
封
建
社
会
に
お
け
る
領
主
と
村
落
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申
世
都
市
研
究
の
反
省

鯖

田

豊
昆

之

嚇
　
【
要
約
】
　
こ
れ
ま
で
の
中
世
都
市
研
究
は
、
多
く
の
場
合
、
中
世
史
の
他
の
分
野
の
研
究
と
あ
ま
り
関
連
を
も
た
ず
に
、
孤
立
的
に
す
す
め
ら
れ
る
傾
向
が

一
あ
っ
た
・
森
は
・
か
か
る
欠
点
を
化
す
る
た
め
の
一
試
論
乞
て
・
〒
。
・
パ
中
世
都
茎
立
の
晶
鍵
と
な
っ
た
・
い
わ
ゆ
る
「
商
人
窪
」
馨

｝
暴
が
・
ど
の
よ
う
穣
主
．
村
落
関
係
の
変
動
に
も
と
ず
く
か
を
問
超
し
た
も
の
で
あ
る
・
わ
れ
わ
れ
空
聾
の
み
嘉
し
は
・
笙
に
・
「
更
定

…
住
」
撰
は
、
象
れ
少
か
麓
急
難
・
霧
化
褻
の
一
門
萱
そ
の
麗
は
棄
の
中
特
装
黙
す
・
藻
で
・
あ
っ
た
…
、

襲
監
鞭
喉
甑
鍵
骸
雛
麺
簾
野
饗
覇
鞭
議
錨
灘
澱
総
ボ
騨
瓢
鰯
韓
紅

脚
　
点
に
要
約
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の
変
革
の
基
礎
に
、
　
門
中
世
農
業
革
命
」
と
で
も
称
す
べ
き
、
生
産
力
の
飛
躍
的
発
展
が
あ
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

一
・
で
あ
・
．

ー
ー
～
一
｝
究
「
殴
～
～
2
予
（
、
…

鳳
　
中
世
都
市
研
究

　
わ
た
く
し
が
西
洋
中
世
史
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
は
じ
め

関
心
を
お
ぼ
え
た
の
は
都
市
の
問
題
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
都
市
は
、

ふ
つ
う
、
わ
が
国
や
東
洋
に
は
み
ら
れ
な
い
、
高
度
の
臼
治
権
を
も
つ
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
都
市
が
何
ゆ
え
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み

に
あ
ら
わ
れ
た
か
、
そ
の
よ
う
な
都
市
を
包
摂
し
得
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
封
建
縫

会
と
は
、
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
が
わ
た
く
し
の
そ
も
そ
も

の
疑
問
で
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
わ
が
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
学
問
的
伝
統
の
稲
違
か
ら
、
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
の
中
世
都
市
の
禽
鳥
が
不
当
に
強
調
さ
れ
、
わ
が
國
の
都
市
の
そ
れ
恭
、

不
愚
に
無
点
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
ヨ
ー
・
ッ
パ
中
世
都
市
の
自

由
の
象
徴
の
一
つ
で
あ
る
都
市
裁
判
権
に
し
て
も
、
実
際
問
題
と
し
て
、
都
市
硅

闘
象
で
あ
っ
た
イ
タ
リ
ア
を
別
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
刑
事
事
件
に
対
し
て
は
、

そ
の
独
立
性
は
か
な
り
大
幡
に
制
限
さ
れ
て
い
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
都
市
の
方
が
、
わ
が
国
の
そ
れ
よ
り
も
r

は
る
か
に
大
き
な
自
由
を
享
受
し
た
で
あ
ろ
5
こ
と
は
、
現
存
す
る
当
蒔
の
都

布
法
条
文
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
殺
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
、
な
ぜ
そ

う
な
っ
た
か
の
疑
問
は
、
依
然
と
し
て
の
こ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
す
る
解
答
が
、
今
渇
ま
で
何
ら
用
意
さ
れ
て
な
い
と

い
う
の
で
は
な
い
。
な
か
で
も
、
　
「
何
ゆ
え
に
西
ヨ
…
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
の
み

資
本
主
義
が
発
達
し
え
た
か
」
の
問
題
か
ら
幽
発
し
て
、
広
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ヴ
か
ら
中
世
都
市
に
お
け
る
「
市
民
意
識
」
形
成
の
意
義
を
論
じ
た
、
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
ェ
…
パ
ー
累
餌
羅
≦
①
ぴ
興
の
所
論
に
は
傾
聴
す
べ
き
点
が
多
い
。

ウ
ェ
ー
バ
；
の
説
明
は
、
要
約
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
ひ
と
口
に
創

世
都
鳥
と
い
っ
て
も
、
ほ
ぼ
ア
ル
プ
ス
を
境
と
し
て
、
爾
、
北
の
二
つ
の
タ
イ

プ
が
あ
る
。
近
代
資
本
主
義
に
つ
な
が
る
市
艮
意
識
の
形
成
が
、
純
粋
な
形
で

す
す
め
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
う
ち
で
も
、
ア
ル
プ
ス
以
北
の
都
布
の
場
合
で
あ

る
。
中
世
の
北
欧
都
市
は
、
古
代
都
市
や
中
世
爾
欧
都
市
と
異
な
っ
て
、
商
工

業
約
生
産
春
と
し
て
の
関
心
に
支
え
ら
れ
た
組
織
体
で
あ
り
、
そ
の
構
成
員
た

る
市
民
は
、
す
べ
て
、
原
籍
と
し
て
商
工
業
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
都
市
の

成
立
は
、
商
工
業
者
た
る
市
民
全
体
の
自
由
の
た
め
の
誓
約
団
体
の
結
成
と
し

て
あ
ら
わ
れ
る
。
中
世
北
欧
都
市
に
お
い
て
市
民
意
識
の
形
成
が
順
調
に
す
す

ん
だ
の
は
、
要
す
る
に
、
商
工
業
者
を
主
体
と
す
る
市
民
層
が
、
こ
の
よ
う
に

し
て
、
都
市
壁
外
の
封
建
的
階
層
秩
序
と
す
る
ど
く
対
立
す
る
、
近
代
酌
な
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

’
質
社
会
の
原
理
を
都
市
壁
内
に
確
立
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
酌
類
型
論
か
ら
の
ア
プ
ロ

