
書
　
　
評

田
中
正
義
著

『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
初
期
経
済
史
の
諸
問
題
』

朝
　
治
　
啓
　
三

　
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
と
そ
の
封
建
化
に
就
い
て
、
我
國
に
於
け
る

最
初
の
体
系
的
研
究
書
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
の
形
成
』
を
既
に
一
九
五

九
年
号
上
梓
さ
れ
、
そ
の
後
も
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
立
場
か
ら
幾
多
の
論
稿
を

公
に
し
て
こ
ら
れ
た
田
中
正
義
氏
は
、
こ
の
た
び
新
著
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
初

期
経
済
史
の
諸
問
題
』
を
世
に
聞
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
学
界
を
リ
ー
ド
し

て
こ
ら
れ
た
先
学
の
大
著
を
、
学
な
お
浅
い
筆
者
が
書
評
す
る
こ
と
自
体
、

不
遜
の
誘
を
免
れ
得
ぬ
か
も
知
れ
な
い
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
世
史
を
専
攻

す
る
筆
者
に
と
っ
て
、
著
者
が
打
ち
立
て
磨
き
を
か
け
て
こ
ら
れ
た
学
問
体

系
か
ら
少
し
で
も
学
ば
せ
て
頂
き
た
い
と
い
う
個
人
的
な
、
し
か
し
切
実
な

希
求
の
心
を
抑
え
き
れ
ず
、
敢
え
て
筆
を
執
ら
せ
て
頂
い
た
。
た
だ
折
角
の

御
高
説
を
読
み
誤
っ
て
、
礼
を
欠
く
結
果
に
な
り
は
せ
ぬ
か
と
恐
れ
る
の
で

あ
る
が
、
御
海
容
を
請
う
ほ
か
は
な
い
。

　
書
う
ま
で
も
な
く
著
着
が
旧
著
（
以
下
『
形
成
』
と
略
記
）
に
於
い
て
既

に
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
構
造
と
そ
の
封
建
化
に
つ
い
て
の
シ
ェ
ー

マ
を
確
立
さ
れ
て
い
る
以
上
、
本
稿
に
於
い
て
は
『
形
成
』
に
於
け
る
御
説

と
新
著
の
そ
れ
と
の
関
連
に
就
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
御
批
判
を
恐
れ
ず
敢
え
て
君
え
ば
、
　
『
形
成
』
の
論
旨
と
一
九
六
九

年
に
『
岩
波
講
座
枇
界
歴
史
』
第
七
巻
に
発
表
さ
れ
た
論
文
「
ア
ソ
グ
ロ
・

サ
ク
ソ
ン
社
会
と
そ
の
封
建
化
」
の
そ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
た
び
の
新
著
の
そ

れ
と
は
嘉
該
テ
ー
マ
に
関
す
る
限
り
大
き
な
変
更
は
無
く
、
む
し
ろ
次
第
に

充
実
・
具
体
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
言
う
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で

は
そ
の
よ
う
な
比
較
検
討
は
省
か
せ
て
頂
く
。
と
こ
ろ
で
、
　
『
形
成
』
に
関

し
て
は
三
好
洋
子
氏
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
一
三
八
号
）
、
青
山
吉
儒
氏
（
『
史

学
雑
誌
』
六
九
一
二
）
の
委
曲
を
尽
し
た
書
評
が
既
に
公
に
さ
れ
、
ま
た
佐

藤
伊
久
男
氏
に
よ
っ
て
、
著
者
の
「
封
建
地
代
の
最
初
の
形
態
と
し
て
の
生

産
物
地
代
」
と
い
う
概
念
に
対
す
る
内
在
的
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
（
『
歴

史
学
研
究
』
二
六
八
号
）
。
ま
た
前
記
『
毒
界
歴
史
』
所
載
の
御
論
稿
に
対
し

て
も
青
山
吉
信
氏
（
『
イ
ギ
リ
ス
封
建
社
会
の
研
究
』
山
川
出
版
社
一
九
七

〇
年
）
、
城
戸
毅
氏
（
『
史
学
雑
誌
』
八
O
l
五
）
に
よ
る
具
体
的
史
実
を
示

し
て
の
書
評
が
あ
る
こ
と
も
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
論
評
す
べ

き
点
に
就
い
て
は
諸
先
学
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
の
検
討
が
加
え

ら
れ
て
お
り
、
著
者
御
自
身
も
参
加
さ
れ
て
の
議
論
は
主
要
な
問
題
点
を
ほ

ぼ
被
い
尽
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
（
例
え
ば
血

縁
共
同
体
、
家
父
長
制
大
家
族
、
フ
ォ
ウ
ク
ラ
ン
ド
、
保
有
奴
隷
、
貢
租
等

の
論
点
）
そ
れ
で
も
な
お
書
評
を
試
み
ん
と
す
る
の
は
、
筆
者
に
と
っ
て
は
、

自
ら
の
菲
才
に
依
る
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
未
だ
釈
然
と
し
な
い
論
点
が
残
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

　
本
書
は
序
説
の
ほ
か
、
第
一
部
三
篇
、

論
文
と
、
五
篤
の
書
評
を
収
め
た
附
録
、

成
っ
て
い
る
。

第
二
部
四
篇
の
あ
わ
せ
て
七
篇
の

さ
ら
に
参
考
文
献
、
索
引
と
か
ら
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四書

　
序
説
　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
世
経
済
史
の
出
発
点
に
つ
い
て
（
新
稿
）

　
著
者
は
望
月
清
司
氏
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
『
諸
形
態
謡
の
解
釈
（
『
．
マ
ル
ク
ス

