
中
世
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
領
域
構
造
論

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

y
び
都
市
一
農
村
関
係
論
の
課
題

中世イタリアにおける領域構造論及び都市一農村関係論の課題（佐藤）

は
　
じ
　
め
　
に

　
一
九
七
〇
年
代
に
至
る
ま
で
、
イ
タ
リ
ア
の
中
世
史
研
究
に
お
い
て
は
長

い
問
都
市
中
心
的
な
記
述
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
一
九
六
〇
年
代
末
ま
で

は
C
・
ヴ
ィ
オ
ラ
ン
テ
の
ミ
ラ
ノ
の
前
コ
ム
ー
ネ
史
研
究
や
R
・
ロ
メ
オ
に

よ
る
S
・
ア
ン
ブ
ロ
ジ
オ
修
道
院
の
農
村
に
お
け
る
領
主
支
配
の
研
究
な
ど

が
例
外
的
に
都
布
と
農
村
の
密
接
な
関
係
を
強
調
し
た
議
論
を
行
っ
て
い
る

⑫
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
都
雪
ム
ー
ネ
を
翼
村
的
・
蓬
的
．
貴

族
的
」
な
世
界
と
の
対
立
に
お
い
て
理
解
す
る
見
方
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
申

蝕
の
中
北
部
イ
タ
リ
ア
に
は
周
辺
の
農
村
領
域
を
支
配
す
る
「
都
市
コ
ム
ー

ネ
」
が
多
数
成
立
し
、
そ
の
一
部
は
中
世
後
期
に
は
自
治
共
和
国
か
ら
「
シ

ニ
ョ
ー
リ
ア
制
」
と
呼
ば
れ
る
寡
頭
や
独
裁
に
よ
る
統
治
体
制
へ
移
行
し
、

鱈
主
あ
る
い
は
一
つ
の
支
配
都
市
に
よ
っ
て
複
数
の
都
市
が
支
配
さ
れ
る
領

佐

藤

公

美

域
国
家
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
統
治
体
制
の
変
化
は
イ
タ
リ
ア

都
市
の
特
徴
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
変
化
の
要
因
の
理
解
と

歴
史
的
評
価
も
ま
た
、
既
述
の
よ
う
な
都
市
中
心
の
歴
史
観
に
大
き
く
規
定

さ
れ
て
い
た
と
書
え
よ
う
。
多
少
図
式
的
に
示
せ
ば
、
都
市
領
主
に
よ
る
支

配
を
克
服
し
成
立
し
た
都
草
コ
ム
ー
ネ
が
君
主
国
あ
る
い
は
領
域
国
家
へ
と

移
行
し
て
行
く
過
程
は
、
「
都
市
共
和
国
の
自
由
」
の
衰
退
の
過
程
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
②

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
都
市
中
心
的
な
記
述
に
対
す
る
大
規
模
な
批
判
が
展
開
さ
れ

た
の
が
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
○
年
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
中
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
諸
研
究
は
、
分
析
の
対
象
を
都
市
内
部
の

社
会
構
造
に
限
定
せ
ず
、
農
村
領
域
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
と
い
う
点
に

お
い
て
共
通
の
傾
向
を
持
ち
、
少
な
く
と
も
研
究
対
象
と
し
て
の
都
市
の
特

権
的
重
要
性
を
否
定
す
る
と
い
う
傾
向
が
共
有
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
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都
市
と
農
村
を
め
ぐ
る
イ
タ
リ
ア
の
中
世
史
研
究
の
動
向
を
知
る
上
で
は

R
・
ボ
ル
ド
ー
ネ
に
よ
る
動
向
論
文
が
詳
し
い
が
、
そ
こ
で
彼
は
「
都
市
に

よ
る
コ
ン
タ
ー
ド
征
服
」
と
い
う
表
現
に
あ
や
か
っ
て
、
当
時
の
農
村
に
研

究
対
象
が
傾
い
て
い
た
動
向
を
指
し
て
「
歴
史
学
に
お
い
て
は
コ
ン
タ
ー
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
都
市
を
征
服
し
た
」
と
評
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
都
市
史
批
判
を
受
け
た
現
在
の
中
近
世
イ
タ
リ
ア
史
研
究
に

は
、
一
ぢ
の
動
向
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
十
一
世
紀
前
後
の
都
市
コ
ム
ー
ネ

成
立
期
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
指
導
層
の
一
部
が
同
時

に
農
村
部
に
所
領
を
持
つ
貴
族
で
あ
る
こ
と
は
N
・
オ
ッ
ト
カ
ー
ル
の
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

以
来
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
貴
族
の
家
が
所
領
形
成
と
の
関
連

の
中
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
か
と
い
う
問
題
や
、
そ
の
所
領
経
営
と
都
市
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ム
ー
ネ
の
関
連
な
ど
は
長
い
間
実
証
的
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

後
農
村
に
対
す
る
注
目
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
貴
族
や
領
主
制
、
農
村

共
同
体
、
「
農
村
コ
ム
ー
ネ
」
に
関
す
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
は
じ
め
、
こ
れ

ら
と
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
関
逮
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ

⑥る
。
～
九
八
○
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
領
主
支
配
の
形
成

と
発
展
そ
の
も
の
や
農
村
共
同
体
の
実
態
を
問
題
に
す
る
実
証
研
究
も
着
実

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
他
方
は
＝
二
世
紀
後
半
以
降
、
シ
ニ
ョ
ー
リ
ア
鋼

を
経
て
複
数
の
都
市
を
包
含
し
て
成
立
す
る
領
域
国
家
に
漏
す
る
動
向
で
あ

る
。
こ
の
面
で
は
、
近
世
の
領
域
国
家
が
持
つ
基
本
的
に
不
均
質
で
多
元
的

な
領
域
構
造
が
強
調
さ
れ
、
地
域
ご
と
の
差
異
を
考
慮
し
つ
つ
理
論
的
な
見

取
図
の
構
築
を
進
め
る
作
業
も
同
等
に
進
展
し
て
来
た
。
一
九
七
〇
年
代
以

来
こ
の
仕
事
を
中
心
的
に
進
め
て
来
た
の
は
G
・
キ
ッ
ト
リ
ー
二
で
あ
る
が
、

彼
の
出
発
点
は
や
は
り
農
村
領
域
と
の
関
係
を
考
慮
せ
ず
都
布
内
部
の
社
会

構
造
に
の
み
注
目
し
、
シ
ニ
ョ
ー
リ
ア
制
へ
の
移
行
に
「
自
由
」
の
衰
退
を

見
出
す
都
市
中
心
史
観
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。
キ
ッ
ト
リ
ー
二
は
シ
ニ

ョ
ー
リ
ア
鋼
へ
の
移
行
の
要
因
と
し
て
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
が
組
織
的
に
農
村

領
域
を
統
合
し
編
成
す
る
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
を

強
調
す
る
。
都
市
コ
ム
ー
ネ
は
有
力
な
聖
俗
の
領
主
支
配
や
農
村
・
山
岳
・

渓
谷
の
共
同
体
、
城
塞
集
落
の
よ
う
な
半
都
市
的
申
心
な
ど
の
多
様
な
ロ
ー

カ
ル
な
政
治
勢
力
を
下
金
に
服
属
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
勢

力
は
、
新
し
く
成
立
す
る
領
域
国
家
の
も
と
で
も
や
は
り
そ
の
自
立
性
と
活

力
を
維
持
し
つ
つ
、
領
域
国
家
の
秩
序
の
内
部
に
組
み
込
ま
れ
て
行
く
。
こ

う
し
て
国
家
と
地
域
の
問
で
権
力
が
分
有
さ
れ
補
完
し
あ
う
コ
～
元
主
義
」

　
　
　
　
⑧

が
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
都
市
コ
ム
」
ネ
に
お
け
る
シ
ニ
ョ
ー
リ
ア
制
の
出

現
は
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
下
で
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
広
範
な
領
域
に
及
ぶ

よ
り
安
定
的
な
秩
序
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
中
世
盛
期
以
後
の
中
北
部
イ
タ
リ
ア
史
は
自
治
的
な
諸
都
市
の
分
立
と
相

互
の
対
立
抗
争
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
中
で
も
特
異
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な
外
観
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
都
市
コ
ム
ー
ネ
形
成
期
に
お
け
る
都
市

共
同
体
や
農
村
共
同
体
の
形
成
と
発
展
、
そ
し
て
中
世
後
期
以
降
の
領
域

国
家
の
形
成
と
い
う
過
程
は
、
以
下
本
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
大
局
的
に
見

れ
ば
や
は
り
他
地
域
と
共
通
の
特
徴
を
多
く
備
え
て
い
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
従
来
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
制
度
史
的
な
理
解

に
お
い
て
は
、
都
市
内
部
の
社
会
的
な
関
係
に
視
角
が
限
定
さ
れ
が
ち
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
共
通
点
の
多
く
が
見
落
と
さ
れ
て
来
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
も
な
お
こ
う
し
た
傾
向
は
強
い
と
一
言
え
よ
う
。

し
か
し
集
中
的
な
都
市
史
批
判
を
経
た
現
在
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
共

通
点
を
十
分
に
意
識
し
た
比
較
史
的
展
望
の
下
で
コ
ム
ー
ネ
陣
代
を
再
び

意
義
付
け
直
す
こ
と
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
コ

ム
ー
ネ
形
成
期
以
後
を
、
中
世
後
期
に
確
認
さ
れ
る
領
域
構
造
の
形
成
過

程
と
し
て
連
続
的
に
提
え
て
行
く
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
第

一
に
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
形
成
と
い
う
出
来
事
と
農
村
社
会
の
動
態
と
の
関

連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
用
で
あ
り
、
第
二
に
は
そ
の
こ
と
が
後
の

領
域
構
造
が
確
立
し
て
行
く
過
程
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
持
ち
得
た

の
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
用
で
あ
る
。

　
本
稿
の
基
本
的
な
醤
的
は
、
イ
タ
リ
ア
の
中
世
後
期
以
降
の
国
家
の
領

域
購
造
を
見
通
し
た
上
で
、
そ
の
形
成
過
程
に
お
け
る
コ
ム
ー
ネ
時
代
の

意
義
付
け
を
行
う
た
め
の
論
点
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
先
述
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の
よ
う
な
都
市
史
記
述
に
対
す
る
批
判
的
再
検
討
の
成
果
を
取
り
上
げ
、
整

理
し
た
上
で
実
証
的
な
課
題
を
示
す
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
た
い
。
そ
の
た
め
の

方
法
と
し
て
、
は
じ
め
に
領
域
構
造
の
見
取
り
図
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
後

都
市
コ
ム
！
ネ
形
成
期
以
後
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
を
取
り
あ
げ
、
論
点

　
　
　
　
⑨

を
指
摘
す
る
。
実
証
的
な
課
題
に
結
び
付
け
る
た
め
に
は
あ
る
程
度
地
域
を

限
定
し
つ
つ
同
時
に
地
域
間
の
比
較
を
行
う
こ
と
が
必
用
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
、
理
論
的
主
張
の
影
響
力
に
よ
っ
て
地
域
を
超
え
た
議
論
の
対
象
と
な

っ
た
研
究
を
比
較
的
多
く
も
つ
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
地
域
を
中
心
に
取
り
扱

う
。
こ
の
地
域
は
封
主
・
封
臣
関
係
の
持
つ
社
会
的
影
響
力
の
強
さ
や
農
村

領
主
支
配
の
残
存
と
い
う
封
建
社
会
的
な
特
徴
を
色
濃
く
持
っ
て
い
る
が
、

同
時
に
都
市
コ
ム
ー
ネ
を
早
期
に
発
達
さ
せ
て
も
い
る
。
し
た
が
っ
て
封
建

制
度
や
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
影
響
力
が
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
対
し
て
、

興
味
深
い
比
較
の
視
点
を
提
供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

①
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ミ
ミ
喧
謎
斜
脚
『
b
に
孚
尊
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鴇
ミ
S
鷺

　
譜
、
侮
ミ
筆
入
§
》
§
恥
ミ
ミ
言
一
一
．
§
専
浮
ミ
繕
糞
（
凝
．
）
匂
．
｝
帥
ヨ
臼
巨
画
℃
．

　
匂
。
訂
器
ぎ
圏
。
汀
≦
Φ
ぎ
鴛
≦
δ
p
6
り
。
。
（
ω
梓
践
〔
Φ
｛
。
§
げ
き
α
q
恥
G
。
ア
℃
℃
．

　
鳶
？
①
一
■

④
N
・
オ
ッ
ト
カ
ー
ル
『
中
世
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
臨
（
清
水
廣
｝
郎
・
佐
藤
真
典

　
訳
）
創
文
社
、
一
九
七
二
年
。

⑤
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
支
配
層
の
家
と
都
市
農
村
関
係
に
関
し
て
は
、
高
田
京
比
子