ー
チ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
申
世
都
市
の
比
類
の
な
い
特
色
を
あ
ざ
や
か
に
浮
き
彫

り
す
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
工
業
潜
の
み
が
、
何
ゆ
え

に
市
民
的
自
由
を
確
立
し
え
た
か
は
、
あ
ら
た
め
て
歴
史
学
の
分
野
に
お
い
て

論
じ
ら
れ
蝿
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ジ
ー
ク
フ
リ

ー
ト
・
リ
ー
チ
ェ
ル
Q
Q
㎞
①
σ
Q
坤
貯
瓢
潟
㎞
簿
ω
o
財
①
押
　
ア
ン
リ
・
ピ
レ
ン
ヌ
缶
①
雑
芸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

勺
貯
。
β
郎
ρ
　
ハ
ン
ス
・
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ツ
出
§
。
・
勺
罫
該
ぎ
な
ど
に
よ
っ
て
主
張

さ
カ
た
、
い
わ
ゆ
る
商
人
定
住
説
で
あ
る
。
り
ー
チ
ェ
ル
の
場
合
は
若
干
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
異
に
す
る
が
、
商
人
定
住
説
と
い
う
の
は
、
一
口
に
い
え
ば
、
十
、

十
一
世
紀
以
降
、
農
民
の
次
、
三
男
、
浮
浪
人
と
い
っ
た
冒
険
好
ぎ
の
「
が
さ

つ
な
連
中
扁
か
ら
成
る
遍
歴
商
人
が
、
遠
隔
地
商
業
を
目
的
と
し
て
、
王
宮
、

教
会
、
修
道
院
、
諸
侯
居
城
な
ど
の
所
在
地
で
あ
る
キ
ー
ウ
ィ
タ
ー
ス
。
オ
淳
窃

や
カ
ス
ト
ゥ
ル
ム
O
器
鉾
添
寝
に
接
続
す
る
、
ス
ブ
ゥ
ル
ビ
ゥ
ム
雪
9
捗
ξ
野

ボ
ル
ト
ゥ
ス
唱
。
洋
霧
”
ヴ
ィ
ー
ク
ス
訟
。
器
な
ど
に
定
住
す
る
よ
う
に
な
り
、
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彼
ら
が
中
心
と
な
っ
て
、
の
ち
に
、
都
衛
の
自
由
が
確
立
さ
れ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
と
く
に
、
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ツ
の
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
新
翼
商
人
層
が
、
キ

ー
ウ
ィ
タ
ー
ス
や
カ
ス
ト
ゥ
ル
ム
の
領
主
に
対
抗
し
て
、
手
工
業
者
と
の
間
に

連
合
戦
線
を
形
成
し
、
商
工
業
市
民
全
体
を
打
っ
て
一
丸
と
す
る
、
自
由
の
た

め
の
誓
約
団
体
を
結
成
す
る
過
程
が
、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
樵
…
か
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
商
人
定
住
説
、
と
く
に
ミ
ッ
タ
イ
ス
蟹
。
口
鼠
島
客
一
洋
Φ
一
ω
に
よ
る
激

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

賞
の
ま
と
と
な
っ
た
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ツ
の
そ
れ
は
、
ウ
ェ
…
バ
ー
の
あ
ざ
や
か
な

見
と
お
し
に
、
歴
史
学
的
な
ゆ
た
か
な
肉
付
け
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。

　
け
れ
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
封
建
社
会
に
お
い
て
の
み
、
何
ゆ
え
に
都
市
の

自
由
が
確
立
し
え
た
か
、
わ
れ
わ
れ
の
は
じ
め
の
聞
題
に
立
ち
返
る
と
き
、
都

入
定
住
説
は
必
ず
し
も
充
分
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
世
都
市
の
特
異
な
発
展
の
鐵
発
点
が
、
十
、
十
一
世
紀
に
お
け
る
遠
隔
地

商
人
の
定
住
に
あ
る
こ
と
は
一
麻
み
と
め
ら
れ
て
も
、
か
か
る
一
部
の
人
口
の

一
定
地
点
へ
の
集
中
と
い
う
現
象
が
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
社
会
に
お
い
て
、

い
か
に
し
て
可
能
に
な
っ
た
か
が
、
商
人
定
住
説
か
ら
は
あ
き
ら
か
と
な
ら
な

い
。
ピ
レ
ン
ヌ
は
、
こ
の
場
舎
、
十
、
十
一
世
紀
に
お
け
る
一
般
的
な
人
口
増

潴
を
推
定
し
て
い
る
が
、
一
般
的
な
人
口
増
加
が
、
な
ぜ
、
遠
隔
地
商
人
の
集

住
と
い
う
現
象
を
惹
き
起
し
た
の
か
、
具
体
的
転
機
に
つ
い
て
は
十
分
な
説
胴

を
与
え
て
い
な
い
。

　
商
人
定
住
説
の
こ
の
よ
う
な
欠
点
は
、
実
は
、
都
市
の
自
由
を
強
調
す
る
あ

ま
り
、
都
市
と
農
村
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
限
を
う
ば
わ
れ
て
、
従
来
の
都
市
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

i
と
く
に
中
世
都
市
の
は
な
ば
な
し
い
歴
史
を
も
つ
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
れ

一
が
、
農
村
を
全
く
度
外
視
す
る
傾
向
の
あ
っ
た
こ
と
に
も
と
ず
く
も
の
で

あ
る
。
ひ
と
口
に
中
世
都
市
と
い
っ
て
も
、
な
か
に
は
、
人
口
数
百
に
し
か
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ぎ
な
い
過
小
都
市
も
多
数
存
在
し
て
居
り
、
r
か
な
り
規
模
の
大
ぎ
い
都
帯
で
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

卸
璽
巾
域
内
に
畑
地
、
ぶ
ど
う
園
、
採
草
地
な
ど
を
ふ
く
む
こ
と
が
稀
…
で
な
い
以

上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
都
市
と
農
村
の
心
違
を
あ
ま
り
に
誇
大
に
考
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
ぞ
同
舘
。
曽
づ
H
o
。
び
の
指
摘