歴
史
理
論
の
研
究
』
岩
波
書
店
【
九
七
三
年
）
を
採
周
さ
れ
て
、
ア
ソ
グ
β

・
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
場
合
は
原
始
社
会
か
ら
奴
隷
制
社
会
の
段
階
を
経
る
こ

と
な
く
直
接
に
封
建
社
会
へ
移
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
封
建
地
代

の
端
緒
形
態
を
生
産
物
地
代
と
し
、
そ
れ
が
原
始
社
会
か
ら
封
建
社
会
へ
の

移
行
途
上
の
経
過
点
と
し
て
の
部
族
國
家
に
於
け
る
貢
租
の
転
化
し
た
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
学
説
に
類
似
し
た
も
の
と
し
て
ソ
ヴ
ェ
ト
の
A
・

R
・
コ
ル
ス
ン
ス
キ
イ
や
、
我
国
の
松
木
栄
三
氏
の
聖
運
を
紹
介
さ
れ
た
あ

と
、
著
者
は
し
か
し
両
者
に
於
い
て
は
「
繍
家
的
支
配
」
、
「
国
家
権
力
」
等

の
概
念
が
超
歴
史
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
し
て
こ
れ
ら
を
退
け
、
む
し

ろ
彼
等
の
雷
う
「
前
封
建
的
国
家
」
を
歴
史
的
概
念
と
し
て
具
体
的
に
規
定

す
れ
ば
前
述
の
部
族
国
家
と
な
り
、
そ
の
成
立
原
理
は
部
族
制
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
九
世
紀
に
至
る
迄
の
初
期
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
で

は
厳
密
な
意
味
で
の
実
家
も
階
級
分
化
も
現
れ
ず
、
古
典
古
代
の
最
盛
期
に

於
け
る
都
帯
国
家
の
社
会
と
等
し
く
、
永
代
的
に
分
割
さ
れ
た
土
地
を
粗
放

式
農
法
に
依
っ
て
利
用
す
る
、
自
由
な
小
土
地
所
有
と
し
て
の
ハ
イ
ド
を
窮

極
の
基
礎
と
す
る
社
会
で
あ
っ
た
と
結
ば
れ
る
。

　
第
一
篇
　
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
？
（
初
出
［
九
七
四
卑
）

　
初
期
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
農
民
は
～
般
に
、
果
し
て
領
主
に
隷

属
す
る
状
態
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
王
と
彼
等
と
の
聞
に
い
か
な
る
領

主
を
も
介
在
さ
せ
ざ
る
自
由
民
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
聞
題
に
対
し
、
特
に

土
地
占
有
状
態
の
面
か
ら
考
察
を
加
え
ら
れ
る
。
初
期
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ

ン
社
会
に
既
に
領
主
に
よ
る
農
民
支
配
が
あ
っ
た
と
す
る
い
わ
ゆ
る
ロ
マ
ニ

ス
ト
の
解
釈
を
退
け
、
七
世
紀
宋
の
イ
ネ
王
の
法
典
第
六
章
第
三
条
を
根
拠

に
初
期
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
チ
エ
オ
ル
ル
鳶
ミ
執
、
イ
ェ
ブ
ウ
ル

鷺
ぎ
慢
、
ガ
ヴ
ォ
ル
イ
ェ
ル
ダ
恥
寒
》
甜
ミ
鈍
恩
愛
の
農
民
は
い
ず
れ
も
非
従

属
縫
独
立
的
性
格
の
自
由
民
家
族
の
家
長
で
あ
り
得
た
と
さ
れ
る
。
縫
か
に

イ
ネ
王
法
血
ハ
に
も
領
主
や
隷
属
す
る
農
民
（
ミ
書
蕊
讐
ミ
ミ
冨
ミ
）
の
例
は

見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
農
民
を
ロ
吋
こ
一
ス
ト
が
解
す
る
よ
う
な

「
隷
属
的
な
祖
先
を
も
つ
保
有
農
」
と
み
な
し
て
は
な
ら
ず
、
自
由
な
小
土

地
所
有
た
る
ハ
イ
ド
的
土
地
所
有
の
主
体
と
し
て
の
自
立
的
農
民
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
」
と
す
る
説
を
否
定
し
、
九
世
紀

に
は
か
な
り
の
地
代
を
負
担
す
る
と
難
も
こ
れ
ら
の
農
民
は
ロ
…
マ
の
コ
ロ

ヌ
ス
と
同
じ
く
、
法
的
に
は
畠
由
と
い
う
意
味
で
の
宙
由
人
で
あ
っ
た
と
結

論
さ
れ
る
。

　
第
二
篇
初
期
ア
ン
グ
ロ
ウ
ー
サ
ク
ソ
ン
国
家
に
お
け
る
王
領
一
前
封

建
国
家
の
歴
史
的
性
格
、
そ
の
一
　
　
（
初
出
一
九
六
四
年
）

　
八
繊
紀
、
王
か
ら
教
会
や
軍
事
的
従
者
へ
の
土
地
授
与
を
示
す
約
四
十
通

の
チ
ャ
…
タ
ー
（
特
許
状
）
を
史
料
に
、
こ
れ
ら
の
土
地
の
性
格
（
す
な
わ

ち
一
時
的
に
授
与
さ
れ
る
土
地
と
し
て
の
レ
ー
ン
ラ
ン
ド
、
永
久
的
に
授
与

さ
れ
る
土
地
と
し
て
の
ブ
ク
ラ
ン
ド
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
共
通
の
源
泉
と
し