　
「
中
世
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
支
配
膚
の
家
と
都
市
農
村
三
二
－
都
市
コ
ム
ー
ネ

　
理
解
に
向
け
て
一
」
魍
史
林
』
第
七
八
巻
第
三
号
、
㎝
九
九
五
年
、
一
一
七
1

　
　
一
二
山
ハ
頁
。

⑥
本
稿
で
は
イ
タ
リ
ア
語
で
8
讐
琶
賃
庫
邑
Φ
と
い
う
単
語
を
当
て
ら
れ
て
い
る

　
も
の
に
相
当
す
る
、
農
村
部
の
在
地
的
な
集
団
を
す
べ
て
「
農
村
コ
ム
ー
ネ
」
と

　
い
う
語
を
あ
て
て
記
述
し
た
。
し
か
し
農
村
コ
ム
ー
ネ
の
定
義
に
関
し
て
は
研
究

　
者
に
よ
っ
て
見
解
の
相
違
が
あ
る
。
定
義
に
関
わ
る
主
要
な
論
点
に
は
、
①
一
二

　
世
紀
以
降
、
代
表
や
規
約
を
備
え
、
組
識
的
な
特
徴
が
明
確
に
備
わ
っ
て
以
後
の

　
も
の
を
「
農
村
コ
ム
ー
ネ
」
と
定
義
す
る
か
、
そ
れ
以
前
の
組
織
性
が
不
明
確
な

　
時
代
の
集
団
を
も
そ
れ
と
見
な
す
か
②
そ
の
起
源
と
し
て
、
バ
ン
領
主
支
配
の
成

　
立
に
伴
う
そ
の
支
配
下
の
住
民
の
結
束
を
重
視
す
る
か
、
よ
り
一
層
古
い
起
源
を

　
持
つ
教
区
共
同
体
や
牧
畜
共
同
体
を
重
視
す
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。
こ

　
の
点
の
研
究
史
理
解
に
は
ρ
乏
凶
。
尊
9
β
9
ミ
ミ
§
帖
ミ
§
蹴
O
期
§
ミ
旧
註

　
翠
馬
ミ
や
9
ミ
N
へ
壁
§
畠
ミ
婁
§
鴨
O
、
喧
議
鼠
、
二
君
建
ミ
N
G
o
ミ
遣
ミ
ミ
貯
導
応

　
ミ
ミ
昌
払
い
ミ
舞
O
改
。
凱
劇
℃
6
り
。
。
も
娼
．
一
山
ρ
鱒
O
Φ
幽
禽
．
本
稿
で
は
領
域
構

　
造
と
の
関
連
か
ら
農
村
コ
ム
ー
ネ
を
扱
っ
た
た
め
、
起
源
に
結
び
つ
け
て
何
ら
か

　
の
定
義
を
採
用
す
る
こ
と
を
敢
え
て
避
け
た
。
ま
た
、
山
喬
部
を
含
め
農
村
部
の
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在
地
的
な
集
団
を
広
く
「
農
村
コ
ム
ー
ネ
」
と
記
述
し
た
。
し
か
し
「
農
村
コ

　
ム
ー
ネ
」
に
定
義
を
与
え
る
た
め
に
は
在
地
社
会
の
内
部
構
造
を
分
析
す
る
こ
と

　
が
必
要
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
お
り
、
こ
の
点
は
今
後
の
実
証
的
課
題
と
す
る

　
予
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
「
農
村
コ
ム
ー
ネ
」
と
い
う
語
の
使
用
は

　
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
｝
般
に
o
o
ヨ
毎
Φ
崔
欝
♂
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る

　
際
に
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
農
村
構
造
が
意
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

　
た
が
っ
て
場
合
に
よ
っ
て
は
「
村
」
と
い
う
語
を
使
わ
ず
「
農
民
の
コ
ム
！
ネ
」

　
と
替
っ
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
暫
定
的
に
「
農
村

　
コ
ム
ー
ネ
」
を
採
用
し
た
。

⑦
農
村
領
主
支
配
の
発
展
を
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
形
成
と
発
展
を
経
た
中
世
後
期

　
の
領
域
国
家
の
形
成
ま
で
の
長
期
的
な
展
望
の
下
で
位
置
づ
け
最
初
に
記
述
し
た

　
の
は
G
・
タ
バ
ッ
コ
で
あ
る
が
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
と
領
主
支
配
、
さ
ら
に
そ
の
支

　
配
下
の
「
農
村
コ
ム
ー
ネ
」
と
の
関
係
に
関
し
て
は
議
論
が
多
い
。
○
・
帰
餌
窪
。
－

　
o
ρ
卜
織
無
ミ
貯
㌧
ミ
ミ
ミ
同
旨
驚
織
壁
b
勘
こ
ミ
ミ
§
ミ
譜
鳶
ぎ
ミ
d
ミ
N
恥
㌧
識
ミ
鴨
誉
ミ
、
ミ
ー

　
聾
§
帖
ミ
恥
封
欺
、
磯
、
§
ミ
凡
響
ぼ
月
影
ミ
，
膏
駄
特
ミ
貯
篇
ミ
ミ
勘
⑩
§
N
貯
ら
月
寒
、
ミ
き
N
N
S
、
N
－

　
鷺
ミ
沁
§
ミ
ミ
ミ
給
s
N
o
賊
壽
↓
o
駄
昌
〇
一
り
刈
《
螂
賢
ω
1
卜
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刈
心
■
①
。
。
や
娼
唱
．

　
顧
7
δ
S
（
現
在
は
毘
5
智
ミ
§
貯
旨
鳥
ミ
賊
驚
偽
琳
、
・
ミ
ミ
ミ
譜
N
讐
紺
鳶
ミ
N

　
ミ
§
。
遷
ミ
ミ
、
§
9
日
目
同
一
p
o
6
δ
．
に
所
収
。
∀
農
村
領
主
支
配
の
形
成
に
関
す

　
る
比
較
的
近
年
の
成
果
と
し
て
は
、
○
．
票
一
〇
ゲ
Φ
朗
○
≦
o
ポ
馨
Φ
（
①
島
．
y
い
専
受
㍗

　
ミ
鳶
鳴
誉
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蝕
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冬
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笥
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貯
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卸
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鷺
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ミ
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仁
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①
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－
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℃
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心
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ミ
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四
二
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門
馬
づ
O
刷
り
り
ら
n
．
農
村
コ
ム
ー
ネ
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関

　
し
て
は
O
．
≦
ざ
導
自
軍
G
暑
§
§
焼
電
ミ
ミ
O
勘
§
ミ
仏
9
§
鴨
§
§
§
謹
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鴨
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⑤
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∴
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ミ
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ミ
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閃
．
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創
費
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鏡
昌
。
冨
Φ
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鼠
ぎ
。
ゲ
①
ロ
一
り
。
。
ρ
日
本
で

　
は
農
村
史
に
関
し
て
は
、
城
戸
照
子
氏
の
轡
評
へ
し
U
帖
寒
。
、
鴨
ミ
ミ
砺
§
・
帖
犠
ミ
ミ
貯

　
ミ
鴨
ミ
§
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塁
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p
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〇
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リ
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会
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四
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－

　
二
二
二
頁
。
同
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一
〇
1
＝
｝
世
紀
イ
タ
リ
ア
中
南
部
の
農
村
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造
…
P
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ゥ
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業
績
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九
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学
界
年
報
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一
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ハ
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ミ
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N
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ミ
h
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賞

　
尉
ミ
，
蹄
ミ
皆
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O
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芽
P

　
囚
・
幻
鋤
臥
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ダ
曾
国
甑
Φ
P
＞
．
〉
吾
2
（
Φ
鳥
．
y
O
賊
璽
い
ミ
豊
科
尋
N
亀
翁
鴇
ら
ミ
ミ
ミ
ミ
勘
◎

　
ミ
ミ
ミ
ミ
貯
§
N
旨
轟
轟
、
》
き
§
恥
ミ
ミ
沁
。
ミ
算
男
δ
噌
①
口
ω
鋤
嵩
穿
く
Φ
巴
。
Φ
り
一
④
リ
ピ

⑨
こ
こ
で
は
指
媒
層
と
な
る
貴
族
の
形
成
や
そ
の
支
配
下
の
農
村
と
尊
宿
と
の
関

　
係
の
形
成
と
い
う
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
制
度
の
社
会
的
前
提
が
確
立
す
る
過
程
を
含

　
め
て
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
「
形
成
期
」
と
い
う
表
現
を
あ
て
る
。
次
章
以
下
で
扱

　
う
H
・
ケ
ラ
ー
の
研
究
が
扱
う
「
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
形
成
」
は
、
こ
の
よ
う
な
社

　
会
的
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
は
都
市
コ
ム
！
ネ
の

　
「
形
成
扁
と
い
う
表
現
は
コ
ン
ス
ル
制
の
確
立
と
い
う
制
度
的
な
変
化
を
指
し
て

　
逐
い
ら
れ
る
。
ケ
ラ
ー
が
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
社
会
的
前
提
の
確
立
と
そ
の
制
度
的

　
確
立
を
別
個
の
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
G
・
デ
ィ
ル
ヒ

　
ャ
ー
に
よ
る
批
判
が
あ
る
。
O
．
∪
陣
ぽ
7
Φ
ジ
N
S
ミ
§
帖
凡
、
ミ
§
こ
。
ミ
鳴
ミ
。
鼠
ミ
§
ミ
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旨
§
貯
馬
誉
慢
§
織
讐
ミ
帖
ミ
貧
ぎ
”
霧
雲
ぎ
N
§
馬
§
馬
譜
ミ
ミ
ミ
焼
ミ
N
貯
蕊
隷
ミ
麟
給
ら
。
・

ミ
叫
ミ
ミ
畿
譜
N
N
漂
ミ
ミ
。
蔑
。
識
ら
。
§
ミ
鷺
§
§
苛
。
◎
§
譜
§
誌
O
り
切
。
δ
σ
q
銘

一
り
。
。
Q
。
も
や
謡
め
。
。
．

一

　
従
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
地
域
と
は
異
な
る
発
展
を
イ
タ
リ
ア
に
見
る
傾
向

が
強
か
っ
た
当
時
の
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
、
キ
ッ
ト
リ
ー
二
は
「
二
元
主

義
」
と
い
う
概
念
の
援
用
に
も
明
白
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年

代
か
ら
ド
イ
ツ
軍
制
史
研
究
を
意
識
し
つ
つ
比
較
史
的
展
望
を
持
っ
た
議
論

を
進
め
て
い
た
。
続
く
一
九
八
O
年
代
は
イ
タ
リ
ア
国
内
で
も
国
家
研
究
の

　
　
　
　
　
①

進
展
が
見
ら
れ
、
そ
の
成
果
を
受
け
て
ト
レ
ン
ト
の
『
イ
タ
リ
ア
ー
ド
イ
ツ

歴
史
研
究
所
』
で
は
、
一
九
八
九
年
九
月
に
「
中
世
・
近
代
の
イ
タ
リ
ア
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ド
イ
ツ
に
お
け
る
都
市
法
」
、
一
九
九
一
　
年
九
月
余
「
＝
二
・
一
四
世
紀
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

タ
リ
ア
お
よ
び
ド
イ
ツ
に
お
け
る
領
域
編
成
」
と
題
し
た
研
究
集
会
が
開
か

れ
て
お
り
、
主
と
し
て
ド
イ
ツ
語
圏
と
イ
タ
リ
ア
の
比
較
が
試
み
ら
れ
て
い

る
。
八
九
年
集
会
に
お
い
て
は
、
葛
布
に
よ
る
領
域
支
配
が
、
領
域
国
家
に

包
含
さ
れ
た
後
も
諸
都
市
の
都
市
法
が
持
つ
効
力
や
持
続
性
に
影
響
を
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
い
る
と
い
う
点
が
独
伊
の
比
較
に
お
い
て
意
識
化
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ

と
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
中
世
盛
期
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
下
で
確
立
し

た
都
市
と
農
村
の
関
係
が
、
少
な
く
と
も
法
制
史
的
・
国
士
史
的
観
点
か
ら

は
中
近
世
の
歴
史
を
通
じ
て
決
定
的
な
意
義
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
九
二
年
の
集
会
で
は
領
域
構
造
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
て
扱

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
報
告
を
下
に
、
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

地
域
を
中
心
に
幾
つ
か
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
は
都
市
コ
ム
ー
ネ
を
ほ
と
ん
ど
発
達
さ
せ
な
か
っ
た
ア
ル
プ
ス
地
方

に
開
す
る
情
報
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
点
が
目
を
引
く
。
P
・
カ
マ
ロ
サ
ノ
に