す
る
よ
う
に
、
あ
る
意
味
で
は
》
都
市
の
動
き
も
農
村
の
動
ぎ
も
、
同
一
の
平

　
　
　
華

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

面
で
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
商
入
定
住
説
の
主
張
す
る
、
歴

史
の
あ
る
一
定
時
点
に
お
け
る
、
遠
隔
地
商
人
の
一
定
地
点
へ
の
集
中
と
い
う

現
象
も
、
そ
れ
が
、
そ
の
当
時
の
農
村
に
お
け
る
い
か
な
る
変
化
を
前
提
し
た

も
の
で
あ
る
か
、
あ
ら
た
め
て
農
村
史
に
視
野
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
。
け

だ
し
、
農
村
に
お
け
る
な
ん
ら
か
の
重
大
な
変
化
を
予
想
し
て
は
じ
め
て
、
商

人
定
住
説
の
強
調
す
る
現
象
も
、
十
分
に
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
　
「
農
村
史
へ
の
視
野
、

の
拡
大
」
と
い
っ
て
も
、
従
来
の
農
村
史
の
成
果
を
安
易
に
援
用
し
て
、
そ
れ

で
も
っ
て
、
商
人
定
住
説
の
可
否
を
わ
り
き
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
K
・
S
・
パ
ー
ダ
i
切
p
瓢
㊤
は
、
ド
イ
ツ
の
学
界
に
お
け
る
農
村
研 96　（260）
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究
の
都
市
研
究
に
対
す
る
立
ち
お
く
れ
を
指
摘
し
、
そ
の
主
要
な
原
因
の
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
し
て
、
都
市
に
関
す
る
史
料
が
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る

が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
、
乏
し
い
史
料
か
ら
え
ら
れ
た
結
論

を
、
そ
れ
が
農
村
史
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
基
本
的
で
あ
る
と
い
っ

た
寄
妙
な
ロ
ジ
ッ
ク
か
ら
、
万
能
の
刀
の
よ
5
に
ふ
り
ま
わ
す
こ
と
は
つ
つ
し

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
「
農
村
史
へ
の
視
野
の
拡
大
」
は
、
む

し
ろ
、
商
人
定
住
説
が
、
予
想
さ
れ
る
農
村
社
会
の
変
化
を
十
分
に
説
明
し
う

る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
都
市
研
究
を
今
後
の
農
村
研
究
の
な
か
に
生
か
す

方
向
で
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

①
　
累
9
呂
づ
、
9
㊦
さ
U
δ
ω
貯
黛
、
o
ぎ
。
ω
o
N
δ
ざ
σ
q
ジ
。
げ
Φ
α
馨
。
話
霧
ず
鐸
嵩
α
q
’

　
づ
M
貯
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ゴ
p
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厳
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Φ
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。
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卜
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鵠
8
夢
ヨ
σ
Q
o
ジ
一
8
朝
「

　
　
増
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四
郎
『
西
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市
民
意
識
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形
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ロ
ッ
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史
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②
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γ
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o
ヨ
器
。
淳
嵩
9
話
昌

　
！
M
。
笹
魑
冨
誘
”
零
首
獣
頓
㍉
。
。
リ
ゴ
麟
窪
ユ
漁
屋
諺
ρ
窒
魯
一
興
鎮
∩
三
β

　
℃
識
嵩
。
簿
。
詳
回
Φ
ω
駆
（
今
来
陸
郎
訳
『
腿
洋
中
世
都
市
町
達
史
』
昭
一
八
、

　
白
楊
社
）
　
出
§
ω
男
㌶
鼠
§
層
回
く
欝
ゆ
μ
掃
§
塁
α
Q
障
α
o
田
蕊
ω
癖
α
泣
ω
o
げ
。

　
目
置
σ
q
o
冨
。
ω
。
。
o
霧
。
｝
麺
簿
一
ロ
巳
銭
Φ
蹴
蝕
昌
竃
ψ
o
げ
2
闘
o
Q
歴
象
Φ
昌
一
ヨ
躊
．
嘗
昌
α

　
這
◎
冒
冒
9
巳
Φ
誉
N
ω
菊
O
G
O
｝
①
ρ
一
詮
O
（
鯖
賑
登
之
訳
『
中
世
都

　
市
成
立
論
』
昭
三
四
、
未
来
社
）
。

③
鎖
。
甘
ユ
9
習
管
。
ン
一
）
。
自
誘
。
葛
閑
Φ
。
馨
・
，
囎
ω
9
鼠
9
叶
ρ
窓
暮
9
g

勲
瞬
㊦
議
p
6
心
P
ω
」
漣
（
琶
爽
晃
墨
壷
譲
マ
イ
ツ
法
制
壁
機
説
』

　
昭
二
九
、
創
文
社
二
九
八
頁
）
。

④
会
田
前
掲
論
文
。

⑤
鈴
木
成
高
隅
．
封
建
社
会
の
研
究
』
（
昭
二
三
、
弘
文
堂
）
、
鯖
順
前
掲
書
。

⑥
当
時
の
郷
市
法
条
文
を
み
れ
ば
わ
か
る
。

⑦
竃
鍵
6
露
。
。
｝
ど
U
o
ω
。
霞
嘆
け
驚
＄
禽
蔭
塁
誤
（
口
上
、
三
。
・
な
マ
。
霊
養
ざ

　
坤
鍵
茜
P
訪
0
勺
ρ
誌
即
瞬
Φ
ω
同
曽
唱
・
ミ
⑰
～
嵩
④
・
（
河
野
健
二
ほ
か
訳
『
フ
ラ

　
ソ
ス
長
崎
史
の
誌
本
的
性
格
』
昭
三
三
、
玉
文
紙
二
三
八
頁
以
下
）
参
照
。

③
緊
⇔
二
Q
り
雷
α
q
鍵
①
岱
ご
つ
銭
①
が
口
霧
三
鷲
2
三
な
同
琴
ぎ
σ
つ
紘
a
。
・

　
頃
ユ
。
鳥
。
霊
。
。
9
三
胤
力
只
一
ヰ
吾
2
．
o
陣
。
｝
y
ノ
く
。
一
ヨ
ヨ
．
辱
一
三
メ
も
Q
．
沁
～
F

二
　
申
世
村
落
研
究

　
十
、
十
一
世
紀
に
お
け
る
遠
隔
地
商
人
の
一
定
地
点
へ
の
集
中
と
い
う
現
象

が
、
当
時
の
農
村
に
お
け
る
い
か
な
る
変
化
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
、