て
の
王
領
）
に
つ
い
て
考
究
さ
れ
る
。
ま
ず
、
マ
ル
ク
共
同
体
説
に
墓
づ
き

王
領
を
「
民
族
あ
る
い
は
～
般
族
民
の
共
有
地
」
と
解
し
た
ケ
ン
ブ
ル
の
学

説
を
退
け
、
著
者
は
そ
れ
を
明
確
に
「
王
の
土
地
」
と
解
さ
れ
る
。
次
い
で

玉
が
自
ら
に
対
し
チ
ャ
…
タ
ー
を
発
行
し
王
の
世
襲
財
産
と
し
て
の
ブ
ク
ラ

ン
ド
を
設
定
し
た
と
い
う
例
に
基
づ
き
、
ブ
ク
ラ
ン
ド
化
さ
れ
る
以
前
の
王

領
を
「
そ
の
占
有
権
者
た
る
王
自
身
と
難
も
恣
ま
ま
に
は
そ
の
好
む
所
の
者

に
譲
渡
し
遺
贈
す
る
法
的
権
能
を
有
せ
ざ
り
し
と
こ
ろ
の
土
地
の
謂
で
あ

　
る
」
　
（
八
六
頁
）
と
定
義
づ
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
董
領
と
は
本
来
は
「
ア
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ソ
グ
ロ
ウ
ー
サ
ク
ソ
ソ
古
来
の
．
貯
ρ
a
江
。
口
熱
、
な
．
o
同
畠
コ
昏
乱
．
な

、
o
o
資
津
。
雛
冨
≦
．
（
不
文
律
の
部
族
的
慣
習
法
く
Q
蒔
ω
器
。
げ
け
Y
l
l
土
地
を

家
族
所
有
地
（
診
ヨ
に
団
①
。
。
霞
滋
）
と
し
て
飽
く
ま
で
家
族
の
内
部
に
留
め
置

か
ん
と
す
る
一
に
基
づ
く
権
利
（
さ
ミ
§
　

｛
。
葎
ユ
σ
q
算
）
に
依
っ
て
個

人
に
占
有
さ
れ
る
所
の
土
地
と
し
て
の
圏
ミ
§
亀
の
い
ま
王
の
占
有
に
係
は

る
夫
れ
で
あ
っ
た
」
　
（
八
七
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
第
三
篇
　
初
期
ア
ン
ダ
ロ
ウ
…
サ
ク
ソ
ン
国
家
に
お
け
る
自
由
民
1
…
前

封
建
輿
家
の
歴
史
的
性
格
、
そ
の
二
一
1
（
初
出
［
九
六
五
年
）

　
本
篇
で
は
フ
ォ
ウ
ク
ラ
ン
ド
上
に
住
む
農
民
の
負
担
を
確
定
す
る
こ
と
に

よ
り
、
彼
等
の
自
由
の
性
格
と
ブ
ッ
キ
ン
グ
び
。
。
江
⇔
σ
q
に
よ
っ
て
生
ず
る
彼

等
の
身
分
上
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
さ
れ
る
。
フ
ォ
ウ
ク
ラ
ソ
ド
上

に
生
活
す
る
自
由
民
チ
ェ
オ
ル
ル
は
彼
等
の
国
王
～
鼠
家
を
扶
養
す
る
た
め

公
的
貢
租
を
負
担
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
そ
の
貢
租
は
本
来
は

王
の
巡
狩
の
途
上
立
ち
寄
る
家
に
於
け
る
饗
応
を
起
源
と
す
る
現
物
、
食
物

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
自
由
民
チ
ェ
オ
ル
ル
は
領
主
の
介
在
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
彼
等
の
守
護
者
と
し
て
の
王
へ
、
一
ハ
イ
ド
の
土
地
を
占

有
す
る
者
の
資
格
に
お
い
て
果
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
貢
租
を
払
っ
た
こ
と
に
な

る
。
而
し
て
彼
等
自
由
民
に
貢
租
を
負
担
せ
し
め
た
力
は
領
主
の
経
済
外
強

制
で
は
な
く
、
古
来
不
文
律
の
慣
習
法
の
形
に
お
い
て
存
し
た
る
と
こ
ろ
の

共
同
体
全
体
の
意
思
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
C
・
S
・
オ
ー
ウ
ィ
ン
等
の
研

究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
な
耕
作
技
術
上
の
共
同
作
業
の
必
要
か

ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
村
落
共
同
体
（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
わ
ゆ
る
近
隣
共
同
体
）

の
共
周
体
規
制
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
自
生
的
に
是
に
従
っ
た
。
し
か
し
、
か

と
い
っ
て
彼
等
が
土
地
を
共
有
し
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
彼
ら
の
父
家
長
制

大
家
族
の
生
計
を
支
え
る
に
足
る
経
済
的
能
力
の
あ
る
土
地
（
ハ
イ
ド
）
を

分
割
地
と
し
て
占
膚
一
女
実
上
所
有
－
し
て
、
生
産
者
自
身
の
労
働
力

に
立
脚
し
て
個
別
に
経
営
し
て
い
た
。
著
者
は
こ
の
ハ
イ
ド
的
土
地
所
有
が

彼
等
の
自
由
の
物
的
基
礎
と
な
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

　
第
四
篇
　
イ
ン
ヴ
ラ
ン
ド
封
建
制
の
形
成
と
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
　
（
初
出

