
族
体
制

に
代
わ
っ
て
小
農
民
の
再
生
産
を
保
障
す
る
共
同
体
的
機
能
を
維
持
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
個
別
人
身
的
支
配
を
実
現
す
る
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
章
で
は
、
均
閏
法
規
の
体
系
が
、
初
期
均
田
制
か
ら
後
期
均
田
制
へ

の
変
化
を
軸
に
検
討
さ
れ
る
。
初
期
均
田
制
に
関
し
茂
の
所
論
で
重
要
な
の

は
、
奴
碑
受
田
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
。
氏
は
奴
碑
受
田
が
大
土
地
所
有

を
促
進
す
る
要
因
と
な
る
と
し
な
が
ら
も
、
奴
碑
受
田
に
は
豪
族
支
配
下
の

奴
碑
労
働
力
を
国
家
が
掌
握
し
、
土
地
の
耕
作
を
強
制
す
る
と
い
う
一
面
が

あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
労
働
力
を
荒
廃
し
た
田
土
の
再
開

発
に
投
入
し
、
生
産
力
を
恢
復
し
よ
う
と
し
た
初
期
均
田
制
の
目
的
に
か
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
奴
蝉
受
田
を
含
め
た
墾
田
政
策
は
、
後
期
均
田
制

へ
の
展
開
の
中
で
転
換
さ
れ
る
。
即
ち
墾
田
の
対
象
は
未
墾
地
に
移
り
、
そ

の
開
拓
は
大
土
地
所
有
管
の
独
占
の
下
に
進
行
し
た
。
こ
の
開
墾
地
の
独
占

は
相
対
的
な
田
土
不
足
を
ま
ね
き
、
婦
人
・
奴
碑
・
部
曲
へ
の
給
田
廃
止
の

原
因
と
な
る
。
こ
の
状
況
に
対
応
す
る
国
家
の
政
策
が
未
墾
地
に
お
け
る
官

人
永
業
田
の
設
置
で
あ
る
。
官
人
永
業
田
は
官
品
制
に
応
じ
た
土
地
所
有
の

秩
序
、
即
ち
雲
級
構
造
を
作
り
照
し
、
国
家
は
そ
の
贔
級
構
造
を
通
し
て
身

分
的
支
配
を
及
ぼ
し
た
。
こ
の
官
人
的
身
分
体
系
に
塗
し
て
国
家
が
支
配
を

及
ぼ
す
と
い
う
論
理
は
、
第
二
章
の
給
客
制
に
対
す
る
見
解
に
通
じ
る
。
後

期
均
田
制
に
関
し
今
一
つ
主
要
な
見
解
が
不
課
口
へ
の
給
田
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
る
。
唐
代
に
於
け
る
社
会
的
救
済
策
で
あ
る
不
課
日
へ
の
給
田
拡
大
が
、

個
別
人
身
的
支
配
の
強
化
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
と
す
る
氏
の
見
解

は
、
国
家
が
均
田
制
に
よ
っ
て
小
農
民
維
持
の
た
め
の
共
同
体
腎
機
能
を
果

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
別
人
身
的
支
配
を
実
現
す
る
と
し
た
前
章
で
の
見
解

に
即
し
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
磐
田
に
つ
い
て
も
そ
の
晶
級
構
造
が
述
べ
ら

れ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
贔
級
構
造
が
実
態
と
し
て
そ
の
運
営
上
、
決
し
て

大
土
地
所
有
を
矛
盾
な
く
整
学
的
に
秩
序
立
て
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