農
村
史
に
視
野
を
拡
大
し
た
上
で
、
商
人
定
住
説
を
検
討
し
て
み
る
と
き
、
ま

ず
わ
れ
わ
れ
が
予
想
で
き
る
の
は
、
こ
の
場
会
の
遠
隔
地
商
人
は
、
も
と
も
と
、

集
住
地
点
周
辺
の
農
村
の
蹴
身
で
あ
り
、
遠
隔
地
商
人
の
集
中
と
い
っ
て
も
、

そ
の
実
態
は
、
多
く
は
、
一
定
領
域
内
の
農
民
の
一
部
が
キ
ー
ウ
ィ
タ
ー
ス
な

い
し
は
カ
ス
ト
ゥ
ル
ム
へ
移
住
し
た
こ
と
で
な
い
か
と
の
疑
閣
で
あ
る
。
ケ
ル

　
　
　
　
　
　
　
パ
ト
リ
チ
エ
ル

ン
の
古
い
時
代
の
都
市
貴
族
の
氏
名
を
検
討
し
た
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ツ
は
、
彼
ら
が

遠
隔
地
の
出
身
で
あ
る
こ
と
に
注
自
し
て
、
絹
当
遠
距
離
に
わ
た
る
人
口
の
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

動
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
絃
自
然
と
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し
て
も
、
上
述
の
よ
う
な
過
小
齢
市
の
存
在
や
都
市
の
農
業
醜
色
彩
を
巡
警
に

入
れ
る
と
、
人
口
集
中
の
主
流
は
、
農
村
か
ら
将
来
の
都
市
に
向
う
比
較
酌
近

距
離
の
移
住
で
あ
っ
た
と
想
像
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
事
実
、
若
干
の
地
域
の
研

究
で
は
、
都
衛
市
民
の
み
な
も
と
が
、
周
辺
地
域
の
農
畏
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

　
　
　
　
　
②

す
も
の
も
多
い
。

　
そ
う
す
る
と
、
こ
5
し
た
農
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
移
動
が
、
十
、
十
一
世

紀
と
い
う
特
定
時
期
に
な
ぜ
起
つ
た
か
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
縫
村
の
側
の
ど

う
い
う
変
化
が
、
か
か
る
移
動
を
可
能
な
ら
し
め
た
か
が
、
さ
し
あ
た
り
、
わ

れ
わ
れ
の
腹
画
す
る
問
題
に
な
る
。

　
こ
の
点
に
関
す
る
重
要
な
手
が
か
り
の
一
つ
は
、
最
近
ド
イ
ツ
の
村
落
史
学

界
に
お
い
て
は
な
ば
な
し
く
と
り
上
げ
ら
れ
、
わ
が
国
に
憶
主
と
し
て
増
田
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

郎
教
授
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
集
村
化
」
の
問
題
で
あ
る
。

今
、
そ
の
論
議
の
要
綱
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
　
「
集
村
化
」
と
は
、

要
す
る
に
、
中
世
村
落
の
原
初
性
、
ゲ
ル
マ
ン
厩
族
の
原
初
的
村
落
定
往
を
否

定
し
て
、
原
初
村
落
を
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
ノ
く
毘
曾
形
式
の
「
小
村
」
で
あ
る
と
想

定
し
た
場
合
、
か
か
る
小
村
の
若
干
が
あ
つ
ま
っ
て
、
一
つ
の
中
世
村
落
を
形

威
す
る
過
程
に
お
い
て
生
起
す
る
、
一
種
の
集
住
現
象
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。

増
田
教
授
の
研
究
は
、
主
と
し
て
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ヴ
ェ
ー
ク
芝
巴
跨
震
く
。
①
o
押

の
ヴ
ュ
ル
テ
ソ
ベ
ル
ク
全
域
に
関
す
る
古
い
行
列
塚
式
墓
地
ヵ
σ
笹
Φ
路
σ
q
裁
ぴ
①
サ

　
　
　
④

蹄
寄
魯
鼠
の
研
究
と
、
ヘ
ル
マ
ン
・
シ
ュ
ト
ル
霞
Φ
旨
峯
3
Q
D
骨
○
罵
の
チ
ュ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ビ
ソ
ゲ
ソ
近
郊
ハ
イ
ル
フ
ィ
ソ
ゲ
ソ
寓
a
ヨ
昌
σ
q
①
昌
村
の
墓
地
研
究
に
依
拠
し

て
い
る
が
、
増
田
教
授
は
、
ハ
イ
ル
フ
ィ
ン
ゲ
ン
村
の
場
合
、
六
世
紀
後
半
に

四
ホ
ー
プ
で
あ
っ
た
の
が
、
七
蝕
紀
前
半
に
六
ホ
ー
プ
、
七
世
紀
末
に
一
六
ホ

ー
プ
に
増
加
し
た
こ
と
、
中
世
村
落
の
規
模
が
一
般
に
二
〇
ホ
ー
フ
内
外
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
西
南
ド
イ
ツ
に
お
け
る
集
村
化
の
時
期
を
七
、
八
世
紀
と
想

定
し
、
臥
集
村
化
の
前
提
と
し
て
、
同
時
期
に
お
け
る
人
口
増
掴
や
三
圃
制
農
法

の
導
入
を
考
え
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
七
、
八
世
紀
集
村
化
説
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
、

十
、
十
一
世
紀
の
遠
隔
地
商
入
の
定
住
現
象
を
問
題
に
す
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
、
何
ら
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
も
し
も
、
七
、

八
世
紀
に
集
村
化
し
た
村
落
が
前
提
と
な
っ
て
、
の
ち
に
中
世
都
市
が
成
立
し

た
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
れ
ぽ
、
都
衛
成
立
の
条
件
と
し
て
商
人
定
住
を
考
え

る
こ
と
自
体
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
も
つ
か
、
き
わ
め
て
あ
ぶ
な
い
も
の
に