【
九
六
二
年
）

　
本
書
の
中
心
を
な
す
章
で
あ
り
、
連
続
説
を
更
め
て
強
調
さ
れ
る
。
一
九

世
紀
末
以
来
、
正
統
学
説
と
な
っ
た
断
絶
説
の
再
認
者
ラ
ウ
ン
ド
の
流
れ
を

汲
む
F
・
選
・
ス
チ
ン
ト
ソ
や
ダ
グ
ラ
ス
に
も
、
一
幅
続
性
を
評
価
し
て
い
る

側
面
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
ラ
ウ
ン
ド
を
始
め
と
す
る
断
絶
説
の
特

徴
は
、
封
建
制
を
軍
役
奉
仕
に
依
る
土
地
保
有
制
度
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と

と
、
そ
の
軍
役
土
地
保
有
者
の
現
実
的
生
活
基
盤
と
し
て
の
騎
士
画
地
に
関

し
て
、
具
体
的
な
社
会
経
済
構
造
へ
の
配
慮
を
全
く
欠
い
て
い
る
こ
と
、
要

す
る
に
一
般
に
封
建
的
土
地
所
有
に
お
け
る
「
上
部
構
造
」
と
「
下
部
構
造
」

と
の
内
的
関
連
に
対
す
る
統
一
的
把
握
の
欠
如
で
あ
る
。
ノ
ル
マ
ン
征
服
は

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
農
村
社
会
構
造
を
封
建
的
な
も
の
に
変
え
は
し
な
か
っ
た

と
し
た
前
記
ス
チ
ン
ト
ン
や
ダ
グ
ラ
ス
さ
え
、
社
会
の
上
層
…
支
配
忽
諸

身
分
に
関
す
る
限
り
は
征
服
は
革
命
を
意
味
し
た
と
の
立
場
を
堅
持
し
て
い

る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
征
服
後
の
ノ
ル
マ
ソ
人
国
王
に
よ
る
騎
士
役
賦
課
が

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
封
建
制
を
齎
し
た
と
す
る
断
絶
説
の
主
要
な
根
拠
に
対
抗

す
る
べ
く
、
そ
の
よ
う
な
騎
士
に
類
似
す
る
性
格
を
持
つ
「
家
中
騎
士
」

ぴ
。
償
ω
魯
。
嵐
上
巴
α
q
算
が
征
服
前
後
を
通
じ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
実
証

さ
れ
る
。

　
ま
ず
後
期
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
に
お
け
る
プ
。
話
。
ぎ
乙
屍
葺
巴
器
目

と
し
て
の
ク
ニ
フ
ト
§
ミ
を
「
本
質
的
に
何
ら
か
の
有
力
者
の
家
ノ
子
郎

党
た
る
者
で
あ
り
、
平
時
は
、
常
に
そ
の
主
君
の
家
中
に
在
っ
て
そ
の
身
辺
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←

評書

近
く
侍
り
、
主
君
が
そ
の
領
内
の
三
号
に
出
つ
る
時
は
之
に
供
奉
し
て
主
君

を
警
固
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
奉
仕
は
い
は
ゆ
る
身
を
以
て
す
る
奉
仕
で
あ

っ
た
」
（
｛
五
四
頁
）
も
の
と
さ
れ
る
。
本
来
彼
等
は
「
半
歩
の
努
庫
に
於
け

る
財
物
並
び
に
金
銭
の
貯
へ
の
一
部
を
（
概
し
て
現
物
形
態
に
て
）
主
客
の
自

由
裁
量
に
基
き
支
給
」
（
一
六
〇
頁
）
さ
れ
て
い
た
が
、
十
、
一
一
世
紀
に
は

土
地
、
そ
の
地
に
関
す
る
不
輸
不
入
権
、
裁
判
権
を
も
一
〇
即
⇒
さ
れ
、
事
実

上
の
封
建
的
土
地
保
有
者
と
な
っ
た
。
而
し
て
征
服
後
も
「
ア
ン
グ
ロ
ウ
ー

サ
ク
ソ
ソ
年
代
記
」
等
に
は
、
修
道
院
長
が
扶
養
す
る
家
中
騎
土
の
例
が
見

出
し
得
る
と
し
て
、
上
部
構
造
に
於
け
る
体
制
的
連
続
性
を
主
張
さ
れ
る
。

次
に
ノ
ー
フ
ォ
ク
州
の
ω
戸
b
d
窪
簿
修
道
院
領
に
寄
進
さ
れ
た
匿
窪
？

窯
Φ
犀
。
ロ
な
る
土
地
の
征
服
前
後
の
保
有
関
係
を
調
登
さ
れ
、
そ
こ
に
封
建

的
土
地
保
有
に
近
似
し
た
土
地
保
有
が
連
続
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

け
①
口
β
ユ
巴
O
O
葺
ヨ
三
蔓
を
主
張
さ
れ
る
。

　
第
五
篤
　
、
勢
ミ
§
．
㌶
考
（
初
出
一
九
六
〇
年
）

　
元
来
、
　
一
定
期
間
内
領
主
の
一
家
を
扶
養
す
る
に
必
要
な
広
義
の
農
産
物

を
意
味
し
て
い
た
フ
ァ
ー
ム
箭
B
p
は
封
建
地
代
の
最
初
の
形
態
と
し
て
の

生
産
物
地
代
と
な
り
、
一
一
世
紀
後
半
に
は
貨
幣
納
化
さ
れ
た
。
上
領
に
関

し
て
は
初
期
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
貢
租
が
、
王
領
の
ブ
ク
ラ
ン
ド

化
に
よ
っ
て
生
産
物
地
代
と
な
り
、
征
服
後
金
納
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
得