指
摘
さ
れ
る
。
最
後
に
、
成
立
過
程
よ
り
大
土
地
所
有
制
を
そ
の
矛
盾
と
し

て
内
包
す
る
均
田
制
自
体
に
は
、
こ
の
矛
庸
を
解
決
す
る
能
力
が
無
く
、
次

代
へ
の
展
瀾
は
均
田
制
の
内
部
か
ら
で
は
な
く
、
均
田
農
罠
の
没
落
に
よ
っ

て
生
じ
る
荘
園
内
労
働
力
の
増
加
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

　
第
五
章
で
は
、
均
田
制
と
の
関
連
の
上
で
公
役
鰯
度
の
内
容
が
検
討
さ
れ

る
。
本
章
の
骨
子
の
一
つ
は
、
租
庸
調
と
無
徳
を
基
本
と
す
る
収
取
体
系
が

北
朝
か
ら
階
唐
に
至
る
過
程
で
い
か
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
氏
は
、
北
朝
で
受
田
に
対
応
し
て
い

た
の
は
警
固
で
あ
り
、
北
斉
を
へ
て
晴
に
至
り
罪
代
の
歳
役
、
そ
の
代
償
で
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あ
る
庸
に
繋
が
る
丁
兵
（
力
役
）
制
が
新
た
に
附
加
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。

こ
の
丁
兵
制
が
均
田
制
に
結
び
つ
く
過
程
は
、
ま
た
丁
兵
制
と
府
兵
制
が
結

び
つ
く
過
程
で
も
あ
る
。
苗
代
の
雑
揺
に
つ
い
て
は
、
租
庸
調
と
は
｝
線
を

画
す
臨
時
的
な
就
役
日
数
も
不
定
な
地
方
官
階
に
対
す
る
穣
役
と
理
解
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
租
庸
調
・
雑
曲
以
外
の
色
役
な
ど
の
揺
役
に
つ
い
て
は
、
特

に
そ
れ
が
唐
画
に
お
い
て
均
田
農
民
の
分
解
か
ら
生
じ
た
上
層
斜
鼻
の
課
役

直
心
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
階
層
分
化
こ
そ
均
田
制
を
破

壊
す
る
次
代
へ
の
新
た
な
動
き
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
本
章
の
今
一
つ
の
骨
子
は
、
こ
の
均
田
制
崩
壊
へ
の
新
た
な
動
き
が
、

既
に
均
田
制
の
収
取
体
系
が
整
備
さ
れ
る
中
で
不
均
等
課
税
、
即
ち
戸
等
制

と
し
て
現
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
更
に
こ
の
戸
等
制
が
次
代
の
両
税
法
に
連
な

る
地
税
二
戸
税
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と
を
閉
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

氏
は
均
田
制
下
の
戸
等
制
が
一
般
的
に
は
定
額
均
等
課
税
の
原
則
の
下
で
貧

富
の
差
を
調
節
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
と
す
る
。
し
か
し
一
方
で
課

税
額
自
体
、
戸
等
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
、
定
額
均
等
の
原
則
を
破
る
傾
向
も

あ
っ
た
こ
と
を
重
視
す
る
。
こ
こ
で
塾
代
の
江
南
の
状
況
を
考
察
し
、
戸
等

発
生
の
要
因
と
し
て
生
産
力
の
向
上
と
階
層
分
化
の
進
展
を
あ
げ
て
い
る
。

最
後
に
、
戸
等
制
を
並
幅
と
す
る
地
盛
と
戸
税
が
次
第
に
均
田
制
下
の
積
庸

調
制
に
優
越
し
て
い
く
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
第
六
章
で
は
、
前
章
で
均
田
制
を
崩
壊
に
導
く
と
指
摘
さ
れ
た
均
田
農
民

間
の
階
層
分
化
が
、
吐
魯
蕃
の
均
田
制
下
の
小
作
制
と
、
越
前
の
均
田
制
崩

壊
後
の
小
作
制
と
の
検
討
を
通
し
て
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、

唐
代
均
田
制
下
の
吐
魯
蕃
に
租
上
面
（
佃
人
制
）
が
普
及
し
た
要
因
は
、
小

農
民
所
有
の
田
土
が
零
細
か
つ
処
々
に
分
散
し
て
い
た
点
に
あ
っ
た
。
こ
の

小
農
民
相
互
の
間
に
結
ば
れ
た
租
佃
契
約
に
は
、
個
々
の
農
民
の
お
か
れ
た

条
件
に
よ
り
貸
主
と
借
主
と
の
地
位
に
高
低
の
差
を
生
じ
た
が
、
そ
れ
は
地

主
と
貧
農
と
の
封
建
的
な
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
中
央

集
権
国
家
の
個
別
人
身
的
支
配
を
妨
げ
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、