　
　
　
　
　
　
⑥

も
な
り
か
ね
な
い
。

　
け
れ
ど
も
、
た
と
え
、
ハ
イ
ル
フ
ィ
ン
ゲ
ソ
村
の
集
村
化
が
、
七
、
八
世
紀

で
あ
る
こ
と
が
た
し
か
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
で
す
べ
て
を
律
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
同
じ
西
南
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
す
ら
、
K
・
S
・
バ
ー
ダ
ー
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

う
に
、
中
世
高
富
な
い
し
は
後
期
に
集
村
化
の
時
点
を
求
め
る
学
潜
も
い
る
。

集
村
の
成
立
と
時
期
的
に
ほ
ぼ
平
行
し
て
習
業
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
三
圃

捌
農
法
に
つ
い
て
も
無
様
で
あ
る
。
一
般
に
荘
園
制
が
ほ
と
ん
ど
完
全
に
貫
徹

98　（262＞



封建祉会に恥ける領叢と繕落（鯖田）

し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
、
九
世
紀
の
サ
ソ
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
㏄
巴
¢
¢

○
震
諺
竃
黙
認
－
℃
H
留
修
道
院
の
所
領
に
つ
い
て
す
ら
、
三
闘
争
農
法
が
、
ぎ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

め
て
限
定
さ
れ
た
形
で
し
か
、
普
及
し
て
い
な
い
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
國
側
農
法
の
起
源
を
問
題
に
す
れ
ば
、
こ
の
修
道
院
領
の
多
く
存
在
す
る
北

フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
、
西
爾
ド
イ
ツ
の
方
が
は
や
い
と
し
て
も
、
普
及
度
と
も
な

れ
ば
、
西
南
ド
イ
ツ
の
場
合
で
も
、
七
、
八
世
紀
に
ど
の
く
ら
い
の
ウ
エ
イ
ト

を
か
け
得
る
か
、
性
急
な
断
定
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
中
世
村
落
の
原
初
枇
馬

ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
原
初
的
村
落
定
住
の
否
定
の
点
で
、
大
き
な
成
果
を
挙
げ
た

七
、
八
世
紀
集
村
風
説
も
、
具
体
的
な
集
村
化
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中

心
と
な
る
考
古
学
的
研
究
方
法
の
限
界
と
も
相
俊
っ
て
、
多
く
の
疑
問
を
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愈

し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
農
村
史
に
視
野
を
拡
大
し
た
上
で
、
商
人
定
佳
説

を
検
討
す
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
視
角
か
ら
は
、
業
事
、
七
、
八
世
紀
集
村
化

博
説
の
主
張
す
る
よ
う
な
集
村
化
現
象
が
一
般
酌
に
な
る
の
は
、
商
人
定
住
の
さ

か
ん
と
な
る
十
、
十
一
批
紀
の
こ
と
で
あ
り
、
遠
隔
地
簡
人
の
一
定
地
点
へ
の

集
中
と
い
う
現
象
は
、
ひ
ろ
く
、
当
時
の
農
村
を
席
捲
し
た
集
村
化
現
象
の
一

環
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
予
想
が
う
ま
れ
て
く
る
。
も
し
も
、
こ

の
予
想
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
弾
の
き
わ
め
て
困
難
な
人
口
蛍
雪
を
わ

ざ
わ
ざ
引
き
合
い
に
串
さ
な
く
て
も
、
商
人
定
便
の
前
提
と
な
る
人
口
移
動
な

い
し
は
人
口
移
動
の
可
能
性
も
、
集
村
化
に
と
も
な
う
普
遍
飾
現
象
と
し
て
、

容
易
に
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
い

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
↓
た
予
想
が
現
実
の
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
あ
る
特
定

都
市
の
成
立
の
前
提
と
な
る
商
人
定
住
が
、
か
な
ら
ず
、
周
辺
霊
域
に
お
け
る

集
村
化
の
一
環
と
し
て
す
す
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
具
体
的
に
実
証
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
や

ラ
イ
ン
、
セ
ー
ヌ
流
域
の
よ
う
な
、
著
名
な
都
市
の
発
展
し
た
地
域
に
つ
い
て

は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の

重
要
な
出
発
点
を
な
す
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
十
、
十
一
世
紀
の
マ
ー

コ
ン
地
方
竃
ゆ
0
9
葺
ρ
置
に
関
す
る
、
　
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ド
晶
ビ
イ
Q
①
o
円
σ
q
①
の

　
　
　
　
　
⑨

U
5
σ
団
の
研
究
に
注
臼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
マ
ー
コ
ン
地
方
と
い
う
の
は
、
リ
ヨ
ン
の
北
方
の
ソ
ー
ヌ
河
流
域
の
こ
と
で
、

都
布
と
し
て
は
比
較
的
規
模
の
小
さ
い
、
’
マ
ー
コ
ソ
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
、
ト
ゥ
ー

ル
。
ニ
ュ
ー
な
ど
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
有
名
な
ク
リ
ュ
一
　
…
修
道
院
の
本

拠
の
あ
っ
た
関
係
で
、
都
市
、
農
村
の
別
を
と
わ
ず
、
当
盤
の
わ
れ
わ
れ
の
対

象
と
な
る
、
十
、
十
一
世
紀
の
史
料
に
は
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
。
ド
ユ
ビ
イ
の
研

究
は
、
も
と
も
と
、
こ
の
地
方
の
社
会
を
包
括
的
に
分
析
し
て
居
り
、
必
ず
し

も
、
わ
れ
わ
れ
と
問
じ
視
角
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
マ
ー
コ
ン
と
ク
リ
ェ

ニ
ー
に
関
す
る
実
証
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
、
彼
の
商
人
定
住
説
に
対
す
る
見
解

は
、
一
口
に
い
え
ば
、
少
く
と
も
マ
ー
コ
ソ
地
方
に
お
い
て
は
、
大
半
の
都
市

住
民
が
近
隣
農
村
か
ら
の
移
住
民
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
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体
ぱ
あ
え
て
異
と
す
る
に
も
あ
た
ら
な
い
が
、
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
農
村

か
ら
の
移
住
が
な
ぜ
特
定
の
時
期
に
起
つ
た
か
の
聞
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
ド
ニ
ビ
イ
は
、
都
市
の
成
立
と
は
一
応
別
箇
に
、
村
落
共
同
体
の
発
展