る
と
解
さ
れ
る
。
領
主
か
ら
荘
園
を
講
負
わ
さ
れ
た
ミ
§
§
ミ
は
、
荘
園

経
営
の
責
任
を
負
う
と
と
も
に
、
荘
園
か
ら
の
収
入
と
領
主
へ
の
支
払
い
と

の
差
額
を
自
己
の
利
益
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
ー
ブ

ク
」
に
み
ら
れ
る
王
領
の
多
く
は
フ
ァ
ー
ム
・
ア
ウ
ト
さ
れ
て
い
る
が
、
請
負

人
の
中
に
は
シ
ニ
リ
フ
や
助
祭
に
混
っ
て
封
建
的
保
有
農
艮
が
居
る
。
ダ
ラ

ム
司
教
領
に
就
い
て
の
＝
一
世
紀
末
の
調
査
書
で
あ
る
切
。
置
窪
切
o
o
騨
に

於
い
て
は
こ
の
こ
と
は
一
層
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
農
民
的
苗
印
、
こ
§
、
欺

は
概
し
て
標
準
規
模
保
有
慢
罵
と
極
め
て
親
近
な
関
係
に
あ
る
が
、
賦
役
の

負
担
は
軽
く
、
主
と
し
て
貨
幣
地
代
を
納
め
る
。
著
者
は
彼
等
を
、
も
と
農

奴
く
已
ρ
p
諺
で
あ
っ
た
も
の
が
領
主
直
営
地
を
リ
ー
ス
さ
れ
賦
役
を
免
じ

ら
れ
て
生
じ
た
も
の
で
、
く
置
ρ
ぎ
と
跨
o
o
ぎ
乙
震
と
の
中
間
的
存
在
で

あ
る
と
推
測
さ
れ
、
し
か
も
彼
等
の
負
担
す
る
金
納
地
代
は
封
建
制
解
体
時

の
そ
れ
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
。

　
第
六
篇
　
領
主
的
支
配
と
農
民
共
同
体
（
初
出
一
九
七
六
年
）

　
前
篇
と
同
様
、
農
民
的
、
映
ミ
ミ
識
を
扱
い
、
彼
等
の
自
律
性
を
評
価
さ
れ

よ
う
と
す
る
。
　
「
ブ
ク
偏
の
サ
リ
州
の
例
か
ら
、
特
定
の
王
領
が
「
シ
ェ
リ

フ
に
フ
ァ
ー
ム
・
ア
ウ
ト
せ
ら
れ
て
を
ら
ず
、
従
っ
て
フ
ァ
ー
マ
た
る
シ
ェ

ジ
フ
か
ら
な
ん
ら
経
済
的
に
搾
取
せ
ら
れ
て
を
ら
ず
、
却
っ
て
当
荘
園
の
代

表
的
な
農
民
た
る
ヴ
ィ
レ
ソ
が
全
体
と
し
て
領
主
た
る
王
よ
り
彼
等
の
属
す

る
荘
園
を
フ
ァ
ー
ム
し
て
み
た
で
あ
ら
う
」
　
（
二
三
四
頁
）
と
鯉
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
農
民
的
謡
ミ
ミ
、
ミ
は
村
の
ヴ
ィ
レ
ソ
の
全
体
で
は
な
く
一
二
の

ヴ
ィ
レ
ソ
の
み
が
請
負
っ
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
彼
等
は
征
服
以
前
よ
り
引

続
き
そ
の
土
地
の
土
着
民
と
し
て
、
　
「
領
主
的
権
威
を
承
認
し
つ
つ
も
な
ほ

未
だ
全
き
隷
属
民
と
言
は
ん
よ
り
は
、
多
分
に
古
サ
ク
ソ
ン
の
自
由
な
る
小

土
地
所
有
（
1
ー
ハ
イ
ド
的
土
地
所
有
）
農
民
の
伝
統
を
継
承
慕
保
持
し
つ
つ

あ
っ
た
者
」
　
（
二
四
七
頁
）
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
村
落
共
同
体
の
古
来
の

慣
習
は
マ
ナ
領
主
権
よ
り
古
く
、
こ
の
慣
習
に
沿
っ
て
ヴ
ィ
レ
ソ
た
ち
の
フ

ァ
ー
ム
は
、
領
主
権
の
直
接
の
介
入
な
し
に
慣
習
的
に
固
定
せ
る
フ
ァ
ー
ム

を
払
っ
て
い
た
と
し
て
、
こ
れ
こ
そ
共
同
体
自
治
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
。

　
第
七
篇
　
悔
㍗
．
ミ
黛
O
o
§
款
Ω
譜
。
。
孜
（
新
稿
）

　
本
章
で
は
毎
服
以
後
＝
一
世
紀
末
に
至
る
、
王
領
収
入
に
関
し
て
、
　
「
州
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の
フ
ァ
ー
ム
L
を
通
し
て
考
察
さ
れ
る
。
＝
一
世
紀
末
の
『
財
政
府
問
答
』

で
は
、
征
服
後
も
本
来
食
物
納
入
が
フ
ァ
…
ム
の
形
式
で
あ
っ
た
が
便
宜
上

金
納
化
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
征
服
前
か
ら
金
納
化
さ

れ
た
フ
ァ
ー
ム
は
存
在
し
た
。
而
し
て
コ
つ
の
州
に
お
け
る
総
て
の
〔
王

領
の
〕
土
地
（
荘
園
）
か
ら
上
が
る
〔
地
代
収
入
の
〕
総
額
（
恥
§
§
黛
象
§
ミ
ー

ミ
§
い
）
」
（
二
八
八
頁
）
と
し
て
の
貨
幣
形
態
の
フ
ァ
ー
ム
が
汎
く
一
般
に
確

立
し
た
の
は
、
ヘ
ン
リ
ー
世
以
前
の
ノ
ル
マ
ソ
朝
初
期
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ

れ
る
。
ま
た
エ
ド
ワ
ァ
ド
専
意
王
職
に
既
に
シ
ェ
リ
フ
に
依
る
王
国
フ
ァ
…

　
し

ム
の
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
面
に
つ
い
て
も
連
続
性
を
主
張
し
得
る
と

さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
ブ
ク
」
に
は
王
か
ら
直
接
フ
ァ
ー
ム
・
ア
ウ
ト
さ
れ
た

中
世
都
市
民
の
共
同
体
の
例
が
み
ら
れ
、
こ
れ
は
半
世
紀
余
り
後
に
射
れ
る

幅
§
ミ
寒
薦
帖
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
展
望
を
示
さ
れ
て
本
篇
を
閉

じ
ら
れ
る
。

　
附
録
と
し
て
収
め
ら
れ
た
五
篇
の
書
評
に
於
い
て
も
、
著
者
は
公
正
厳
格

な
批
評
家
と
し
て
の
範
を
示
さ
れ
る
が
、
し
か
も
同
蒔
に
そ
れ
ぞ
れ
の
書
の

秀
れ
た
点
を
も
的
確
に
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
書
評
な
る
形
を
通
し
て
、
御
・
単

身
の
構
想
を
対
照
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
さ
れ
よ
う
と
し
た

意
図
も
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
い
っ
た
著
者
の
御
考
え
を
示
す
と
弔
わ

れ
る
部
分
に
つ
い
て
の
み
紹
介
し
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
点
は
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
の
評
価
に
関
し
て
で
あ
る
。
二
選
孝
次
郎

著
『
イ
ギ
リ
ス
玉
繭
建
社
会
経
済
史
』
に
対
し
て
、
　
「
著
者
は
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン

ド
を
民
族
の
財
産
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
と
も
認
め
ら
れ
な

い
の
で
あ
ら
う
か
。
」
（
三
一
ご
一
頁
）
と
問
わ
れ
、
ま
た
青
山
吉
信
著
『
ア
ン

グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ソ
社
会
の
研
究
』
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
史
料

解
釈
を
問
題
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
青
山
説
に
よ
る
と
「
フ
ォ
ウ
ク
ラ
ン
ド

の
所
有
の
童
体
が
人
民
或
い
は
国
家
よ
り
今
や
國
家
と
い
ふ
名
の
、
領
主
と

し
て
の
王
に
替
っ
て
み
る
」
　
（
三
四
四
頁
）
が
、
著
者
は
マ
ル
ク
共
同
体
説

を
始
め
と
す
る
、
共
匪
体
に
依
る
フ
ォ
ウ
ク
ラ
ン
ド
駈
有
の
学
説
に
は
賛
成

で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
同
じ
批
判
は
、
P
・
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
ブ
著
、
富
沢

霊
岸
・
鈴
木
利
章
訳
『
イ
ギ
リ
ス
荘
園
の
成
立
』
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
フ
ォ
ウ
ク
ラ
ン
ド
を
両
訳
者
の
よ
う
に
「
民
有
地
」
と
訳
す
と
、

「
人
民
の
所
有
に
係
は
る
土
地
」
　
（
三
四
九
頁
）
と
受
け
取
ら
れ
る
虞
が
あ

る
が
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
は
こ
れ
を
三
韓
く
達
儲
巴
な
も
の
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
か
ら
、
訳
と
し
て
不
適
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

　
第
二
の
論
点
は
封
建
地
代
の
端
緒
形
態
を
賦
役
で
は
な
く
、
生
産
物
地
代

と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
ソ
ビ
エ
ト
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
版
『
世
界
史
中
世
亙
』

の
書
評
に
於
い
て
、
著
者
は
ソ
ビ
エ
ト
の
コ
ル
ガ
ー
ノ
フ
が
貢
物
を
封
建
的

搾
取
の
端
緒
的
形
態
と
な
す
と
し
た
点
を
、
著
者
の
旧
著
『
形
成
』
の
論
旨

に
適
合
的
と
し
て
評
価
し
て
お
ら
れ
る
（
三
五
五
一
六
頁
）
。
か
ね
て
か
ら
の

主
張
で
あ
っ
た
生
産
物
地
代
論
を
、
本
書
の
「
序
説
し
と
末
尾
と
に
配
さ
れ

た
こ
と
は
、
こ
の
説
に
対
す
る
著
者
の
自
負
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
第
一
部
で
は
、
七
i
九
世
紀
の
初
期
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン

社
会
の
性
格
規
定
（
階
級
社
会
へ
の
移
行
の
契
機
を
含
み
な
が
ら
も
、
基
本

的
に
は
家
父
長
制
大
家
族
を
基
本
単
位
と
す
る
解
体
期
氏
族
制
社
会
）
が
行

わ
れ
、
第
二
部
で
は
、
ノ
ル
マ
ソ
征
服
以
後
の
社
会
に
於
け
る
、
征
服
前
の

社
会
と
の
連
続
性
の
諸
要
素
の
発
見
が
行
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
ま

た
し
て
も
、
十
、
一
一
世
紀
の
後
期
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
性
絡
規

定
を
行
う
た
め
の
実
証
研
究
は
見
送
ら
れ
た
。
　
（
佐
藤
伊
久
男
「
後
期
サ
ク

ソ
ン
ー
ー
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
研
究
の
課
題
」
『
西
洋
史
研
究
』
新
輯
三
、
　
一
九
七