唐
末
か
ら
五
代
・
宋
初
に
及
ぶ
血
潮
の
穣
佃
制
に
は
、
困
窮
し
土
地
を
手
放

し
没
落
し
た
小
農
民
が
地
主
に
高
額
の
租
価
を
支
払
い
、
そ
の
田
土
を
租
回

す
る
新
し
い
生
産
関
係
（
佃
戸
制
）
の
発
展
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
佃
戸
制

形
成
過
程
の
中
に
敦
爆
の
寺
領
に
お
け
る
一
般
良
人
の
租
佃
も
位
置
づ
け
う

る
。
こ
の
無
人
制
か
ら
佃
戸
制
へ
の
生
産
関
係
の
発
展
を
も
た
ら
す
の
は
、

均
田
農
民
の
没
落
で
あ
り
、
こ
の
没
落
を
促
す
要
因
と
し
て
小
農
民
に
対
す

る
強
制
的
な
儲
役
労
働
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
官
田
（
職
田
）
の
佃
人
離
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
堀
氏
は
中
国
に
お
け
る
封
建
的
関
係
、

即
ち
地
主
－
佃
戸
関
係
形
成
の
道
筋
を
、
適
応
が
上
昇
し
自
立
的
な
経
営
を

確
立
す
る
道
で
は
な
く
、
均
田
農
民
闘
の
階
層
分
化
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た

新
た
な
支
配
隷
属
の
関
係
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

　
第
七
章
で
は
、
均
田
制
下
の
身
分
制
の
成
立
過
程
が
良
賎
制
を
中
心
と
し

て
、
皇
帝
支
配
と
の
関
連
の
上
で
論
じ
ら
れ
る
。
最
初
に
氏
は
、
漢
代
に
於

い
て
既
に
奴
碑
・
刑
人
ら
と
そ
れ
に
あ
ら
ざ
る
者
と
を
区
分
す
る
良
賎
観
念

が
生
じ
て
い
た
と
す
る
。
し
か
し
盛
代
の
基
本
的
な
身
分
観
念
は
、
治
者
と

被
治
者
、
即
ち
富
庶
の
別
で
あ
る
。
良
賎
の
区
分
も
、
庶
民
の
中
か
ら
官
僚

と
し
て
不
適
格
な
下
層
庶
民
を
除
去
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
良
家
と
七
科

の
講
と
の
区
分
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
官
庶
の
別
を
基
本
と
す
る
専
制
国

察
の
身
分
体
系
を
補
完
す
る
必
要
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
露
な
る

語
は
必
ず
し
も
奴
碑
一
般
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
玉
繭
も
漢
代
で
は

物
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
堀
氏
は
、
魏
晋
以
降
奴
碑
を
賎
と
し
、

そ
れ
に
対
す
る
考
を
良
と
す
る
観
念
が
確
立
し
た
こ
と
、
そ
の
背
景
に
良
人
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評書

の
没
落
、
奴
碑
制
の
発
展
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
奴
良
制
は
こ
の
状

況
に
直
面
し
た
圏
家
が
、
歯
黒
と
然
ら
ざ
る
者
と
の
区
分
を
開
確
に
し
、
帝

王
の
良
民
を
確
保
す
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
と
氏
は
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

唐
代
の
上
級
賎
人
で
あ
る
部
曲
身
分
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
も
、
国
家
の
専

制
支
配
と
い
う
視
角
か
ら
説
明
が
な
さ
れ
る
。
氏
は
初
期
均
田
制
下
の
奴
碑

受
照
が
、
均
田
制
の
危
機
、
大
土
地
所
有
制
の
発
展
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
た