を
追
求
し
た
結
果
、
も
と
も
と
、
こ
の
地
域
の
集
落
単
位
は
ア
モ
ー
｝
郵
旨
⑦
碧
．

（
小
村
）
で
あ
っ
た
こ
と
、
十
一
世
紀
前
後
を
境
と
し
て
、
教
区
数
会
の
存
在

す
る
特
定
ア
モ
ー
に
対
す
る
、
隣
接
の
若
干
ア
モ
ー
か
ら
の
移
住
が
激
化
し
、

獲
村
化
す
る
ア
モ
ー
も
み
ら
れ
る
こ
と
、
か
か
る
集
村
化
の
あ
る
て
い
ど
の
進

行
を
前
提
し
て
、
村
民
の
森
林
、
牧
草
地
な
ど
の
共
同
利
用
と
い
っ
た
、
い
わ

ゆ
る
村
落
共
同
体
特
有
の
現
象
が
、
教
区
教
会
所
在
ア
モ
f
を
申
心
と
し
て
若

干
の
周
辺
ア
モ
ー
を
ふ
く
む
範
圏
内
に
、
は
じ
め
て
定
着
し
た
こ
と
な
ど
、
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

味
の
あ
る
薬
実
を
、
主
と
し
て
ク
リ
ユ
ニ
ー
文
書
か
ら
掘
り
出
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
ド
ユ
ビ
イ
の
研
究
を
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
再
編
成
し
て
み
る
と
、
未

来
の
都
市
に
対
す
る
商
人
定
住
は
、
周
辺
地
域
の
集
村
化
現
象
の
一
環
で
は
な

か
っ
た
か
、
と
の
わ
れ
わ
れ
の
予
想
は
、
少
く
と
も
マ
ー
コ
ソ
地
方
に
お
い
て

は
、
当
然
う
ち
が
き
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
う
す
る
と
、
西
南
ド
イ
ツ
の
場
合
、
集
村
化
と
平
行
し
て
す
す
め
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
藍
鼠
制
農
法
の
導
入
が
、
マ
！
コ
ソ
地
方
の
場
合
、
ど

5
で
あ
っ
た
か
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
ド
ユ
ビ
イ
の
主
張
は
、

そ
れ
ほ
ど
蹟
概
的
で
ほ
な
い
。
一
部
…
1
と
く
に
領
主
直
営
地
1
で
、
鍋
墨
、

三
嗣
制
農
法
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
残
念
な
卸
旨
と

に
は
、
マ
…
ロ
ソ
地
方
の
場
含
、
も
っ
と
も
重
大
な
時
期
．
で
あ
る
十
一
、
十
二
、

十
三
世
紀
に
つ
い
て
は
、
村
落
形
態
の
発
展
を
曳
料
的
に
辿
る
こ
と
が
で
ぎ
な

　
　
　
　
　
　
⑪

い
か
ら
で
も
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
に
陽
達
し
て
晃
逃
せ
な
い
の
は
、
ア
モ

ー
段
階
の
マ
ー
コ
ン
地
方
を
と
り
あ
つ
か
っ
た
ア
ン
ド
レ
．
デ
レ
ア
ー
ジ
ム

諺
添
脅
ひ
U
鉛
ひ
9
σ
q
⑦
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ア
モ
ー
を
構
成
す
る
丸
干
の
農
家
は
決

し
て
相
互
に
隣
接
し
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
各
農
家
の
住
居
は
、
菓
國
の
ほ
か
、

畑
地
、
ぶ
ど
う
園
な
ど
に
よ
つ
て
、
相
互
に
へ
だ
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
外
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ル
ヂ
イ
エ

の
分
散
地
の
場
合
は
、
同
一
耕
区
内
に
畑
地
片
や
ぶ
ど
う
園
片
な
ど
の
混
在
す

る
例
が
か
な
り
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
集
村
化
以
前
の
段
階
に
は
、
い
わ
ゆ
る

耕
作
強
制
を
伴
う
三
圃
制
農
法
の
普
及
を
さ
ま
た
げ
る
条
件
が
、
根
づ
よ
く
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
応
の
推
論
が
ゆ
る
さ
れ
る
と

す
る
な
ら
ぽ
、
か
つ
て
の
住
居
あ
と
に
畑
地
や
ぶ
ど
う
園
を
つ
く
り
、
か
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
畑
地
や
ぶ
ど
う
園
の
う
え
に
往
居
を
た
て
る
集
村
化
の
進
行
は
、
お
そ
ら
く

は
、
あ
る
て
い
ど
の
耕
地
整
理
を
随
伴
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
当
時
と
し
て
は

よ
り
す
す
ん
だ
農
法
で
あ
る
三
關
制
を
、
あ
ら
た
に
導
入
す
る
態
勢
を
つ
く
り

あ
げ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
結
論
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
三
曙
制
農

法
に
象
徴
さ
れ
る
あ
た
ら
し
い
生
馬
力
の
発
展
が
、
究
極
的
に
は
、
集
村
化
を

お
し
す
す
め
た
契
機
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
集
村
化
の
過
程
に
お

い
て
、
一
部
の
人
口
が
都
市
に
漿
慰
し
て
、
農
工
の
分
離
を
す
す
め
る
こ
と
も

可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
ド
ユ
ビ
イ
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が
、
別
の
と
こ
ろ
で
、
一
般
論
と
し
て
、
九
五
〇
－
一
〇
五
〇
年
の
暁
期
を

十
八
世
紀
の
農
業
革
命
に
も
比
定
さ
れ
る
中
世
農
業
革
・
命
期
と
鞭
て
と
ら
え
、

す
す
ん
だ
農
業
狡
術
の
普
及
が
人
口
の
都
布
集
中
を
う
な
が
し
た
と
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
少
く
と
も
マ
ー
コ
ソ
地
方
に
つ
い
て
は
、
農

村
炎
に
視
野
を
拡
大
し
た
う
え
で
商
人
定
住
説
を
検
討
す
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ

の
課
題
は
、
　
「
十
、
十
一
世
紀
に
お
け
る
農
業
生
産
力
の
向
上
　
　
ア
モ
ー
単

位
の
古
い
農
村
構
成
の
動
揺
－
教
区
教
会
所
在
ア
モ
ー
へ
の
人
口
集
中
一

未
来
の
都
市
へ
の
入
口
集
中
」
と
い
う
形
で
、
一
応
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