四
年
参
照
）
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前
述
し
た
よ
う
に
、
以
下
専
ら
筆
者
の
関
心
に
沿
っ
て
著
者
の
論
旨
を
検

討
し
て
み
た
い
。

　
著
者
は
征
服
に
よ
る
断
絶
を
否
定
し
、
連
続
説
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
農

民
的
フ
ァ
ー
マ
、
鳩
ミ
ミ
職
に
注
目
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
点
を
検
討

し
て
み
よ
う
。
　
一
一
世
紀
末
の
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
ィ
…
ブ
ク
」
や
一
二
世
紀

末
ダ
ラ
ム
司
教
領
の
「
ボ
ウ
ル
ダ
ソ
ー
ブ
ク
」
に
於
い
て
王
領
や
司
教
領
が

フ
ァ
…
ム
・
ア
ウ
ト
さ
れ
て
い
る
場
合
、
フ
ァ
ー
マ
ー
ヨ
な
わ
ち
執
硝
負
人
の
中
・

に
は
シ
ェ
リ
フ
や
助
祭
等
の
他
に
ヴ
ィ
レ
ソ
！
、
諺
窪
霧
を
始
め
と
す
る
農

民
が
多
数
存
在
し
、
彼
等
は
村
内
で
フ
ァ
ー
マ
共
同
体
を
形
成
し
て
、
他
の

領
主
を
介
在
さ
せ
ず
に
、
直
接
に
領
主
と
し
て
の
国
王
や
司
教
に
固
定
地
代

を
払
う
と
著
者
は
解
し
て
お
ら
れ
る
。

　
し
か
し
幾
つ
か
の
疑
問
が
湧
く
。
ま
ず
著
者
は
こ
れ
ら
農
民
的
フ
ァ
ー
マ

は
封
建
的
義
務
を
負
う
農
奴
で
あ
る
が
、
彼
等
に
は
ア
ソ
グ
β
・
サ
ク
ソ
ン

時
代
の
自
由
人
の
な
ご
り
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
（
二
四
七
頁
）
。

例
え
ば
頭
領
に
於
い
て
は
、
初
期
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
推
会
の
自
由
人
の

國
王
扶
養
義
務
か
ら
発
生
し
た
食
物
貢
租
が
、
後
期
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン

時
代
に
生
産
物
地
代
と
な
り
、
そ
れ
が
征
服
後
金
納
化
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ

が
封
建
社
会
解
体
の
徴
と
み
な
し
得
る
と
言
わ
れ
る
（
一
九
〇
、
一
九
六
－

七
、
二
二
〇
頁
）
の
は
全
く
理
解
に
苦
し
む
。
著
者
が
規
定
さ
れ
た
階
級
発

生
以
前
の
社
会
に
於
け
る
自
由
畏
の
貢
納
と
、
階
級
社
会
に
於
け
る
搾
取
の

結
果
と
し
て
の
封
建
地
代
と
を
、
同
…
レ
ヴ
ニ
ル
で
論
じ
る
こ
と
に
な
り
は

し
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
著
者
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
農
罠
的
フ
ァ
ー
マ
の

実
態
は
、
自
由
民
の
な
ご
り
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
一
般

に
フ
ァ
ー
マ
は
、
著
者
の
言
に
依
れ
ば
、
領
主
と
し
て
の
王
や
司
教
か
ら
彼

等
の
荘
園
の
経
営
を
一
定
の
義
務
．
（
多
く
は
貨
幣
納
付
）
で
も
っ
て
請
負
い
、

そ
の
か
わ
り
に
「
彼
が
い
ま
領
主
の
恣
意
に
依
り
不
断
に
変
更
さ
れ
る
こ
と

な
ぎ
慣
習
的
に
固
定
せ
る
フ
ァ
ー
ム
を
定
期
に
支
払
ふ
義
務
を
履
行
す
る
限

り
に
於
て
、
当
該
荘
園
の
隷
属
農
罠
と
の
関
係
に
於
て
は
彼
に
宛
か
も
領
主

の
如
き
地
位
1
一
言
は
ば
象
ミ
軸
物
喚
§
鴇
§
ミ
笥
騨
謹
」
が
保
証
さ
れ
、
「
以

て
彼
等
農
民
の
剃
余
労
働
の
一
般
的
通
例
的
形
態
を
表
は
す
所
の
本
来
的
封

建
地
代
を
直
接
収
取
す
る
権
利
を
確
保
」
さ
れ
る
（
一
九
八
頁
）
。
と
す
る
な

ら
ば
著
者
の
言
わ
れ
る
フ
ァ
…
マ
は
、
ま
さ
し
く
「
農
民
と
彼
等
の
領
主
と

の
閲
に
介
在
す
る
」
搾
取
者
（
一
九
八
頁
）
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
　
「
ボ
ウ
ル
ダ
ン
・
ブ
ク
」
の
例
の
中
で
、
村
全
体
が
フ
ァ
ー
ム
さ
れ
て

い
て
、
か
つ
そ
こ
に
は
フ
ァ
ー
マ
以
外
の
農
民
が
い
な
い
場
合
（
二
二
〇
頁
）
、

彼
等
は
～
体
誰
を
搾
取
し
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
彼
等
は
自
分
で
自

分
を
搾
取
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
等
が
そ
う
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
領
主
と
し
て
の
司
教
に
隷
属
し
て
い
た
か
ら
で
あ