こ
と
を
先
ず
指
摘
す
る
。
北
朝
の
末
期
に
し
ぼ
し
ぼ
発
せ
ら
れ
た
奴
碑
解
放

令
は
、
こ
の
均
田
制
の
危
機
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
国
家
は
奴
碑

に
対
す
る
旧
主
人
の
権
利
を
完
全
に
排
し
て
奴
碑
を
良
人
と
し
て
解
放
し
き

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
部
曲
と
い
う
奴
碑
と
良
人
と
の
中
間
に

位
す
る
薪
た
な
身
分
が
設
定
さ
れ
た
。
氏
は
こ
の
よ
う
に
部
曲
身
分
を
均
田

制
と
い
う
支
配
体
系
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
の

で
あ
る
。

　
第
八
章
で
は
、
堀
氏
の
い
う
「
中
国
古
代
」
の
土
地
所
有
制
が
、
均
田
制

と
の
関
連
の
上
で
総
合
的
に
検
討
さ
れ
る
。
氏
は
均
田
制
下
の
土
地
所
有
制

を
、
土
地
に
対
す
る
私
人
の
占
有
者
と
し
て
の
権
利
と
、
こ
の
私
人
の
権
利

を
確
認
・
保
証
す
る
鼠
家
の
権
利
と
の
関
連
構
造
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ

る
と
の
前
提
の
下
に
論
を
展
開
す
る
。
そ
し
て
こ
の
田
土
に
対
す
る
国
家
の

権
利
の
基
盤
が
、
盛
代
の
公
田
の
検
討
を
通
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
点
は
、
氏
が
均
田
制
の
系
譜
を
従
来
の
研
究
の
如
く
限
田
、
ま
た

は
屯
田
制
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
公
田
制
に
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
公

田
は
第
一
章
で
も
触
れ
ら
れ
た
如
く
、
専
制
君
主
の
私
的
な
経
済
的
基
盤
と

し
て
の
性
格
を
持
つ
。
し
か
し
そ
の
淵
源
で
あ
る
共
同
体
の
公
有
地
と
し
て

の
性
格
に
規
定
さ
れ
、
公
田
貸
与
と
い
う
形
を
通
し
て
小
農
民
の
再
生
産
を

維
持
す
る
機
能
を
も
併
せ
持
つ
。
こ
の
点
よ
り
氏
は
専
制
国
家
の
今
一
つ
の

亭

成
立
基
盤
、
そ
の
公
共
的
役
割
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
指
摘
が
山

沢
・
荒
地
に
つ
い
て
な
さ
れ
、
更
に
専
制
国
家
が
こ
の
公
共
的
役
割
を
維
持

し
続
け
る
要
因
と
し
て
、
申
国
で
は
民
衆
の
側
に
山
沢
を
管
理
し
自
ら
の
再

生
産
を
保
障
す
る
古
典
古
代
的
、
ま
た
ゲ
ル
マ
ン
的
共
同
体
が
形
成
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
根
本
的
に
は
春
秋
期
以
降
の
土
地
所
有
の
不
均
等
発

展
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
氏
は
、
民
の
私
田
の

み
に
よ
っ
て
は
完
結
し
え
な
い
再
生
産
を
補
完
す
る
公
共
的
役
割
1
1
共
同
体

的
機
能
を
専
制
国
家
が
持
つ
が
故
に
、
小
農
民
所
有
地
に
対
す
る
権
利
を
具

有
す
る
と
し
、
均
田
制
下
の
私
田
に
対
す
る
圏
家
の
権
利
も
、
土
地
所
有
と

生
産
に
内
在
す
る
国
家
の
共
同
体
的
機
能
に
淵
源
す
る
と
と
ら
え
る
の
で
あ

る
。
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
土
地
所
有
制
の
構
造
を
持
つ
中
国
古
代
社
会
か

ら
、
地
主
－
佃
戸
制
に
基
づ
く
次
代
へ
の
展
開
が
、
山
沢
・
荒
地
で
の
私
的

大
土
地
所
有
制
の
発
展
を
契
機
と
し
た
国
家
の
共
同
体
的
機
能
の
低
下
、
地

主
を
中
心
と
し
た
同
族
村
落
の
形
成
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
展
望
さ
れ