本
来
の
村
落
共
同
体
の
成
立
す
る
過
程
が
、
潤
時
に
都
市
共
同
体
の
成
立
す
る

過
程
で
も
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
商
人
定
佳
説
は
、
次
元
を
変
え
て
、
農
村

研
究
の
な
か
に
も
生
き
の
び
る
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
全
ヨ
ー
塁
ッ
パ
鮒

規
模
で
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
問
題
は
別

で
あ
る
。
集
村
化
と
い
っ
て
も
、
マ
ー
コ
ソ
地
方
の
場
合
は
、
そ
れ
ほ
ど
完
全

な
も
の
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
西
蔀
の
ブ
ル
タ
；
二
．
一
地
方
に
く
ら
べ
れ
ば
、

は
る
か
に
集
村
度
が
た
か
い
と
は
い
う
も
の
の
、
十
三
撤
紀
以
降
に
な
っ
て
開

墾
の
結
果
増
塊
す
る
ア
モ
ー
や
エ
カ
ー
ル
伊
南
げ
（
孤
立
住
居
）
を
別
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
、
集
村
化
は
あ
く
ま
で
も
あ
る
て
い
ど
で
あ
り
、
村
落
は
、
中
心
に
な
る
教

区
教
会
所
在
ア
モ
イ
（
ヅ
壕
ル
び
。
戸
肩
σ
2
）
の
ほ
か
、
若
干
の
完
全
に
は
消
滅
し

な
い
周
辺
ア
モ
ー
を
ふ
く
む
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
集
村
慶
が
そ

れ
ほ
ど
た
か
く
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
お
そ
ら
く
は
マ
ー
コ
ソ
地
方
と
似
た
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

う
な
発
展
の
予
想
さ
れ
る
、
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
を
別
と
す
れ
ば
、
一
般
に
集
村

地
帯
と
い
わ
れ
、
し
か
も
、
か
な
り
の
中
世
都
市
の
繁
栄
の
見
ら
れ
た
、
ロ
ア

ー
ル
河
以
北
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
都
市
成
立
の
前
提
と
な
る
商
人
定
住

が
、
果
し
て
、
集
村
化
の
一
環
と
し
て
す
す
め
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
あ
ら

た
め
て
検
討
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
西
爾
ド
イ
ツ
を
も
ふ
く
め
た
ド
イ
ツ
の

集
村
地
帯
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。

　
残
念
な
が
ら
、
今
臼
の
学
問
段
階
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
究
明
は
、

一
応
は
、
絶
望
酌
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
と
く

に
集
粒
地
帯
に
つ
い
て
は
、
集
落
形
態
の
研
究
が
学
問
的
翼
味
の
対
象
と
な
ら

な
い
と
い
う
関
係
か
ら
か
、
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
、
商
人
定
住
を
集
村
化
現
象

の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
ど
こ
ろ
か
、
集
村
に
先
行
す
る
ア
モ
ー
駿
階
を
想
定

す
る
こ
と
自
体
に
つ
い
て
さ
え
、
満
足
す
べ
き
研
究
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
い
つ

　
　
　
⑭

て
も
よ
い
。
こ
の
場
合
、
史
料
の
存
在
態
様
が
、
い
ち
じ
る
し
く
こ
う
し
た
方

諏
の
研
究
を
阻
害
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
歴
史
の
あ
る
一
定
時
点

に
集
村
化
現
象
を
措
定
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
つ
い
て
、
あ
る

特
定
の
集
落
が
ア
モ
ー
で
あ
る
か
集
村
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
史
料
に
出
て
く
る
集
落
を
示
す
需
葉
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ち
ら
も
ヴ
ィ
ラ
く
籠
曽
で
あ
る
。
マ
ー
コ
ン
地
方
の
場
合
は
、
た
ま
た
ま
、
農

昆
経
営
が
必
ず
し
も
マ
ン
ス
の
概
念
で
包
摂
さ
れ
ず
、
往
恩
、
島
島
、
畑
地
、
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ぶ
ど
う
園
、
採
草
地
な
ど
が
別
々
に
出
て
く
る
こ
と
が
多
い
関
係
上
、
上
述
の

デ
レ
ア
ー
ジ
ュ
の
よ
5
な
ア
モ
…
段
階
の
研
究
も
可
能
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、

ド
ユ
ビ
イ
の
利
用
し
た
よ
う
な
、
直
接
に
集
村
化
現
象
の
存
在
を
示
す
史
料
が

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
一
般
に
、
他
の
地
方
に
つ
い
て
期
待

で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
集
村
化
現
象
に
注
目
し
た
点
で
は
大
き
な
功
績
を
挙

げ
た
西
南
ド
イ
ツ
に
関
す
る
研
究
が
、
上
述
の
よ
う
に
主
と
し
て
考
古
学
的
方

法
に
よ
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
史
料
的
制
約
を
克
服
す
る
た
め
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。
た
だ
、
考
古
学
的
研
究
方
法
か
ら
得
ら
れ
た
七
、
八
世
紀
集
村
化

謙
に
は
、
時
期
の
点
で
い
ろ
い
ろ
の
疑
問
点
の
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
ご
く
大
ざ
つ
ば
な
見
と
お

し
を
た
て
る
だ
け
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
わ
た
く
し
は
、
や
は
り
、

若
干
の
時
期
や
て
い
ど
の
ず
れ
は
あ
る
に
し
て
も
、
集
村
化
は
、
ド
イ
ツ
と
フ

ラ
ン
ス
を
ふ
く
め
た
上
で
の
普
遍
的
現
象
で
あ
り
、
マ
…
コ
ン
地
方
に
つ
い
て

得
ら
れ
た
結
論
、
商
人
定
住
は
集
村
化
現
象
の
一
環
で
あ
る
と
い
う
結
論
は
、

あ
る
て
い
ど
他
地
方
に
も
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
た
い
。
こ
の
点
で
、
わ
た
く

し
は
、
地
理
学
者
の
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
ジ
ュ
イ
ア
ー
ル
国
鉱
。
添
瓢
Φ
冒
厳
錠
自
が
、