り
、
そ
こ
に
領
主
・
畏
民
と
い
う
封
建
的
搾
取
関
係
が
成
立
し
て
い
た
か
ら

で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
題
章
鷺
竃
§
ミ
偽
8
謡
国
ミ
§
ミ
発
（
二
一
四

頁
）
と
し
て
宛
か
も
被
搾
取
階
級
か
ら
逃
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
想
定
し
て

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
ー
ブ
ク
」
の
リ
ム
ス
ト
ウ
ン
荘
園
（
デ
ボ
ン
州
）

の
場
合
、
ヴ
ィ
レ
ン
十
人
、
ボ
ー
ダ
ァ
六
人
、
奴
隷
二
人
が
「
全
体
と
し
て

こ
の
荘
園
を
フ
ァ
ー
ム
し
つ
つ
あ
っ
た
」
　
（
一
一
五
六
－
七
一
貝
）
と
さ
れ
る
が
、

一
体
誰
を
搾
取
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
ー
ブ
ク
」
の
ケ
ン
ト
州
の
例
で
、
ヴ
ィ
ソ
ソ

三
人
が
共
同
体
を
つ
く
り
、
一
人
の
領
主
か
ら
二
つ
の
マ
ナ
で
構
成
さ
れ
る

一
つ
の
ヴ
ィ
ル
を
フ
ァ
ー
ム
し
て
い
た
（
二
六
八
－
七
一
頁
）
と
い
う
著
者

の
解
釈
を
採
用
す
る
と
、
こ
の
三
人
の
ヴ
ィ
レ
ソ
は
同
じ
ヴ
ィ
ル
共
同
体
の
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他
の
十
人
の
ヴ
ィ
レ
ソ
と
十
人
の
ボ
ー
ダ
ァ
を
搾
取
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

ヴ
ィ
レ
ン
が
ヴ
ィ
レ
ソ
を
搾
取
す
る
の
は
、
い
か
な
る
経
済
外
強
制
を
以
て

す
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
搾
取
す
る
側
の
ヴ
ィ
レ
ソ
は
、
最
早
「
領
主
」

化
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
な
ら
階
級
対
立
関
係
に
在
る
者
を
同
じ
く
「
ヴ
ィ

レ
ソ
」
と
呼
ぶ
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
著
者
が
フ
ァ
ー
マ
の
自
治
を
評
価
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
フ
ァ
ー

マ
共
同
体
が
あ
る
。
マ
ナ
の
慣
習
を
規
定
す
る
の
は
、
領
主
権
力
よ
り
も
古

い
・
村
落
共
同
体
の
慣
習
で
あ
る
と
さ
れ
、
領
主
直
営
地
や
荘
園
庁
を
欠
く

マ
ナ
が
ヴ
ィ
レ
ソ
に
よ
っ
て
フ
ァ
ー
ム
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
著
者
は
こ

れ
を
「
領
主
権
の
何
ら
の
直
接
の
介
入
な
し
に
」
　
「
自
己
規
制
で
」
　
「
固
定

フ
ァ
ー
ム
を
取
立
て
る
連
帯
的
義
務
を
果
た
し
つ
つ
あ
っ
た
」
例
と
し
て
、

彼
等
ヴ
ィ
レ
ソ
の
「
共
同
体
的
自
治
」
を
高
く
評
価
さ
れ
る
（
二
七
三
頁
）
。

し
か
し
農
民
的
フ
ァ
ー
マ
共
問
体
の
自
治
が
、
も
し
著
者
の
評
価
さ
れ
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
領
主
に
と
っ
て
は
荘
園
庁
を
麗

く
必
要
も
な
い
ほ
ど
搾
取
が
容
易
な
の
で
あ
る
か
ら
、
好
都
合
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
ど
れ
ほ
ど
高
い
自
治
能
力
を
持
っ
て
も
、
結
局
は

フ
ァ
ー
ム
な
り
賦
役
な
り
何
ら
か
の
形
で
領
主
に
地
代
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
い
う
封
建
的
搾
取
体
制
の
成
立
こ
そ
重
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。　

著
者
は
村
落
共
同
体
の
慣
習
法
は
領
主
権
に
依
っ
て
モ
デ
ィ
フ
ァ
イ
さ
れ

な
が
ら
も
、
再
構
成
さ
れ
た
に
過
ぎ
ぬ
と
し
て
、
共
同
体
規
制
を
領
主
権
力

よ
り
根
底
的
な
も
の
と
評
価
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
我
国
で
は
従
来
よ
く

み
ら
れ
た
図
式
で
あ
る
が
、
領
主
が
最
大
生
産
力
を
あ
げ
る
た
め
に
勧
農
権

を
掌
握
す
る
な
ど
の
関
連
は
在
る
と
し
て
も
、
耕
作
技
術
上
の
制
約
、
耕
地

強
綱
等
か
ら
生
じ
る
規
制
と
、
階
級
支
配
権
力
と
し
て
の
領
主
権
と
は
、
本

来
的
に
次
元
の
異
な
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（308）

　
以
上
、
著
者
の
真
意
を
汲
み
取
る
こ
と
な
く
、
失
礼
な
疑
問
ば
か
り
を
呈
　
4
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
。
巻
末
に
収
録
さ
れ
た
切
旨
賦
。
σ
q
養
や
け
嘱

は
旧
著
『
形
成
』
の
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
欝
欝
な
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
著
者
の
私
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
、
筆
者
は
自
ら

の
学
の
浅
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
る
。
今
後
と
も
著
者
に
御
教
え
を
乞
い

つ
つ
研
鑛
を
積
み
た
い
と
の
願
い
を
込
め
て
筆
を
欄
く
。
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