て
い
る
。

（三）

　
以
上
の
よ
う
に
堀
氏
は
、
均
田
制
を
通
し
て
そ
の
制
度
的
解
釈
に
と
ど
ま

ら
ず
、
中
国
社
会
の
構
造
を
も
意
欲
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
何
よ
り
も

こ
の
点
に
我
々
は
本
書
の
重
み
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
で
は
今
｝
度
、
氏
の

描
き
出
し
た
中
国
古
代
の
国
家
と
社
会
の
構
造
を
確
認
し
た
い
。
先
ず
第
一

に
、
秦
漢
か
ら
階
唐
に
至
る
隣
代
を
専
制
君
主
に
よ
る
一
元
的
な
小
農
民
支

配
の
体
制
嚢
個
別
人
身
的
支
配
の
体
制
と
と
ら
え
る
。
た
だ
秦
漢
期
の
社
会

は
父
老
・
豪
族
を
中
心
と
す
る
共
同
体
を
基
礎
と
し
、
均
田
制
に
よ
っ
て
国

家
が
直
接
小
農
民
の
生
産
を
規
制
す
る
北
朝
・
階
唐
墨
の
社
会
と
一
応
区
別
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す
る
。
さ
ら
に
こ
の
専
制
支
配
を
実
現
す
る
基
盤
と
し
て
国
家
の
公
共
的
役

割
装
共
同
体
的
機
能
を
指
摘
す
る
。
特
に
国
家
が
豪
族
層
を
排
除
し
、
共
同

体
的
機
能
を
全
面
的
に
掌
握
す
る
均
田
制
下
の
時
期
は
、
欄
別
人
身
的
支
配

の
完
成
期
と
見
な
さ
れ
る
。
氏
の
こ
の
よ
う
な
詩
家
の
共
同
体
的
機
能
を
基

軸
と
す
る
構
想
に
接
す
る
時
、
そ
こ
に
一
九
穴
○
年
代
後
半
よ
り
復
活
し
た

ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
論
争
の
影
響
を
色
濃
く
見
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

氏
が
直
接
聞
題
に
し
た
の
は
、
中
国
史
に
お
け
る
ア
ジ
ア
的
形
態
と
い
う
べ

き
毅
周
の
氏
族
共
同
体
が
崩
壊
し
た
後
、
い
か
に
秦
漢
か
ら
世
説
に
至
る
古

代
専
制
国
家
が
成
立
し
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、

春
秋
以
降
の
土
地
所
有
発
展
が
き
わ
め
て
不
均
等
に
行
な
わ
れ
た
た
め
、
在

地
の
共
同
体
に
轡
ら
の
再
生
産
を
保
障
す
る
機
能
が
な
く
、
国
家
が
共
同
体

的
機
能
を
維
持
し
続
け
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
一
般
に
ア
ジ
ア
的

生
産
様
式
の
特
徴
が
私
的
所
有
の
未
発
達
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
注

目
す
べ
き
論
点
で
あ
る
。
中
国
古
代
に
ア
ジ
ア
的
専
制
と
い
う
概
念
を
導
入

し
、
更
に
こ
の
中
国
的
古
代
社
会
か
ら
地
主
－
佃
戸
制
に
基
づ
く
中
国
的
封

建
社
会
へ
の
発
展
を
展
望
す
る
氏
の
見
解
の
中
に
、
留
頭
で
述
べ
た
中
業
史

の
特
殊
性
と
普
遍
性
と
い
う
課
題
に
対
す
る
氏
の
解
答
を
見
る
こ
と
が
許
さ

れ
よ
う
。

　
本
書
の
こ
の
よ
う
な
構
想
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
、
均
田
制

の
成
立
に
よ
っ
て
国
家
が
い
か
に
共
同
体
的
機
能
を
全
面
的
に
把
握
し
た
か

を
述
べ
た
第
三
章
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
章
の
旧
稿
（
「
均
田
制
の
成
立
」
『
東