よ
る
東
ア
ル
プ
ス
地
域
に
関
す
る
報
告
は
、
教
会
イ
ム
ニ
テ
！
ト
が
広
範
な

領
域
を
占
め
、
ア
ク
ィ
レ
イ
ア
総
大
主
教
領
は
じ
め
、
聖
俗
の
諸
侯
領
が
早

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

期
に
確
立
す
る
こ
の
地
域
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
聖
界
君

主
国
の
代
宮
職
の
世
襲
化
や
、
霜
主
と
封
建
関
係
で
む
す
ば
れ
た
中
小
レ
ベ

ル
の
貴
族
が
多
数
政
治
勢
力
の
核
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
貴
族
と

君
主
の
間
の
紛
争
と
領
域
金
型
の
凝
集
力
の
弱
さ
が
顕
著
で
あ
る
。
世
俗
支

配
者
で
あ
る
サ
ヴ
ォ
イ
ア
家
領
の
発
展
し
た
西
ア
ル
プ
ス
に
関
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

G
・
カ
ス
テ
ル
ヌ
ォ
ー
ヴ
ォ
に
よ
る
報
告
が
あ
る
。
こ
の
領
域
は
自
立
性
の

強
い
渓
谷
共
同
体
を
も
つ
ア
オ
ス
タ
渓
谷
か
ら
ト
リ
ノ
に
至
る
ま
で
の
多
様

な
地
域
を
含
み
、
法
慣
習
や
呈
上
形
態
に
著
し
い
多
様
性
が
見
ら
れ
、
個
々

の
共
同
体
の
自
立
姓
が
極
め
て
強
い
。
＝
二
一
一
五
世
紀
に
は
サ
ヴ
ォ
イ
ア

伯
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
を
と
っ
た
立
法
措
置
も
増
大
し
、
す
く
な
く
と
も
規
範

的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
サ
ヴ
ォ
イ
ア
伯
支
配
下
の
全
領
域
を
均
質
化
す
る

努
力
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
役
職
の
創
出
も
在
地
エ
リ
ー
ト
の
構
成
に
少
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な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
基
本
的
に
は
在
地
的
権
力
と
伯
の

間
の
協
調
に
よ
っ
て
地
域
の
秩
序
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
サ
ヴ
ォ
イ
ア
伯
の

権
威
は
こ
う
し
た
構
造
的
な
不
均
質
性
ゆ
え
に
必
要
と
さ
れ
る
諸
勢
力
の
闘

の
調
停
者
、
お
よ
び
平
和
破
壊
に
対
す
る
公
的
権
威
の
保
持
者
の
そ
れ
と
し

て
発
達
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
君
主
国
と
し
て
の
領
域
秩
序
を
発
達
さ
せ
た
ア
ル
プ
ス
地
方
の
事

例
で
あ
る
が
、
早
期
に
都
市
コ
ム
ー
ネ
が
確
立
し
た
地
域
に
関
し
て
は
、

ポ
ー
川
流
域
の
マ
ル
カ
・
ト
レ
ヴ
ィ
リ
ャ
ー
ナ
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
、
エ
ミ

リ
ア
の
三
地
域
に
関
す
る
G
・
M
・
ヴ
ァ
ラ
ニ
ー
二
に
よ
る
興
味
深
い
比
較

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

史
的
試
み
に
よ
る
報
告
が
あ
る
。
キ
ッ
ト
リ
ー
二
が
都
市
に
よ
る
領
域
編
成

能
力
の
限
界
性
を
指
摘
し
た
の
は
主
と
し
て
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
を
念
頭
に
お

い
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
支
配
体
制
の
脆
弱
さ
、
と
い
う

図
式
は
や
は
り
各
地
域
に
機
械
的
に
は
適
用
で
き
な
い
。
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア

地
方
で
は
や
は
り
都
市
に
よ
る
農
村
に
対
す
る
領
域
的
組
織
化
が
一
五
世
紀

に
至
っ
て
も
不
完
全
に
し
か
確
立
し
な
い
。
こ
の
個
々
の
都
市
に
よ
る
領
域

編
成
能
力
の
弱
さ
に
は
三
つ
の
要
因
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
～
つ
は
全
ロ
ン

バ
ル
デ
ィ
ア
に
対
す
る
大
都
市
ミ
ラ
ノ
の
干
渉
能
力
で
あ
る
。
ミ
ラ
ノ
は
ロ

ン
バ
ル
デ
ィ
ア
同
盟
の
中
で
主
導
権
を
握
り
、
ま
た
複
数
の
都
市
に
ま
た
が

っ
て
広
域
的
に
活
動
し
グ
ェ
ル
フ
ィ
や
ギ
ベ
リ
ー
二
の
党
派
を
形
成
す
る
能

力
を
持
つ
大
貴
族
の
存
在
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
第
二
に
は
城
塞

集
落
の
よ
う
な
多
く
の
半
都
市
的
中
心
を
持
つ
と
い
う
定
住
形
態
上
の
問
題

が
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
は
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
内
部
で
の
地
域
差
で
あ
る
。

と
り
わ
け
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
内
部
で
も
ア
ル
プ
ス
の
麓
に
位
置
す
る
渓
谷
や

山
岳
の
共
同
体
に
対
す
る
都
市
の
支
配
は
、
き
わ
め
て
不
安
定
な
形
で
し
か
．

実
現
し
な
か
っ
た
。
都
市
コ
ム
ー
ネ
が
早
期
に
発
展
し
、
都
市
が
大
き
な
影

響
力
を
持
ち
な
が
ら
な
お
農
村
領
域
の
組
織
化
が
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、

多
く
の
自
立
的
な
勢
力
を
農
村
部
に
残
し
た
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
は
、
や
は
り

都
市
と
農
村
の
関
係
を
考
え
て
行
く
上
で
も
興
味
深
い
事
例
と
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
都
市
の
世
界
と
い
う
印
象
の
強
い
ポ
ー
川
流
域
に
お
い

て
も
ピ
ア
チ
ェ
ン
ツ
ァ
、
ベ
ル
ガ
モ
、
ブ
レ
ッ
シ
ャ
な
ど
で
は
由
岳
地
形
の

影
響
は
大
き
く
、
こ
れ
ら
の
都
布
コ
ム
ー
ネ
は
ほ
と
ん
ど
効
果
的
な
領
域
支

配
を
行
い
得
て
い
な
い
と
い
う
。
と
り
わ
け
こ
の
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
地
域
内

で
明
確
な
対
照
を
示
す
の
が
ア
ル
プ
ス
山
麓
と
平
野
部
の
差
異
で
あ
る
。
ア

ル
プ
ス
山
麓
に
は
多
く
の
自
治
能
力
の
高
い
共
同
体
が
維
持
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
ら
は
各
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
裁
判
支
配
権
の
下
に
は
属
さ
ず
、
後
に
は
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ラ
ノ
大
公
の
下
に
直
属
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
多
く
の
半
都
市
的

中
心
の
存
在
も
特
徴
的
と
雷
え
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
政
治
的
・
経
済
的
な
中

心
性
か
ら
欝
っ
て
ア
ル
プ
ス
以
北
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
「
都
市
」
に
匹
敵
す

る
が
、
圧
倒
的
な
中
心
性
を
持
つ
大
都
市
コ
ム
ー
ネ
と
の
関
係
の
中
で
、

「
都
市
」
と
し
て
の
法
的
地
位
を
得
る
こ
と
な
く
　
城
塞
集
落
に
と
ど
ま
つ
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⑩

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ル
カ
・
ト
レ
ヴ
ィ
リ
ャ
ー
ナ
地
域
で
は
、
｝
都
市
を
超
え
て
領
域
的
な

レ
ベ
ル
で
活
動
す
る
大
貴
族
が
少
な
い
。
ト
レ
ヴ
ィ
ー
ゾ
、
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
、

パ
ド
ヴ
ァ
、
ヴ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
な
ど
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
が
～
三
世
紀
後
半
に

農
村
領
域
へ
の
影
響
力
を
強
め
て
行
く
｝
方
、
貴
族
は
そ
れ
ま
で
複
数
の
都

市
に
及
ん
で
い
た
活
動
範
囲
を
狭
め
、
拠
点
と
な
る
単
一
の
都
市
を
選
択
し

て
行
く
。
レ
ッ
ジ
ョ
や
モ
デ
ナ
な
ど
エ
ミ
リ
ア
地
域
で
は
ご
く
小
憩
模
な
貴

族
や
領
主
に
至
る
ま
で
都
市
コ
ム
ー
ネ
に
対
す
る
強
固
な
自
立
性
を
保
持
し

て
い
る
場
合
が
多
く
、
領
主
た
ち
は
そ
の
基
盤
と
し
て
山
岳
民
や
農
民
に
よ

る
軍
事
力
を
維
持
し
て
い
た
。
対
し
て
ポ
ー
川
流
域
で
も
東
部
に
あ
た
る
フ

エ
ッ
ラ
ー
ラ
や
マ
ン
ト
ヴ
ァ
で
は
、
堅
固
な
農
村
領
主
支
配
が
ほ
と
ん
ど
存

在
せ
ず
、
都
市
が
農
村
領
域
に
対
し
て
確
圃
と
し
た
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
て

い
た
。

　
ヴ
ァ
ラ
ニ
ー
二
は
中
世
後
期
に
成
立
す
る
領
域
国
家
の
国
制
に
影
響
を
与

え
る
も
の
と
し
て
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
が
農
村
領
域
を
組
織
化
し
支
配
す
る
能

力
の
差
異
を
重
視
し
、
そ
の
差
異
が
生
じ
る
時
期
と
し
て
；
一
世
紀
後
半
期

を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
形
成
期
か
ら
初
期
の
コ
ム
ー

ネ
史
に
関
し
て
は
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
農
村
領
域
の
支
配
能
力
に
差
異
を
も

た
ら
す
要
因
が
検
討
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
キ
ッ
ト
リ
ー
二

は
こ
の
研
究
集
会
の
導
入
に
お
い
て
、
都
市
に
よ
る
農
村
の
領
域
的
な
組
織

化
自
体
を
、
一
一
徴
紀
に
開
始
す
る
二
つ
の
「
領
域
化
」
と
い
う
、
同
飯
代

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
一
般
的
な
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
特
殊
事
例
と
し
て
位
置

付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
領
主
支
配
、
都
市
、
農
村
の
よ
う
な
在
地
的
な
レ

ベ
ル
で
の
「
領
域
化
」
と
、
い
わ
ば
「
国
家
的
」
な
秩
序
を
志
向
し
、
複
数

の
在
地
的
領
域
を
包
含
す
る
、
よ
り
広
域
的
な
傾
向
を
持
つ
「
領
域
化
」
と

の
二
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
の

「
領
域
化
」
の
接
合
の
仕
方
の
地
域
差
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
般

論
的
な
指
摘
で
は
あ
る
が
、
領
域
国
家
形
成
と
の
関
連
に
お
い
て
都
市
コ

ム
ー
ネ
形
成
期
が
持
つ
意
義
の
一
つ
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
点
か
ら
も
領
域
構
造
を
考
慮
し
た
上
で
コ
ム
ー
ネ
時
代
の
展
開
の
位

置
付
け
を
行
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
形
成
と
発
展
が
領
域
構

造
の
確
立
過
程
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
重
要
性

を
指
摘
し
う
る
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
地
域
を
中
心
に
、

都
市
史
記
述
の
批
判
的
検
討
の
申
で
出
さ
れ
た
研
究
か
ら
、
コ
ム
ー
ネ
形
成

期
以
後
の
領
域
編
成
の
過
程
に
関
す
る
論
点
を
整
理
し
て
行
き
た
い
。

①
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
七
〇
年
代
か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て
の
中

　
近
世
国
家
史
研
究
を
ふ
ま
え
、
社
会
的
研
究
と
遺
制
史
と
の
接
合
を
探
る
試
み
と

　
し
て
な
さ
れ
た
も
の
に
、
イ
タ
リ
ア
…
ド
イ
ツ
歴
史
研
究
所
と
シ
カ
ゴ
大
学
の
協

　
働
に
よ
る
研
究
集
会
が
あ
る
。
報
告
集
は
、
O
．
O
鑓
ぎ
欝
押
諺
．
窓
。
匪
。
Φ
樽
℃
・

　
O
o
o
置
Φ
鎚
（
巴
．
）
O
こ
鷺
ミ
譜
N
N
o
恥
ミ
9
ぎ
d
§
鴇
ミ
誉
、
ミ
轟
ご
、
ミ
恥
ミ
ミ
ミ
謡
寒
§

　
、
爲
ミ
鴨
ミ
ミ
8
ミ
免
ミ
ミ
。
§
§
》
ミ
ミ
翻
二
番
夢
ミ
N
§
讐
ミ
母
。
§
N
o
・
鷺
、
§
§
§

138 （452）



中世イタリアにおける領域構造論及び都市一農村関係論の課題（佐藤）

　
◎
§
譜
ミ
o
c
。
ゆ
し
d
g
o
σ
Q
窪
6
0
心
．
慧
・
α
α
ω
i
＄
ρ
」
．
キ
ル
シ
ュ
ナ
ー
に
よ
る

　
同
害
の
英
語
版
序
文
は
、
イ
タ
リ
ア
の
中
近
琶
国
家
研
究
史
の
概
観
を
得
る
上
で

　
有
益
で
あ
る
。
旨
帰
社
ぎ
Φ
円
・
奪
琳
き
ミ
、
ら
翫
§
h
§
偽
い
ミ
鷺
ぴ
．
b
δ
霜
露
討
、
謡
『
魯

　
齢
「
ω
ぎ
禽
（
巴
．
γ
§
貼
9
蒔
馬
謹
駄
暮
鳴
恥
§
鴨
斗
建
を
N
Q
。
9
♀
k
①
O
P
O
窪
8
σ
Q
o

　
¢
℃
一
〇
り
9
署
■
一
－
一
〇
．

②
報
告
集
は
9
0
げ
葺
。
ぎ
詑
U
．
≦
竃
。
≦
Φ
搾
（
Φ
8
▼
9
魯
ミ
§
昏
辱
謡
§
こ
鳶

　
ミ
N
貯
馬
O
鴨
、
ミ
葛
嵩
貯
妹
ミ
§
俺
栽
咄
ミ
姐
O
俺
蹴
ミ
昏
ミ
O
譜
ミ
窺
．
郎
ミ
N
貸
切
譜
亀
§
、
蹄
ミ
O
無
ミ
，
蹄
O