洋
史
研
究
』
二
四
一
一
・
二
）
で
の
「
豪
族
の
地
主
的
側
面
と
共
同
体
的
側

面
の
矛
播
」
を
本
書
で
は
「
宗
主
制
の
矛
盾
」
に
聡
き
か
え
て
い
る
。
し
か

し
両
者
と
も
に
、
豪
族
体
制
の
矛
盾
に
対
応
し
て
国
家
が
共
同
体
的
機
能
を

掌
握
す
る
と
さ
れ
、
基
本
的
な
論
理
は
変
化
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
氏
の
こ

の
論
理
に
い
く
つ
か
の
疑
問
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
氏
は
、
均
田
・
三
長
制

が
克
服
す
べ
き
対
象
と
し
た
の
は
伝
統
的
豪
族
体
制
に
背
馳
す
る
い
わ
ば
非

伝
統
的
な
豪
族
の
あ
り
方
で
あ
り
、
伝
統
的
豪
族
体
制
は
均
田
制
施
行
後
も

機
能
し
続
け
た
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
伝
統
的
・
非
伝
統
的
な
豪
族
の
あ
り

方
爾
者
を
含
め
た
豪
族
体
制
全
般
を
国
家
が
克
服
し
た
と
さ
れ
る
均
田
制
下

で
、
伝
統
的
豪
族
体
制
は
国
家
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て

こ
の
伝
統
的
豪
族
体
制
に
基
づ
く
在
地
社
会
・
共
同
体
は
、
後
期
均
田
制
へ

の
展
開
の
中
で
い
か
に
変
容
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
点
が
不
明
確
の
ま
ま
に

残
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
伝
統
的
豪
族
体
制
と
い
う
概
念
は
、
漢
代
以
来
発
繁
し
続
け
た
豪
族
と
そ

の
大
経
営
が
、
必
ず
し
も
個
別
人
身
的
支
配
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
論
証
す

る
た
め
の
一
つ
の
要
点
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
堀
氏
が
豪
族
の
存
在
を

個
別
人
身
的
支
配
と
矛
盾
し
な
い
と
す
る
今
一
つ
の
要
点
は
、
豪
族
が
官
僚

と
し
て
皇
帝
の
支
配
秩
序
下
に
統
御
さ
れ
う
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は

第
二
章
の
給
藩
論
に
対
す
る
氏
の
理
解
に
明
ら
か
で
あ
る
。
氏
は
、
給
先
制

を
官
人
の
大
土
地
経
営
下
に
流
れ
込
む
小
農
民
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
り
、

ひ
い
て
は
宮
人
の
母
体
で
あ
る
豪
族
の
も
つ
客
を
国
家
の
支
配
下
に
お
く
こ

と
を
可
能
に
し
た
と
と
ら
え
る
。
し
か
し
官
晶
に
応
じ
た
給
客
数
の
規
定
は
、

客
が
本
来
官
僚
生
活
を
支
え
る
も
の
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
給
痛
撃
が
一
般
の
大
鷺
、
豪

族
下
の
客
を
も
制
限
す
る
意
図
の
下
に
設
定
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
よ
う

な
作
用
を
有
し
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
疑
聞
を
換
言
す
る
な
ら
ば
、
官

人
制
と
い
う
政
治
的
概
念
を
、
社
会
・
経
済
を
規
制
す
る
秩
序
と
し
て
の
概

念
に
敷
術
す
る
論
理
へ
の
疑
問
と
な
る
。
氏
の
こ
の
論
理
は
、
後
期
均
田
制

の
贔
級
構
造
に
対
す
る
領
解
に
も
み
え
る
。
そ
こ
で
は
官
人
永
業
田
・
職
田
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の
設
定
が
、
官
人
制
を
通
し
て
一
般
人
民
に
及
ぶ
国
家
の
身
分
的
な
支
配
秩

序
を
実
現
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
上
級
の
官
人
永
業
田

を
荘
園
成
立
の
一
つ
の
根
拠
と
し
て
、
ま
た
職
田
を
均
田
農
民
没
落
の
一
大

要
因
と
し
て
あ
げ
、
品
級
構
造
を
整
合
的
な
秩
序
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。

贔
級
構
造
の
い
わ
ば
た
て
ま
え
と
現
実
と
を
乖
離
し
た
ま
ま
並
列
的
に
と
ら

え
る
こ
の
見
解
に
少
な
か
ら
ず
と
ま
ど
い
を
覚
え
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
は

給
王
制
に
つ
い
て
指
遺
し
た
の
と
便
じ
島
人
制
理
解
に
つ
い
て
の
問
題
点
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

　
最
後
に
、
本
書
の
基
本
的
テ
ー
マ
で
あ
る
専
制
国
家
の
共
選
体
的
機
能
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
堀
氏
は
本
書
の
全
編
を
通
し
て
個
別
人
身
的
支
配

が
た
だ
藁
家
の
意
志
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
支
配

と
、
支
配
の
基
盤
で
あ
る
国
家
の
共
同
体
的
機
能
を
構
造
的
に
把
握
し
よ
う

と
す
る
。
我
々
は
こ
れ
を
重
要
な
問
題
提
起
と
し
て
受
け
と
め
た
い
。
し
か

し
そ
の
共
簡
体
的
機
能
を
ま
さ
に
公
的
な
機
能
と
し
て
現
実
化
な
ら
し
め
た

も
の
は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
、
第
八
章
で
指
摘

さ
れ
た
漢
代
の
山
沢
・
公
田
の
齎
主
の
家
産
と
し
て
の
私
的
な
性
格
は
、
い

か
な
る
勢
力
に
よ
っ
て
小
農
民
維
持
の
た
め
の
公
的
機
能
を
も
つ
も
の
へ
と

転
換
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
こ
の
転
換
を
推
進
し

国
家
の
性
格
を
規
定
し
た
政
治
的
社
会
的
勢
力
、
例
え
ば
塩
鉄
論
中
の
賢
良

・
文
学
ら
の
存
在
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
均
田
制
施
行
箭

の
計
口
受
田
制
・
徒
民
政
策
は
、
歴
史
的
位
相
を
異
に
す
る
が
、
専
制
国
家

の
直
接
的
経
済
基
盤
を
形
成
し
た
と
い
う
点
で
秦
漢
帝
国
成
立
期
の
公
田
に

相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
区
民
受
田
制
・
徒
民
政
策
か
ら
均
田
制
と
い
う

よ
り
公
的
な
政
策
へ
の
転
換
は
、
ど
の
よ
う
な
勢
力
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
附
言
す
る
な
ら
ば
、
鰯
飯
の
聞
題
に
顕
在
化
す
る
均

田
制
末
期
に
お
け
る
圏
家
の
公
的
機
能
喪
失
は
、
こ
の
公
的
な
政
策
へ
の
転

換
を
推
進
し
た
勢
力
の
変
質
、
あ
る
い
は
没
落
と
し
て
鼠
4
匿
え
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
間
い
か
け
は
、
専
制
国
家
の
構
造
を
解
明
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
本
書
で
は
終
始
無
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
よ
り
氏
の
描
き

出
し
た
秦
漢
か
ら
階
唐
に
至
る
専
制
国
家
像
、
特
に
均
田
制
崩
壊
期
の
国
家

像
に
不
満
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
歴
史
状
況
の
中
で
専
制
支
配
の
あ
り
方

を
規
定
し
た
諸
勢
力
の
性
格
を
問
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
二
軍
と
は

異
な
っ
た
秦
漢
か
ら
階
唐
に
至
る
歴
史
像
が
浮
か
び
上
が
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
〈
附
記
〉
　
本
書
評
は
、
昭
和
五
〇
漸
漸
よ
り
五
一
年
夏
に
か
け
て
行
な
っ

た
中
国
中
世
史
研
究
会
で
の
討
論
を
も
と
に
、
伊
藤
・
内
藤
の
文
資
で
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
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