　
§
ず
鷺
ミ
ミ
註
8
め
§
譜
§
o
c
。
9
u
ご
9
0
σ
Q
暴
ち
㊤
ド

③
○
．
○
耳
8
ぎ
把
U
’
≦
臼
。
≦
Φ
搾
（
Φ
匹
．
y
卜
6
蓉
ミ
鑓
轟
§
N
鴨
寒
こ
僑
ミ
ミ
ご
討

　
§
N
貯
鴨
Q
ミ
ミ
§
貯
、
亀
8
翻
準
肖
園
国
ミ
ミ
勘
譜
自
詩
ミ
穐
§
絵
ミ
苛
。
§
ず
鷺
、
・

　
ミ
§
㍉
8
◎
§
誉
§
o
c
。
N
切
。
δ
σ
q
g
一
Φ
鐸
．

④
Q
9
鐸
。
ぎ
押
寒
ミ
貯
霜
ミ
§
§
賊
こ
さ
§
鱒
ミ
こ
§
藏
。
ミ
」
『
罫
ミ
馬
ミ
・

　
ミ
貯
ミ
§
ミ
ト
唱
や
↓
ム
①
．

⑤
日
本
で
は
齋
藤
寛
海
「
ト
ス
カ
ー
ナ
大
公
国
の
領
域
構
造
」
『
紀
要
〈
信
州

　
大
・
教
育
〉
九
〇
』
（
一
九
九
七
年
）
が
一
六
世
紀
半
ば
を
中
心
と
し
た
ト
ス

　
カ
ー
ナ
大
公
国
領
域
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

⑥
℃
．
O
§
暴
δ
。
。
き
ρ
ト
げ
震
首
硬
銭
尊
§
偽
ミ
慧
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こ
の
地
域
で
、
形
成
期
に
お
け
る
都
市
コ
ム
ー
ネ
と
農
村
社
会
の
関
係
を

扱
っ
た
実
証
研
究
を
最
初
に
提
出
し
た
の
が
H
・
ケ
ラ
ー
の
『
九
一
　
二
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

亭
主
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
貴
族
支
配
と
都
市
祉
会
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
ケ

ラ
ー
が
一
貫
し
て
論
じ
て
い
る
の
は
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
指
導
層
で
あ
る
貴

族
の
形
成
と
発
展
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
意
義
は
、
貴
族
史
に

お
け
る
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
意
義
を
明
確
に
位
置
付
け
た
こ
と
と
欝
え
よ
う
。

　
最
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
論
点
は
、
〈
カ
ピ
タ
ネ
イ
〉
〈
ヴ
ァ
ル

ヴ
ァ
ソ
ー
リ
〉
〈
ポ
ポ
ロ
〉
と
い
う
三
つ
の
身
分
か
ら
な
る
と
す
る
都
市
コ

ム
ー
ネ
の
三
身
分
構
成
モ
デ
ル
で
あ
る
。
ケ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
〈
カ
ピ
タ
ネ

イ
〉
と
い
う
身
分
は
農
村
に
お
け
る
領
主
支
配
の
あ
り
方
と
深
く
関
連
し
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
領
域
的
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
地
域
に
対
し
て
領

主
支
配
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
が
く
カ
ピ
タ
ネ
イ
〉
た
る
こ
と
の
要
件
で
あ

り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
〈
カ
ピ
タ
ネ
イ
〉
と
封
建
的
従
属
関
係
を
結
ん
で

い
る
者
が
〈
ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
ソ
ー
リ
〉
で
あ
っ
た
。

　
以
下
で
は
、
カ
ピ
タ
ネ
イ
と
ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
ソ
ー
リ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
出
自
と

変
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
ケ
ラ
ー
に
従
っ
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。
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①
カ
ピ
タ
ネ
イ

　
こ
の
集
団
の
特
徴
を
；
繭
で
言
え
ば
、
既
述
の
よ
う
に
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代

以
来
の
貴
族
層
と
の
連
続
姓
で
あ
り
、
多
く
の
家
は
一
〇
世
紀
以
前
に
ま
で

は
そ
の
起
源
を
遡
る
こ
と
が
出
来
る
。
〈
カ
ピ
タ
ネ
イ
〉
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
何
よ
り
も
農
村
に
お
け
る
バ
ン
領
主
支
配
の
実
現
に
よ
っ
て
基
礎
づ

け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
は
多
数
の
聖
界
団
体
の
散
在

所
領
の
広
範
な
分
布
や
貨
幣
経
済
の
浸
透
に
よ
る
、
極
端
に
細
分
化
し
た
土

地
保
有
形
態
を
持
っ
て
お
り
、
一
円
的
な
領
主
支
配
の
実
現
に
と
っ
て
は
困

難
な
条
件
が
多
数
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
連
続
的
な
貴
族
た
ち
に
と

っ
て
は
広
範
な
自
有
地
や
徴
税
権
の
保
有
、
王
権
に
よ
る
支
配
の
正
当
性
の

承
認
な
ど
を
得
る
こ
と
が
、
領
主
支
配
形
成
に
際
し
て
有
利
な
条
件
の
一
つ

と
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
条
件
を
多
数
保
持
し
て
お
り
、
後
の
カ
ピ
タ
ネ
イ
の
祖
先
が

一
〇
世
紀
に
ど
の
よ
う
な
社
会
的
地
位
に
あ
っ
た
か
を
示
す
の
に
最
適
の
例

と
し
て
ケ
ラ
ー
が
挙
げ
て
い
る
の
が
カ
ザ
ル
ヴ
ォ
ロ
ー
ネ
家
で
み
る
。
同
家

は
オ
ッ
ト
ー
一
世
時
代
に
遡
る
皇
帝
の
封
を
持
ち
、
～
○
世
紀
中
葉
に
は
す

で
に
複
数
の
裁
覇
権
と
城
塞
、
徴
税
権
を
保
有
し
て
い
た
。
一
〇
世
紀
か
ら

一
一
世
紀
前
半
に
か
け
て
は
、
国
王
や
司
教
の
家
臣
団
の
申
に
同
家
の
メ
ン

バ
ー
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
王
国
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
連
続
的
な
貴

族
の
例
と
言
え
よ
う
。

　
対
し
て
＝
7
一
三
繊
紀
の
ミ
ラ
ノ
の
最
有
力
家
門
で
あ
る
ソ
レ
ッ
シ
ー

ナ
家
は
、
ミ
ラ
ノ
内
部
で
は
＝
世
紀
中
葉
ま
で
し
か
遡
り
得
な
い
。
し
か

し
た
だ
ち
に
同
家
の
連
続
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
世
紀
前
半

に
は
ク
レ
モ
ナ
司
教
の
家
臣
団
の
中
に
～
族
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
さ
ら

に
遡
れ
ば
～
○
世
紀
末
葉
の
ク
レ
モ
ナ
司
教
の
家
臣
オ
デ
ル
リ
コ
に
行
き
当

た
る
。
こ
の
オ
デ
ル
リ
コ
は
同
名
の
ベ
ル
ガ
モ
司
教
オ
デ
ル
リ
コ
（
九
五
四

－
九
六
八
）
の
甥
で
あ
り
、
そ
の
母
親
は
カ
ノ
ッ
サ
家
の
ア
ト
ー
の
姪
に
あ

た
る
入
物
で
あ
る
。
先
述
の
司
教
オ
デ
ル
リ
コ
の
他
に
も
、
同
名
の
オ
デ
ル

リ
コ
と
い
う
人
物
が
ベ
ル
ガ
モ
で
副
馬
の
職
に
就
い
て
お
り
、
一
〇
世
紀
に

は
同
家
の
祖
先
の
中
心
的
な
活
動
拠
点
は
ベ
ル
ガ
モ
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
同

様
に
、
ミ
ラ
ノ
大
司
教
ア
ル
ノ
ル
フ
ォ
（
九
九
八
－
一
〇
一
八
）
、
ブ
レ
ッ

シ
ャ
司
教
ラ
ン
ド
ル
フ
ォ
（
一
〇
〇
三
…
一
〇
三
〇
）
を
は
じ
め
、
多
数
の

高
位
聖
職
者
が
輩
出
し
た
ア
ル
ツ
ァ
ゴ
家
な
ど
、
～
都
市
の
領
域
内
に
限
ら

な
い
広
範
な
活
動
範
囲
を
持
つ
カ
ピ
タ
ネ
イ
は
数
多
い
。

　
教
会
と
の
密
接
な
関
係
の
維
持
も
カ
ピ
タ
ネ
イ
の
特
徴
で
あ
る
。
多
数
の

高
位
聖
職
者
を
有
す
る
こ
と
で
有
名
な
ダ
・
バ
ッ
ジ
ョ
家
は
、
九
世
紀
に
は

す
で
に
大
岡
教
の
法
廷
参
加
者
の
一
人
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
他
大
司
教
ラ

ン
ド
ル
フ
ォ
（
九
七
六
一
九
九
九
八
）
の
専
制
に
対
す
る
蜂
起
に
参
加
し
た

タ
ツ
ォ
ー
ネ
、
国
王
使
節
お
よ
び
ミ
ラ
ノ
大
司
教
の
家
臣
で
あ
る
「
聖
ア
ン

ブ
ロ
シ
ウ
ス
の
騎
士
」
と
し
て
十
一
世
紀
初
頭
に
史
料
上
に
姿
を
見
せ
て
い
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中世イタリアにおける領域構造論及び都市一農村関係論の課題（佐藤）

る
そ
の
息
子
ア
ル
デ
リ
コ
、
ミ
ラ
ノ
の
翔
教
座
聖
堂
参
事
会
員
で
あ
っ
た
そ

の
兄
弟
エ
ン
ラ
ー
ド
、
ミ
ラ
ノ
の
聖
マ
リ
ア
・
ア
ウ
ロ
ナ
修
道
院
長
の
代
官

で
あ
っ
た
ア
デ
ル
リ
コ
な
ど
が
い
る
。
と
り
わ
け
著
名
な
の
は
上
記
ア
ル
デ

リ
コ
の
息
子
ア
ン
セ
ル
モ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
は
一
〇
四
五
年
に
ル
ッ
カ
司

教
に
就
任
し
、
そ
こ
か
ら
一
〇
六
　
年
に
教
皇
位
に
就
き
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル

ニ
世
と
な
っ
た
。
ま
た
、
一
一
〇
〇
年
ご
ろ
に
聖
ア
ン
ブ
ロ
ジ
オ
修
道
院
の

参
事
会
長
と
し
て
確
認
さ
れ
る
ラ
ン
ド
ル
フ
ォ
は
、
一
〇
九
七
年
と
＝
〇

三
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
大
司
教
候
補
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

司
教
・
大
司
教
・
修
道
院
長
ク
ラ
ス
の
高
位
聖
職
者
が
複
数
確
認
さ
れ
る
同

家
は
、
ほ
ぼ
全
世
代
に
お
い
て
司
教
座
聖
堂
参
事
会
に
メ
ン
バ
ー
を
送
っ
て

い
た
。
カ
ピ
タ
ネ
イ
の
地
位
に
と
っ
て
、
司
教
座
聖
堂
参
事
会
が
重
要
な
意

味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
こ
の
こ
と
は
カ
ピ
タ
ネ
イ
と
司
教
座
所
在
地
で
あ
る
都
市
と
の
密
接
な
関

係
を
意
味
し
て
い
る
。
ダ
・
バ
ッ
ジ
ョ
家
は
傍
系
を
含
め
て
す
べ
て
ミ
ラ
ノ

市
内
に
家
屋
と
土
地
を
所
有
し
、
教
会
を
も
保
有
し
て
い
た
。
王
権
・
皇
帝

権
と
の
結
び
つ
き
や
、
そ
れ
に
由
来
す
る
レ
ガ
リ
ア
の
保
有
、
市
内
の
財
産

と
市
外
の
広
範
な
自
有
地
や
城
の
保
有
お
よ
び
封
、
そ
し
て
司
教
座
と
の
き

わ
め
て
強
い
紐
帯
が
、
カ
ピ
タ
ネ
イ
の
基
盤
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
②
ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
ソ
ー
リ

　
カ
ピ
タ
ネ
イ
の
連
続
性
に
対
し
て
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
以
後
の
変
化
と
発
展

を
よ
り
強
く
反
映
す
る
の
が
く
ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
ソ
ー
リ
〉
と
い
う
集
団
で
あ
る
。

ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
ソ
ー
リ
の
事
例
研
究
は
史
料
の
制
約
も
あ
り
容
易
で
は
な
い
が
、

ケ
ラ
ー
の
研
究
か
ら
は
農
民
、
商
業
・
金
融
業
に
関
わ
る
市
民
、
そ
し
て
教

会
従
属
民
と
い
う
三
つ
の
出
自
が
確
認
さ
れ
る
。
リ
ベ
ッ
ロ
契
約
と
言
わ
れ

る
文
書
に
よ
る
長
期
の
借
地
契
約
や
商
業
活
動
、
金
融
業
な
ど
に
よ
っ
て
蓄

積
し
た
富
が
そ
の
経
済
的
・
社
会
的
上
昇
の
基
盤
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
彼
ら

は
カ
ピ
タ
ネ
イ
や
司
教
、
修
道
院
長
と
の
封
建
関
係
に
入
っ
て
い
っ
た
。

　
司
教
が
封
建
関
係
の
中
心
と
な
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
教
会
の
役
割
は

こ
こ
で
も
極
め
て
大
き
い
。
中
に
は
司
教
と
直
接
の
関
係
を
結
ぶ
も
の
も
あ

り
、
ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
ソ
ー
リ
が
必
ず
し
も
カ
ピ
タ
ネ
イ
を
介
し
た
「
陪
臣
」
で

あ
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
だ
。
コ
ム
ー
ネ
の
発
展
に
伴
っ
て
、
彼
ら
ヴ
ァ
ル

ヴ
ァ
ソ
ー
リ
も
ま
た
カ
ピ
タ
ネ
イ
と
共
に
司
教
の
〈
同
輩
法
廷
〉
に
参
加
し
、

都
市
コ
ム
ー
ネ
の
役
職
を
カ
ピ
タ
ネ
イ
と
分
け
合
い
、
大
聖
堂
や
修
道
院
の

参
事
会
に
加
わ
っ
た
。
ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
ソ
ー
リ
身
分
に
属
す
る
ク
リ
ヴ
ェ
ッ
リ

家
は
、
＝
｝
世
紀
末
に
は
教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス
演
題
を
出
す
ほ
ど
の
上
昇
を
示

し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
ク
リ
ヴ
ェ
ッ
リ
家
は
、
一
一
世
紀
末
に
は
カ
ピ
タ
ネ

イ
で
あ
る
ア
ッ
ヴ
ォ
カ
ー
ト
家
か
ら
の
製
粉
場
の
購
入
と
経
営
を
行
っ
て
い

る
。
市
壁
近
く
に
設
置
さ
れ
た
製
粉
場
は
大
き
な
収
入
を
も
た
ら
す
も
の
で
、
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そ
の
獲
得
は
社
会
的
・
経
済
的
上
昇
の
指
標
と
み
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
他
方
カ
ッ
シ
ー
ナ
家
は
、
明
ら
か
に
都
市
的
経
済
活
動
か
ら
利
益
を
得
て

の
上
昇
の
例
を
示
し
て
い
る
。
聖
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
レ
修
道
院
の
修
道
院
長
と
聖

ア
ン
ブ
ロ
ジ
オ
修
道
院
の
家
臣
の
中
に
名
を
連
ね
て
い
る
ア
リ
ブ
ラ
ン
ド
の

父
ゲ
ツ
ォ
ー
ネ
は
職
人
で
あ
っ
た
が
、
聖
ア
ン
ブ
ロ
ジ
オ
修
道
院
と
結
び
つ

く
こ
と
に
よ
っ
て
モ
ン
ツ
ァ
付
近
の
コ
ロ
ン
ニ
ョ
に
土
地
を
保
有
し
て
い
た
。

彼
は
一
〇
二
九
年
、
コ
ロ
ン
ニ
ョ
に
持
っ
て
い
た
土
地
と
家
船
お
よ
び
城
塞

に
他
地
域
の
財
産
も
つ
け
加
え
て
、
聖
ア
ン
ブ
ロ
ジ
オ
修
道
院
が
保
有
し
て

い
た
ミ
ラ
ノ
市
内
の
土
地
と
の
交
換
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
翌
年
に
は
再

び
市
外
の
遠
隔
地
に
土
地
を
購
入
し
て
い
る
。
当
蒔
の
ミ
ラ
ノ
は
地
価
の
上

昇
率
が
極
め
て
高
く
、
市
内
の
土
地
と
家
屋
の
所
有
が
高
い
利
益
を
も
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ゲ
ツ
ォ
ー
ネ
に
よ
る
市
内
の
土
地
購
入
が
投
機
圏

的
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
。
都
市
的
経
済
活
動
の
発
展

に
基
づ
く
投
機
活
動
と
、
郊
外
の
領
域
に
土
地
を
集
積
す
る
こ
と
に
努
力
し

て
い
た
有
力
修
道
院
の
存
在
が
、
こ
の
独
特
な
封
建
関
係
を
特
徴
づ
け
て
い

た
と
言
え
よ
う
。

　
ケ
ラ
ー
は
三
身
分
、
と
り
わ
け
カ
ピ
タ
ネ
イ
と
ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
ソ
ー
リ
の
差

異
を
敢
え
て
強
調
し
て
い
る
が
、
同
時
に
両
者
が
指
導
暦
と
し
て
一
つ
の
階

層
へ
と
統
合
さ
れ
て
行
く
契
機
を
重
視
し
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
描
出
し
て
い

る
。
図
式
化
す
れ
ば
、
〈
カ
ピ
タ
ネ
イ
〉
は
広
範
な
自
有
地
を
持
つ
カ
ロ
リ

ン
グ
時
代
以
来
の
連
続
性
を
持
つ
伯
レ
ベ
ル
の
貴
族
で
あ
り
、
対
し
て
ヴ
ァ

ル
ヴ
ァ
ソ
ー
リ
は
自
由
農
民
お
よ
び
市
民
が
窟
裕
化
し
、
さ
ら
に
封
建
関
係

を
通
じ
て
社
会
的
上
昇
を
果
た
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
や
が
て
騎
馬
で

の
軍
事
奉
仕
を
な
す
「
騎
士
」
と
し
て
「
農
民
し
お
よ
び
「
都
市
民
」
か
ら

集
団
と
し
て
区
別
さ
れ
、
「
貴
族
」
層
を
形
成
し
て
行
く
。
し
た
が
っ
て
、

ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
ソ
ー
リ
厨
の
形
成
と
発
展
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
同
時
代
の
社
会

的
変
動
を
明
確
に
反
映
す
る
も
の
と
雷
え
、
そ
の
限
り
で
カ
ピ
タ
ネ
イ
と
ヴ

ァ
ル
ヴ
ァ
ソ
ー
リ
の
出
自
に
お
け
る
差
異
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
は
重
要
な

意
義
が
あ
る
。
そ
し
て
出
自
を
異
に
す
る
二
つ
の
下
膨
が
、
都
市
コ
ム
ー
ネ

と
い
う
場
で
一
つ
の
指
導
層
に
融
合
し
て
行
く
と
い
う
局
面
こ
そ
が
問
題
に

な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
『
貴
族
支
配
賑
が
最
初
に
ド
イ
ツ
語
で
刊
行
さ
れ
た
｝
九
七
九
年

当
時
は
、
こ
の
著
書
は
当
時
の
～
連
の
都
布
史
批
判
の
潮
流
の
中
で
、
都
市

コ
ム
ー
ネ
の
形
成
に
お
け
る
封
建
貴
族
の
役
割
を
過
大
に
評
価
し
、
都
市
コ

ム
ー
ネ
の
成
立
の
意
義
を
封
建
社
会
の
連
続
的
展
開
の
中
に
埋
没
さ
せ
る
議

論
と
し
て
一
面
で
は
受
け
止
め
ら
れ
た
よ
う
だ
。
ケ
ラ
ー
に
対
す
る
批
判
の

代
表
的
な
論
点
を
挙
げ
れ
ば
、
以
下
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
第
「
に
は
三
身
分
制
批
判
で
あ
る
。
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
担
い
手
で
あ
る
市

民
の
構
成
に
対
す
る
関
心
か
ら
の
議
論
で
あ
り
、
と
り
わ
け
商
業
が
早
期
に

発
展
し
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
に
お
い
て
も
商
人
層
が
大
き
な
政
治
的
役
割
を
果
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た
し
た
ア
ス
テ
ィ
や
ピ
サ
の
事
例
を
踏
ま
え
た
R
・
ボ
ル
ド
ー
ネ
や
G
・
ロ

ッ
セ
ッ
テ
ィ
は
、
市
民
は
ケ
ラ
ー
が
示
し
た
よ
う
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ッ
シ
ュ
な

階
暦
構
造
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
コ
ム
ー
ネ
の
主
要
な
担
い
手
は
封
建
貴
族

で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
結
論
か
ら
添
え
ば

三
身
分
構
成
は
ミ
ラ
ノ
に
類
似
し
た
構
造
を
も
つ
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
の
都
市

に
の
み
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
第
二
は
連
続
性
批
判
で
あ
り
、
こ
れ
は
カ
ピ
タ
ネ
イ
と
い
う
指
導
屑
の
カ

ロ
リ
ン
グ
時
代
か
ら
の
連
続
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
都
市
コ
ム
ー

ネ
設
立
の
意
義
が
後
退
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
ケ
ラ
ー
の
議
論
は
こ
の
点
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
カ
ピ
タ

ネ
イ
の
家
門
形
成
の
要
因
と
し
て
自
有
地
の
保
有
を
重
視
し
、
バ
ン
領
主
支

配
を
形
成
す
る
た
め
に
は
広
範
な
自
有
地
的
基
盤
や
城
塞
の
保
有
、
司
教
か

ら
の
封
と
し
て
の
十
分
の
一
税
徴
収
権
の
保
有
な
ど
と
い
っ
た
複
数
の
条
件

を
必
要
と
し
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
議
論
で
あ
り
、
基
本
的
に
シ
ュ
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ッ
ト
説
に
立
ち
な
が
ら
修
正
的
議
論
を
行
う
と
い
う
印
象
が
強
い
。
G
・
ロ

ッ
セ
ッ
テ
ィ
は
、
指
導
料
の
一
部
に
封
建
貴
族
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
事
実
で

あ
っ
て
も
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
設
立
は
そ
の
権
力
行
使
の
形
態
に
変
化
を
与
え

た
の
で
あ
り
、
単
な
る
封
建
世
界
か
ら
の
連
続
で
は
な
い
、
と
い
う
見
解
か

ら
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
ケ
ラ
ー
自
身
の
見
解
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ま
た
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
三
つ
目
の
論
点
は
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
形
成
に
際
し
て
の
封
建
貴
族
の
役
割

を
過
大
に
評
価
し
、
農
村
と
都
市
の
差
異
を
極
小
化
し
た
た
め
に
、
都
市
の

側
か
ら
の
農
村
の
編
成
と
い
う
局
面
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
R
・
ボ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ル
ド
ー
ネ
に
よ
る
批
潤
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
筆
者
な
り
の
理
解

が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
ケ
ラ
ー
の
貴
族
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
お
よ
び

対
象
と
す
る
時
期
設
定
と
関
連
す
る
。
ケ
ラ
ー
の
『
貴
族
支
配
撫
は
一
二
世

紀
ま
で
の
時
期
を
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
都
市
に
よ
る
農
村
支
配
も

＝
一
世
紀
前
半
ま
で
は
組
織
性
を
欠
い
て
お
り
、
裁
判
権
威
と
し
て
の
都
市

コ
ム
ー
ネ
の
求
心
力
も
い
わ
ば
農
村
側
の
自
発
的
な
受
容
と
結
び
つ
い
て

個
々
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
＝
…
世
紀
ま
で
の
都
市
コ

ム
ー
ネ
は
全
体
と
し
て
の
領
域
的
完
結
性
を
欠
い
た
、
自
発
的
・
個
別
的
な

結
合
の
総
体
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
都
市
に
よ
る
農
村
の
支
配
と
い

う
問
題
は
、
次
に
続
く
段
階
の
領
域
国
家
と
し
て
の
側
諭
か
ら
検
討
さ
れ
る

べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。
ケ
ラ
ー
の
身
分
藩
論
に
対
す
る
評
価
も
、
こ
の
～
三

世
紀
に
か
け
て
の
領
域
国
家
へ
の
移
行
の
プ
ロ
セ
ス
を
視
野
に
収
め
て
、
で

は
そ
の
移
行
の
前
段
階
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
観
点

か
ら
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
三
身
分
モ
デ
ル
が
決
し
て
多
く
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
に
妥
当
す
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
上
に
も
述
べ
た
通
り
で

あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
モ
デ
ル
が
個
々
の
コ
ム
ー
ネ
に
妥
当
す
る
か
を
問
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う
よ
り
も
、
む
し
ろ
必
要
で
あ
る
と
筆
者
が
考
え
る
の
は
、
各
コ
ム
ー
ネ
に

お
け
る
身
分
制
の
内
実
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
差
が
都
市
間

の
相
互
関
係
の
中
で
持
っ
た
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば

同
じ
三
身
卵
膜
を
持
つ
隣
接
都
市
同
士
で
も
、
ク
レ
モ
ナ
で
は
敵
対
す
る
ミ

ラ
ノ
出
身
の
貴
族
が
カ
ピ
タ
ネ
イ
と
し
て
ク
レ
モ
ナ
司
教
の
法
廷
で
も
大
き

な
役
割
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
社
会
的
な
意
義
は
ミ
ラ
ノ
と
は
大
き
く
異
な

り
、
ま
た
ミ
ラ
ノ
と
の
関
係
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
と
書

　
⑧

え
る
。
こ
う
し
た
広
域
的
に
活
動
す
る
貴
族
を
媒
介
と
し
た
都
市
間
の
関
係

が
、
個
々
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
制
度
に
与
え
た
影
響
を
考
慮
し
つ
つ
、
複
数

の
都
市
の
発
展
を
相
互
の
関
係
の
申
で
捉
え
て
行
く
必
要
が
今
後
は
あ
る
だ

ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
身
分
制
論
自
体
は
有
効
姓
を
持
ち
う
る
も
の
と
筆
石
は
考
え

る
が
、
し
か
し
都
市
に
よ
る
農
村
支
配
の
進
展
を
動
態
的
に
捉
え
よ
う
と
す

れ
ば
、
や
は
り
身
分
形
成
と
農
村
社
会
の
関
連
に
関
す
る
ケ
ラ
ー
の
議
論
の

静
態
性
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
ケ
ラ
ー
は
貴
族
身
分
の
形
成
を
農
民
身
分
の
形

成
と
の
関
連
か
ら
論
じ
て
い
る
が
、
農
民
身
分
の
形
成
過
程
は
、
と
り
わ
け

財
政
上
の
下
部
単
位
と
し
て
の
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
支
配
下
へ
の
「
農
村
コ

ム
ー
ネ
」
の
編
入
過
程
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の

所
領
内
で
領
主
の
裁
判
支
配
権
に
服
す
る
も
の
と
し
て
の
農
毘
と
、
都
市
コ

ム
ー
ネ
に
お
け
る
身
分
と
し
て
把
握
さ
れ
る
農
民
と
の
問
に
は
や
は
り
変
化

を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
農
村
コ
ム
ー

ネ
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
へ
の
編
入
は
、
都
市
に
よ
る
領
域
支
配
の
拡
大
過
程
に

お
い
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
『
貴
族
支
配
』
の
分
析
対
象
と
す
る
時
代

以
後
の
問
題
に
な
る
。
～
二
世
紀
を
上
限
と
す
れ
ば
、
制
度
的
な
意
味
で
の

「
農
民
」
身
分
の
形
成
を
も
た
ら
す
、
農
村
コ
ム
ー
ネ
の
形
成
へ
至
る
動
態

を
視
野
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
構
造
モ
デ
ル
的
な
議
論
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
領
域
国
家
へ
の
移
行

過
程
を
問
題
に
す
る
に
は
、
同
時
に
こ
の
過
程
の
中
で
農
村
コ
ム
ー
ネ
が
ど

の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

①
即
囚
亀
①
が
郎
譜
奪
馬
議
簿
曇
鳳
↑
鼠
§
ミ
§
隷
Q
§
誌
罫
嚢
註
O
魎
ミ
ミ
§
．

　
り
王
覇
N
⑩
§
浮
斗
§
玉
茎
↓
⇔
げ
ぎ
α
Q
Φ
p
一
〇
刈
Φ
9
一
九
九
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
イ
タ

　
リ
ア
語
版
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
語
版
刊
行
後
の
反
論
に
答
え
る
形
で
ケ
ラ
ー
が

　
新
た
に
イ
タ
リ
ア
語
版
序
文
を
付
し
て
い
る
。
閏
．
囚
①
｝
げ
が
硫
鰹
。
款
免
§
跨
ミ
N
執

　
鳶
嵩
惑
§
穗
ミ
ら
蹄
ミ
（
給
8
N
執
早
§
り
日
。
「
ぎ
ρ
一
割
引
窃
．
以
下
本
稿
で
の
内
容
紹

　
介
は
基
本
的
に
イ
タ
リ
ア
語
版
に
よ
っ
て
い
る
。

②
O
．
≦
。
旦
暮
p
お
α
ω
も
p
蔭
0
乙
。
α
q
α
q
‘
Φ
『
σ
Q
α
Q
．

③
即
し
d
。
a
。
8
浮
謹
ミ
ミ
ミ
§
亀
・
・
ミ
。
ミ
。
ミ
貯
肺
§
§
ホ
嵐
’
甲
ミ
ミ
§
職
§
魯

　
ぎ
」
い
バ
§
ミ
慧
ミ
ミ
譜
N
今
山
肺
穴
一
ミ
勘
ミ
罵
謹
N
N
遷
亀
8
ミ
》
篇
旨
ミ
馬
譜
自
§
ミ
黛
き
防
8
、
，

　
§
§
N
？
鷺
§
§
§
め
§
譜
℃
‘
ミ
め
鈎
ゆ
9
0
σ
q
舞
一
〇
c
。
○
。
も
や
一
α
ゐ
£
O
’
カ
。
ω
器
樽
・

　
ρ
自
鷺
ミ
縞
鼠
§
ミ
§
％
§
鷺
ミ
霜
§
ミ
§
貯
＝
『
卜
醇
書
N
§
執
§
馬
譜
ミ
鳥
§
も
ワ

　
ト
⊃
？
お
∴
置
こ
ト
馬
ミ
§
賦
§
執
8
ミ
§
ミ
織
㌧
§
ざ
さ
ミ
N
§
防
鴨
8
ぽ
」
『
出
ミ
§
農
、

　
一
一
〇
§
窒
旨
賊
ミ
§
N
§
篤
§
高
冷
ミ
恥
腎
」
§
防
ミ
導
ぎ
ミ
§
融
§
・
窪
ミ
昌
。
め
窃
－
○
。
O
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o
§
マ
馬
N
㎏
c
◎
＼
8
ヨ
一
甲
ω
娼
。
δ
陣
。
一
〇
Q
。
⑩
も
で
．
o
。
ω
－
一
一
ト
⊃
．

④
き
其
場
．
。
。
甲
。
。
メ

⑤
ρ
Q
o
①
曹
甲
、
§
§
駄
・
蛍
漆
N
§
郎
譜
慧
馬
議
き
慧
§
賦
§
ミ
蹄
§
Q
穐
恥
ミ
・

　
防
ぎ
蕊
§
Q
富
識
ミ
帖
§
・
ゆ
ミ
防
N
⑩
§
瀞
き
§
穗
其
ぎ
ぎ
ミ
匙
、
き
越
q
ミ
§
陰
嵩

　
腫
ミ
§
題
§
寒
愚
ミ
三
下
§
Q
題
ら
ミ
蝕
邑
ら
。
篇
り
Q
。
㎝
．
冨
．
刈
蒔
？
胡
ρ

⑥
即
切
。
己
8
ρ
§
識
慧
冨
§
ミ
魯
℃
℃
．
鶉
ふ
。
。
‘

⑦
国
』
。
乱
8
ρ
頴
嵩
ミ
ミ
ミ
摯
～
ミ
＾
＾
ミ
。
§
ミ
§
鷺
蒙
｝
▼
・

⑧
煽
．
竃
①
ま
鼻
》
督
ミ
誉
ミ
鳶
簿
蕊
§
画
皆
き
・
§
§
§
§
馬
ミ
N
殉
ミ
匙
登
ミ
・

　
ぴ
ミ
譜
冬
嵩
葵
偽
8
ご
㌦
凝
題
§
ご
ら
貯
ミ
§
象
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．

三

　
ケ
ラ
ー
の
分
析
の
焦
点
は
貴
族
に
遣
か
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
貴
族

社
会
と
封
主
・
封
臣
関
係
の
発
展
、
領
主
制
の
発
展
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
封

建
社
会
の
全
体
史
を
構
想
し
て
い
る
の
が
、
F
・
ム
ナ
ン
の
研
究
で
あ
る
。

～
九
九
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
彼
の
咽
中
世
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
の
農
村
社
会
臨

で
は
＝
二
世
紀
を
含
め
た
段
階
的
な
発
展
を
記
述
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
都

市
コ
ム
ー
ネ
の
領
域
国
家
へ
の
移
行
を
射
程
に
収
め
て
い
る
こ
と
が
、
先
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

指
摘
し
た
よ
う
な
問
題
点
に
対
し
て
大
き
な
利
点
と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
一

〇
世
紀
か
ら
　
三
世
紀
の
豊
村
社
会
の
展
開
に
三
段
階
を
想
定
し
て
い
る
。

　
第
一
段
階
は
一
〇
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
に
い
た
る
時
期
で
あ
り
、
イ
ン
カ

ス
テ
ラ
メ
ン
ト
、
バ
ン
領
主
支
配
の
形
成
、
家
門
形
成
に
よ
る
貴
族
の
再
編

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
続
く
第
二
段
階
は
一
一
世
紀
末
か
ら

一
二
世
紀
の
第
三
四
半
期
に
相
当
す
る
。
都
市
コ
ム
ー
ネ
が
次
第
に
明
確
な

形
を
な
し
て
行
き
、
そ
の
下
で
農
村
に
お
い
て
も
領
主
に
よ
る
農
罠
の
裁
判

支
配
が
制
度
化
さ
れ
て
行
く
。
こ
の
時
期
の
都
市
と
農
村
は
概
し
て
双
方
が

利
益
を
追
求
し
合
う
協
調
関
係
に
あ
る
。
裁
判
当
局
と
し
て
の
都
市
コ
ム
ー

ネ
へ
の
農
村
コ
ム
ー
ネ
の
服
属
も
、
多
く
は
よ
り
有
利
な
結
果
を
求
め
て
の

自
発
的
な
服
従
と
言
え
る
が
、
こ
の
関
係
が
逆
転
す
る
の
が
一
二
世
紀
宋
以

降
＝
二
世
紀
に
至
る
第
…
二
段
階
で
あ
る
。
こ
の
時
期
都
市
コ
ム
ー
ネ
は
農
村

コ
ム
ー
ネ
を
領
主
の
も
と
か
ら
「
解
放
」
し
、
課
税
、
軍
事
徴
収
シ
ス
テ
ム

と
し
て
農
村
コ
ム
ー
ネ
を
統
合
し
て
行
く
。
そ
こ
で
農
村
コ
ム
ー
ネ
は
領
主

と
都
市
コ
ム
ー
ネ
か
ら
の
二
重
負
担
に
苦
し
め
ら
れ
、
正
常
な
財
政
運
営
を

行
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
ム
ナ
ン
が
強
調

す
る
の
は
、
　
＝
二
世
紀
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
に
よ
る
紐
織
的
領
域
支
配
に
よ
っ

て
と
り
わ
け
財
政
的
な
従
属
を
深
め
て
行
く
農
村
コ
ム
ー
ネ
の
姿
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
時
期
は
ま
た
、
農
村
の
社
会
関
係
に
特
徴
的
な
変
化
が
見
ら

れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
る
。
領
主
支
配
の
下
に
〈
条
件
家

臣
〉
と
言
わ
れ
る
、
領
主
と
農
民
の
間
の
一
種
の
封
建
関
係
が
生
ま
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
形
態
で
あ
っ
た
〈
従
騎
士
〉
と
く
マ
ス
ナ
ダ
〉
は
そ

れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
〈
従
騎
士
〉
は
騎
馬
で
従
軍
す
る
が
身
分
上
貴
族
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
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て
〈
騎
士
〉
で
は
な
い
。
し
か
し
農
民
の
上
層
部
に
出
自
す
る
が
故
に
〈
市

民
〉
で
も
な
い
た
め
、
市
民
で
あ
る
く
歩
兵
〉
と
も
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
他
方
、
〈
従
騎
士
封
〉
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
民
に
固
有
の
負

担
を
免
除
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
負
担
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
〈
農
民
〉

と
も
区
別
さ
れ
る
。
と
は
い
え
騎
馬
で
の
軍
事
奉
仕
を
行
う
故
に
騎
士
と
形

容
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
従
騎
士
に
は
領
主
と
共
住
し
て
家
内
奉
仕
を
す
る

も
の
と
、
〈
従
騎
士
封
〉
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
一
種
の
封
を
受
け
取
っ
て
奉

仕
す
る
も
の
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。
前
者
は
貴
族
で
は
な
い
が
、
領
主
の
バ

ン
権
に
は
服
さ
な
い
。
主
要
な
職
務
は
主
人
に
従
っ
て
裁
凋
集
会
に
赴
き
、

必
要
が
あ
れ
ば
裁
判
に
武
力
介
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
六
十
年
限
の
後
は

所
領
管
理
者
な
ど
の
形
で
農
村
社
会
の
有
力
者
と
し
て
の
道
を
歩
ん
だ
よ
う

で
あ
る
。
所
領
管
理
者
で
あ
る
ガ
ス
タ
ル
ド
は
農
村
共
同
体
の
指
導
者
を
兼

ね
る
こ
と
も
多
く
、
従
騎
士
勤
務
が
農
村
社
会
内
で
の
経
歴
に
と
っ
て
重
要

な
意
義
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
他
方
後
者
の
従
騎
士
は
農
民

の
上
層
部
に
出
自
し
、
農
村
共
同
体
の
中
で
は
相
対
的
に
高
い
地
位
を
占
め

て
い
た
。
領
主
と
従
騎
士
の
間
の
係
争
を
上
訴
す
る
場
合
に
は
ポ
デ
ス
タ
あ

る
い
は
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
裁
凋
コ
ン
ス
ル
の
下
で
裁
か
れ
た
が
、
基
本
的
に

は
領
主
の
裁
判
権
に
服
し
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
騎
馬
で
の
奉
仕
は
経
済

的
負
担
の
大
き
い
も
の
で
あ
り
、
従
騎
士
は
む
し
ろ
貨
幣
で
納
付
金
を
収
め

る
こ
と
を
好
む
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
〈
従
騎
士
封
〉
は
ゆ
っ
く
り
と
消

滅
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
他
方
〈
従
騎
士
〉
と
は
異
な
り
隷
属
身
分
と
し
て
領
主
に
直
属
し
、
軍
事

纂
仕
を
行
っ
て
い
た
の
が
く
マ
ス
ナ
ダ
〉
で
あ
る
。
領
主
に
直
属
し
て
い
る

以
上
農
村
コ
ム
ー
ネ
に
は
組
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
都
甫
コ
ム
ー

ネ
か
ら
の
「
農
民
」
身
分
へ
の
課
税
か
ら
は
免
れ
て
い
た
。
し
か
し
　
方
で

は
他
の
封
建
関
係
同
様
の
誠
実
誓
約
を
行
い
「
封
」
を
受
け
取
っ
て
お
り
、

マ
ス
ナ
ダ
は
隷
属
的
性
格
と
封
建
関
係
に
よ
る
契
約
的
性
格
の
双
方
を
同
時

に
帯
び
て
い
た
。
基
本
的
に
は
領
主
の
バ
ン
権
に
従
属
し
た
が
、
事
実
上
は

相
対
的
に
高
い
独
立
性
を
保
持
し
て
い
た
。

　
〈
従
騎
士
〉
は
し
だ
い
に
軍
役
を
貨
幣
納
付
に
代
え
て
消
滅
し
て
行
っ
た

が
、
〈
マ
ス
ナ
ダ
V
は
比
較
的
長
期
闘
に
渡
っ
て
存
続
し
た
。
し
か
し
そ
の

地
理
的
分
布
に
は
明
確
な
特
徴
が
あ
る
。
〈
マ
ス
ナ
ダ
〉
の
分
布
の
中
心
は

エ
ミ
リ
ア
・
ロ
マ
ー
ニ
ャ
の
ア
ペ
ニ
ン
山
脈
中
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
は
農
業

生
産
力
を
持
た
な
い
山
岳
部
に
お
け
る
現
象
で
あ
る
。
マ
ス
ナ
ダ
は
と
り
わ

け
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
影
響
力
の
弱
い
山
岳
地
域
や
都
市
の
圧
力
に
長
期
間
抵

抗
で
き
た
大
領
主
支
配
の
も
と
で
発
展
し
て
い
る
。
ム
ナ
ン
は
こ
れ
を
農
村

コ
ム
ー
ネ
の
解
放
や
都
市
の
影
響
力
の
浸
透
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
農
民
と

の
人
的
結
合
を
、
領
主
が
再
建
し
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
と
見
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
F
・
ム
ナ
ン
に
よ
る
農
村
社
会
の
研
究
は
、
第
一
に
そ
れ

ま
で
十
分
に
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
農
村
社
会
の
事
実
無
題
荊
を
明
ら
か
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中世イタリアにおける領域構造論及び都市一農村関係論の課題（佐藤）

に
し
た
と
い
う
点
で
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
も
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
本
稿
の
問
題
意
識
に
即
し
て
、
こ
う
し
た
社
会
的
現
実
か
ら

領
域
国
家
へ
の
移
行
を
展
望
し
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
の
領
域
構
造
と
地
域
国

家
形
成
の
関
連
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
封
建
関
係
の
も
と
で
農
民
や

山
岳
民
の
軍
事
化
が
進
行
し
て
行
く
と
い
う
点
は
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
と

需
え
よ
う
。
山
岳
部
や
渓
谷
地
域
か
ら
兵
士
が
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
る
第
一
の

原
因
は
生
産
力
の
低
さ
に
よ
る
貧
困
で
あ
り
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
支
配
下
で

農
業
生
産
力
を
高
め
、
領
主
支
配
の
下
か
ら
も
あ
る
程
度
は
解
放
さ
れ
る
と

同
時
に
都
市
コ
ム
ー
ネ
へ
の
従
属
を
強
め
て
行
っ
た
平
野
部
の
農
村
コ
ム
ー

ネ
と
は
顕
著
な
対
照
を
な
し
て
い
る
。
都
市
コ
ム
ー
ネ
が
組
織
的
な
農
村
支

配
を
確
立
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
組
織
の
隙
間
を
ぬ
う
形
で
領
主

の
独
立
性
が
維
持
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
支
配
下
の
農
民
の
地
位
や
社
会
的
関

係
も
大
き
く
変
化
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
マ
ス
ナ
ダ
〉
の
よ
う
な
農

民
・
山
岳
民
に
よ
る
軍
事
力
は
、
こ
の
時
代
を
特
徴
付
け
る
党
派
間
抗
争
に

際
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
シ
ニ
ョ
ー
レ
が
都
市
に
支
配
を
確
立
す

る
際
に
も
重
要
な
軍
事
的
基
盤
と
な
っ
て
い
た
。
農
村
コ
ム
ー
ネ
の
持
つ
軍

事
力
や
人
的
関
係
へ
の
依
存
度
が
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
に
よ
る
農
村
支
配
の
進

展
と
と
も
に
む
し
ろ
高
ま
っ
て
い
る
と
す
ら
言
え
る
点
は
重
要
で
は
な
い
だ

　
　
コ
　
む

ろ
う
カ

　
ま
た
、
さ
ら
に
領
域
構
造
と
の
関
連
か
ら
指
摘
し
て
お
く
べ
き
点
は
、
都

市
コ
ム
ー
ネ
に
対
し
て
比
較
的
自
立
性
の
高
い
農
村
コ
ム
ー
ネ
の
位
置
づ
け

で
あ
る
。
ム
ナ
ン
は
＝
世
紀
以
来
の
有
力
な
政
治
的
・
経
済
的
中
心
で
あ

る
城
塞
集
落
を
農
村
コ
ム
ー
ネ
の
初
期
の
形
態
と
し
て
位
置
付
け
る
が
、
同

時
に
こ
の
「
農
村
コ
ム
ー
ネ
」
と
、
一
二
世
紀
以
降
に
史
料
に
現
れ
る
よ
り

小
規
模
な
農
村
共
同
体
と
の
間
に
明
確
な
差
異
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
後
者
の
農
村
コ
ム
ー
ネ
は
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
中
心
性
に
強
く
ひ
き
つ
け

ら
れ
て
お
り
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
と
の
関
係
は
、
一
二
世
紀
段
階
の
自
発
的
な

服
従
か
ら
＝
二
世
紀
に
か
け
て
は
都
市
へ
の
従
属
へ
と
変
化
し
て
行
く
。
他

方
前
者
の
「
農
村
コ
ム
ー
ネ
」
は
そ
れ
自
体
の
中
心
性
が
き
わ
め
て
高
く
、

長
期
的
に
自
治
を
維
持
し
て
い
く
。
ま
た
そ
の
人
的
構
成
に
お
い
て
も
、
近

隣
の
都
市
か
ら
移
住
し
て
来
た
カ
ピ
タ
ネ
イ
や
騎
士
を
構
成
員
と
し
て
持
つ

と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

　
し
か
し
ど
の
よ
う
な
農
村
コ
ム
ー
ネ
が
高
い
自
立
性
を
持
ち
、
政
治
的
・

軍
事
的
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
を
考
え
る
に
は
、
法
的
地
位
や
集

落
規
模
と
い
っ
た
指
標
だ
け
で
は
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ム
ナ
ン
は
比

較
的
大
き
な
城
塞
集
落
以
外
の
農
村
コ
ム
ー
ネ
の
内
部
構
造
に
は
さ
ほ
ど
注

目
し
て
い
な
い
が
、
む
し
ろ
筆
者
は
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
か
ら
領
域
国
家
へ
と

移
行
し
て
行
く
過
程
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
重
要
な
役
割
を
果
た
し
う
る
地

域
団
体
で
あ
り
得
る
か
に
注
冒
し
、
そ
の
実
力
を
支
え
る
社
会
的
な
内
実
を

明
ら
か
に
し
て
行
く
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
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農
村
コ
ム
ー
ネ
内
の
人
的
構
成
や
社
会
的
な
結
合
関
係
を
動
態
的
に
把
握
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
近
年
の
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
に
お
け
る
研
究
は
、
聖
俗
の
領
主
支
配
の
形
成

過
程
や
そ
の
内
部
に
お
け
る
農
村
社
会
と
の
関
係
、
ま
た
よ
り
下
層
に
位
澱

す
る
市
民
層
や
農
村
共
同
体
レ
ベ
ル
の
社
会
に
分
け
入
っ
た
人
的
結
合
と
モ

ビ
リ
テ
ィ
ー
に
関
す
る
地
域
研
究
と
事
例
研
究
を
深
化
さ
せ
て
お
り
、
農
村

社
会
内
部
の
解
明
へ
向
け
て
の
可
能
性
が
窺
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
個
々
の
研
究

者
の
問
題
関
心
は
必
ず
し
も
本
稿
の
意
図
に
添
う
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ

で
は
主
と
し
て
一
九
九
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
U
T
£
T
社
の
『
イ
タ
リ
ア

史
』
に
寄
せ
ら
れ
た
G
・
ア
ン
デ
ン
ナ
の
記
述
に
よ
り
な
が
ら
、
そ
の
他
の

彼
の
近
年
の
研
究
を
も
参
照
し
つ
つ
、
最
後
に
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
論

　
　
　
　
　
　
　
③

点
を
取
り
上
げ
た
い
。

　
ま
ず
は
農
村
社
会
に
お
け
る
領
主
以
下
の
動
向
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し

て
は
E
・
オ
ッ
キ
ピ
ン
テ
ィ
と
M
・
L
・
コ
ル
シ
に
よ
る
ミ
ラ
ノ
の
小
土
地

所
有
者
属
に
関
す
る
事
例
研
究
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
都
市
経
済
や
在
地
領

主
と
の
人
的
関
係
が
こ
れ
ら
の
人
々
の
地
位
を
大
き
く
左
右
し
、
〈
農
民
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

層
の
形
成
へ
と
結
び
つ
い
て
行
く
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
都
市
コ
ム
！
ネ

が
農
村
部
に
対
し
て
拡
大
し
、
都
市
市
場
へ
向
け
て
農
産
物
の
独
占
を
図
り

は
じ
め
て
い
た
＝
～
世
紀
に
お
い
て
、
農
村
の
小
土
地
所
有
者
は
、
同
時
に

度
重
な
る
戦
火
に
み
ま
わ
れ
た
せ
い
も
あ
り
、
経
済
的
危
機
に
陥
っ
て
い
た
。

こ
の
状
況
か
ら
利
益
を
得
た
の
が
聖
俗
の
領
主
や
投
機
目
的
に
農
村
に
各
種

物
件
を
購
入
す
る
市
民
で
あ
り
、
小
土
地
所
有
者
は
土
地
を
売
却
し
て
借
地

人
化
し
、
や
が
て
は
在
地
領
主
の
バ
ン
権
力
の
下
に
服
属
し
て
行
っ
た
。
こ

う
し
て
〈
農
民
〉
化
し
て
行
っ
た
人
々
は
農
村
コ
ム
！
ネ
を
形
成
し
て
行
く

の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
は
農
村
コ
ム
ー
ネ
を
構
成
す
る
農
昆
の
地
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

や
出
自
の
多
様
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
ま
た
近
年
の
ア
ン
デ
ン
ナ
の
研
究
は
、
在
地
領
主
支
配
の
多
様
な
起
源
と

形
成
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ポ
ー
川
流
域
の
一
円
的
領
主
支
配
の
形

成
に
関
し
て
、
著
し
く
細
分
化
さ
れ
散
在
し
た
土
地
領
主
支
配
下
の
所
領
か

ら
、
売
却
・
購
入
・
交
換
と
い
う
経
済
操
作
に
よ
っ
て
ま
と
ま
り
を
持
っ
た

領
域
に
対
す
る
裁
判
権
が
獲
得
さ
れ
て
行
っ
た
と
構
想
し
た
の
は
C
・
ヴ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
⑥

オ
ラ
ン
テ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ア
ン
デ
ン
ナ
は
、
国
王
や
皇
帝
か
ら

の
譲
渡
や
城
塞
集
落
へ
の
定
住
契
約
な
ど
、
多
様
な
起
源
を
持
ち
、
か
つ
長

期
的
に
存
続
し
た
領
主
支
配
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
ま
た
裁
判
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

配
の
形
成
と
維
持
に
際
し
て
の
封
建
関
係
の
役
割
を
も
評
価
す
る
。
都
市
コ

ム
ー
ネ
の
下
で
は
一
般
に
世
俗
領
主
は
コ
ム
ー
ネ
か
ら
封
と
し
て
裁
判
権
を

受
け
取
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
領
主
と
し
て
認
め
ら
れ
る
存
在
に
な
る
が
、

一
二
世
紀
中
葉
以
降
、
封
建
関
係
の
拡
大
に
伴
っ
て
、
裁
判
権
に
与
り
う
る

こ
と
の
根
拠
が
封
建
関
係
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
と
い
う
。

　
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
が
領
主
と
農
村
コ
ム
ー
ネ
の
閣
に
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⑧

も
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
ビ
ア
ン
ド
ラ
ー
テ
伯
支
配
下
の

農
村
コ
ム
ー
ネ
が
、
伯
に
対
す
る
＝
疋
の
自
立
性
を
保
持
し
、
高
級
裁
判
権

を
除
く
訴
訟
を
扱
う
権
隈
を
農
村
コ
ム
ー
ネ
が
維
持
し
て
行
く
例
が
示
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
伯
か
ら
コ
ム
ー
ネ
へ
の
裁
判
権
の
「
授
封
」
と
い
う
形

式
を
取
り
、
コ
ム
ー
ネ
側
か
ら
は
伯
へ
の
誠
実
と
軍
事
奉
仕
を
誓
約
し
て
い

る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
「
農
村
コ
ム
ー
ネ
」
の
人
的
構
成
も
重
要
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
。
伯
と
裁
判
権
を
分
有
し
、
行
使
す
る
主
体
と
し
て
の
「
農
村

コ
ム
ー
ネ
扁
は
下
級
騎
士
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
集

団
領
主
と
し
て
「
農
民
の
コ
ム
ー
ネ
」
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
農
村
内
部
の
社
会
構
成
に
分
け
入
っ
た
研
究
は
現
時
点
で
は

量
的
に
も
十
分
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
以
上
の
よ
う
な
ア
ン
デ
ン
ナ
の
議

論
は
、
個
別
の
人
的
結
合
関
係
や
農
村
コ
ム
ー
ネ
の
地
位
、
領
主
支
配
の
起

源
な
ど
に
よ
る
差
異
は
含
み
つ
つ
も
、
封
建
関
係
が
広
範
な
社
会
に
浸
透
し

て
い
く
様
子
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ア
ン
デ
ン
ナ
は

封
建
関
係
が
一
二
批
紀
後
半
以
降
、
裁
判
権
の
行
使
、
す
な
わ
ち
領
主
支
配

の
正
当
化
原
理
と
な
っ
て
行
く
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
土
地
領
主
支
配
の

集
積
と
い
う
私
法
的
原
理
に
よ
っ
て
～
円
的
な
領
主
支
配
が
形
成
さ
れ
て
行

く
と
い
う
ヴ
ィ
オ
ラ
ン
テ
の
議
論
に
対
し
て
、
よ
り
公
的
原
理
に
よ
る
裁
判

支
配
の
保
証
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
の
原
理
論
的
な
議
論
と
醤
え
る
が
、
そ

の
社
会
的
意
義
に
関
し
て
は
農
村
コ
ム
ー
ネ
の
社
会
の
実
態
を
史
料
に
即
し

て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
同
時
代
的
に
進
行
し
て
行
く
、

正
当
化
原
理
と
し
て
の
封
建
関
係
の
定
着
と
、
農
村
社
会
内
部
へ
の
人
的
結

合
形
態
と
し
て
の
封
建
関
係
の
浸
透
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
行
く
の

か
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
都
市
コ
ム
ー
ネ
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
、

農
村
コ
ム
ー
ネ
の
地
域
団
体
と
し
て
の
自
立
性
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
行

く
の
か
が
今
後
の
検
討
課
題
と
な
ろ
う
。

①
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本
稿
で
は
、
中
世
後
期
の
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
成
立
す
る
領
域
国
家
の
国

鋼
は
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
に
よ
る
農
村
領
域
支
配
の
差
異
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
領
域
構
造
お
よ
び
都
布
－
農
村
関
係
に
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い

う
認
識
を
出
発
点
と
し
て
記
述
を
す
す
め
て
来
た
。
そ
の
目
的
は
都
市
コ

ム
ー
ネ
の
支
配
域
で
あ
る
農
村
領
域
内
部
の
構
造
自
体
を
問
い
、
そ
の
中
で

都
市
コ
ム
ー
ネ
と
い
う
鋼
度
の
意
義
を
位
置
付
け
た
上
で
、
申
世
後
期
以
後

の
領
域
国
家
の
形
成
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
後
半
部
で

は
地
域
を
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
に
限
定
し
、
広
い
意
味
で
の
都
市
と
農
村
の
関

係
に
関
す
る
問
題
提
起
を
行
っ
て
き
た
研
究
を
整
理
し
、
上
記
の
よ
う
な
関

心
に
沿
っ
て
論
点
を
整
理
し
て
来
た
。
領
域
国
家
の
国
制
に
影
響
を
与
え
る

と
い
う
点
か
ら
も
重
要
な
論
点
と
な
る
の
は
、
貴
族
の
存
在
形
態
、
お
よ
び

農
村
部
の
領
域
構
造
と
そ
の
社
会
構
造
の
関
連
で
あ
る
。

　
貴
族
史
的
な
観
点
か
ら
は
、
H
・
ケ
ラ
ー
に
よ
る
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
の

都
市
コ
ム
ー
ネ
と
貴
族
身
分
の
形
成
と
発
展
に
関
す
る
議
論
を
取
り
上
げ
た
。

カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
以
来
の
連
続
性
を
持
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
有
地
的
基
盤
を

持
つ
貴
族
と
、
都
市
や
農
村
の
内
部
で
上
昇
を
果
た
し
た
自
由
人
と
が
、
都

市
コ
ム
ー
ネ
に
対
し
て
固
有
の
賦
課
を
負
う
「
農
民
」
と
の
区
鋼
に
よ
っ
て
、

「
貴
族
」
身
分
へ
と
統
合
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
「
貴
族
し
の
形
成

過
程
は
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
組
織
的
な
下
部
単
位
と
な
る
「
農
村
コ
ム
ー

ネ
」
の
変
質
過
程
と
の
関
連
の
中
で
捉
え
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
〈
カ
ピ
タ

ネ
イ
〉
と
く
ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
ソ
ー
リ
V
の
間
に
あ
る
差
異
や
三
身
管
制
モ
デ
ル

の
持
つ
意
味
は
、
各
都
市
コ
ム
ー
ネ
に
よ
っ
て
異
な
る
祉
会
的
条
件
や
、
細

布
間
の
相
互
関
係
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
重

要
で
あ
る
と
筆
者
が
考
え
る
の
は
、
三
身
分
モ
デ
ル
の
妥
当
性
を
す
べ
て
の

都
市
コ
ム
ー
ネ
に
あ
て
は
め
て
問
う
こ
と
よ
り
も
、
複
数
の
都
市
コ
ム
ー
ネ

相
互
の
関
係
の
中
で
こ
の
身
分
制
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
担
っ
た
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
農
村
の
社
会
構
造
に
関
し
て
は
、
F
・
ム
ナ
ン
に
よ
る
研
究
を
申
心
に
取

り
上
げ
た
。
…
三
世
紀
に
か
け
て
都
市
コ
ム
ー
ネ
が
農
村
部
へ
の
組
織
的
統

制
を
深
め
る
に
つ
れ
て
襲
村
社
会
の
内
部
に
も
変
化
が
生
じ
る
。
都
市
コ

ム
ー
ネ
へ
の
財
政
的
従
属
を
深
め
て
行
く
農
村
コ
ム
ー
ネ
が
生
じ
る
～
方
、
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都
市
コ
ム
ー
ネ
か
ら
は
相
対
的
に
強
い
独
立
性
を
保
っ
た
領
主
支
配
や
共
同

体
の
内
部
で
、
住
民
の
末
端
ま
で
軍
事
化
を
と
も
な
う
封
建
関
係
が
浸
透
し
、

む
し
ろ
地
域
団
体
の
自
立
性
は
強
化
さ
れ
て
行
っ
た
。
こ
う
し
た
変
化
は
、

ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
地
域
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
領
域
支
配
力
の
限
界
性
に
直
接

的
に
反
映
し
て
い
る
と
弄
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
最
後
に
課
題
と
し
て
示
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

地
域
団
体
で
あ
る
「
農
村
コ
ム
ー
ネ
」
の
形
成
と
発
展
を
個
別
的
に
分
析
し

て
行
く
こ
と
の
重
要
牲
で
あ
る
。
例
え
ば
ア
ル
プ
ス
地
方
と
平
野
部
、
山
岳

部
の
違
い
な
ど
に
よ
っ
て
、
農
村
コ
ム
ー
ネ
の
國
池
上
の
役
割
は
あ
る
程
度

類
型
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
が
、
そ
の
自
立
性
の
大
小
や
農
村
社

会
内
部
の
社
会
構
成
に
は
著
し
い
差
異
が
あ
る
こ
と
が
近
年
益
々
明
ら
か
に

さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
さ
ら
に
社
会
の
内
部
に
分
け
入
っ
て

そ
の
人
的
構
成
や
社
会
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
そ
の
多
様
姓
を
も
た
ら
し
た
契
機
と
そ
の
影
響
を
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
形

成
と
発
展
の
各
段
階
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
行
く
こ
と
が
必
用
で
あ
る
。

　
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
都
市
・
農
村
関
係
論
の
再
検
討
は
、
基
本
的
に
は
都

市
コ
ム
ー
ネ
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
都
市

中
心
の
研
究
史
の
中
で
、
農
村
コ
ム
ー
ネ
研
究
に
も
ま
た
長
い
空
自
が
あ
っ

た
。
さ
ら
に
個
別
研
究
の
蓄
積
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
も
、
都
市

－
農
村
関
係
観
に
関
す
る
全
体
的
な
批
判
を
経
て
い
る
現
在
、
長
期
的
・
構

造
的
な
問
題
を
意
識
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て

は
都
市
と
農
村
の
関
係
が
中
近
世
史
記
述
に
大
き
な
比
重
を
持
つ
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
、
そ
の
再
検
討
を
コ
ム
ー
ネ
史
の
各
段
階
に
対
す
る
部
分
修
正
に

留
め
ず
、
総
合
的
な
議
論
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
都
市
コ
ム
ー
ネ
形
成
期
か
ら
一
四
世
紀
以
後
ま
で
を
含
み
、
か
つ
必
ず
し

も
論
点
の
」
致
し
な
い
諸
研
究
を
、
都
市
…
農
村
関
係
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と

し
て
提
示
し
て
き
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
の
こ
と
で
あ

る
。
農
村
コ
ム
ー
ネ
と
い
う
ミ
ニ
マ
ム
な
社
会
の
分
析
は
領
域
国
家
に
お
け

る
国
制
史
的
な
観
点
か
ら
も
ま
た
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て

強
調
し
た
い
。
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