い
わ
ゆ
る
集
村
地
帯
で
あ
る
北
部
お
よ
び
東
部
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
農
村

制
慶
が
確
立
す
る
の
は
十
一
一
十
三
世
紀
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
間
に
お
い
て
、

し
ば
し
ば
、
か
つ
て
の
多
数
の
小
集
落
の
集
中
、
つ
ま
り
あ
る
て
い
ど
の
集
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

化
が
み
ら
れ
る
と
推
定
七
て
い
る
こ
と
に
賛
意
を
表
し
た
い
。
1
3
ユ
ビ
イ
の
い

う
中
世
農
業
草
命
が
集
村
化
と
平
行
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
集
村
化
の
一

環
が
商
人
定
住
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
少
く
と
も
見
と
お
し
と
し
て
は
、
一
般
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

し
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
都
市
研
究
の
画
で
は
ほ
と
ん
ど
定
説
化
し
て
い
る

商
人
定
住
説
は
、
今
後
、
こ
う
し
た
方
向
で
、
多
く
の
嵜
与
す
べ
き
も
の
を
持

つ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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と
く
に
第
五
、
第
㎝
六
論
文
。

　
④
妻
巴
夢
鍵
〈
①
⑦
。
置
∪
δ
〉
㌶
漫
§
昌
§
ヨ
ノ
ノ
．
葺
簿
。
ヨ
9
お
讐
切
Φ
島
臥

　
　
F
ぴ
。
号
臥
σ
q
噌
回
㊤
ω
回
。

　
⑤
出
興
ヨ
ρ
録
望
巳
し
）
冨
と
欝
H
⇒
9
§
窪
σ
q
抵
σ
2
＜
呂
踏
騨
一
H
穿
σ
q
g
貯

　
　
と
く
霞
窪
Φ
ヨ
げ
①
茜
℃
切
①
目
に
P
一
8
ρ

　
⑥
増
田
前
掲
書
一
五
二
頁
参
照
。

　
⑦
穴
■
ψ
匂
ご
巴
g
U
奪
合
葺
鷹
巴
冨
島
。
げ
①
O
O
嵐
巴
。
麟
凶
巴
窪
？
葺
る
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男
。
ら
翼
・
・
σ
2
0
三
ノ
づ
M
o
ぎ
霞
び
お
α
メ
Q
Q
’
霧
中
ω
⑦
冒
8
。
・
ρ
こ
δ
ω
．

⑧
諸
鍵
。
ヒ
d
ざ
。
ダ
い
Φ
ω
＄
養
。
紳
驚
①
。
。
o
ユ
σ
q
ヨ
碧
諸
飢
巴
…
三
ω
ぎ
貯
。
誉
毒
δ

　
静
養
3
♂
ρ
望
℃
℃
蒜
日
9
μ
汁
膨
吋
涛
0
9
雰
○
碧
く
。
磯
器
”
℃
錠
β
お
q
ρ

　
や
ω
ω
◎

ノ

⑧
そ
の
ほ
か
、
考
古
学
的
方
法
の
限
界
と
し
て
は
、
エ
カ
ー
ル
の
農
民

　
も
、
死
ね
ば
典
同
墓
地
に
葬
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
U
踏
雰
σ
Q
ρ
o
や
。
罫
》
℃
’
回
O
鱒
）
。
　
墓
地
と
集
落
は
必
ず
し
も
結
び
つ
か

　
な
い
。

⑨
　
］
）
麟
ぴ
ざ
。
喝
．
o
罫

⑩
　
と
く
に
や
ト
⊃
一
～
ぴ
⊃
b
⊃
讐
℃
．
心
⊃
o
。
一
～
ト
っ
○
。
Q
。
．
な
お
、
マ
ー
コ
ソ
地
方
で
は
、

　
か
か
る
集
村
化
の
直
接
の
契
機
と
し
て
、
神
の
平
和
運
動
を
考
え
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
鯖
田
豊
之
「
神
の
平
和
運
動
・
バ
ソ
領
主
・
村
落
共
同
体

　
1
ー
ー
マ
コ
ネ
地
講
話
の
場
合
［
－
」
（
簿
洋
史
学
』
4
1
）
参
照
。
英
文
レ
ジ

　
ュ
メ
を
ド
ユ
ビ
イ
教
授
に
見
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
同
意
見
で
あ
っ
た
。

⑪
ド
ユ
ビ
イ
教
授
の
教
題
に
よ
る
。

⑫
｝
巳
蒜
U
土
工
σ
q
ρ
酔
醒
く
冨
讐
二
巴
・
窪
じ
d
o
霞
α
Q
。
α
Q
器
レ
脇
8
戸
δ
島

　
～
μ
O
蒔
も
◎
り
唱
・
卜
∂
o
◎
一
～
卜
σ
Q
Q
ρ
や
ト
。
Φ
蒔
～
ト
っ
O
臼
こ
の
研
究
は
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ

　
全
体
の
研
究
で
あ
る
が
、
該
当
箇
所
は
、
マ
ー
コ
ソ
地
方
に
関
す
る
も
の

　
で
あ
る
。

⑬
⇔
葺
σ
ざ
O
唱
．
9
f
ゆ
ト
3
。
。
㎝
戸
“
。
’
ワ
留
O
竃
湯
⊃
●
こ
の
点
に
つ
い
て

　
の
詳
細
は
、
近
く
刊
行
を
予
定
さ
れ
て
い
る
、
清
水
盛
光
編
『
封
建
共
同

　
体
の
研
究
』
に
収
録
さ
れ
る
、
鯖
田
讐
…
之
「
フ
ラ
ン
ス
封
建
社
会
の
発
贋

　
と
村
落
共
同
体
一
…
ー
マ
コ
ネ
の
場
合
ー
ー
」
参
照
。

⑪
0
8
お
霧
u
9
｝
．
憶
目
ρ
㌫
ノ
．
。
誓
誠
g
嶺
腎
2
0
管
a
蔓
．
鉱
¢
（
牢
。
3
？ 　

ノ
．
o
き
僧
・
幻
拷
鳥
鴬
8
お
｝
o
篇
、
簿
巳
。
ω
α
Q
ひ
£
養
℃
ぼ
書
。
ω
鳥
の
ジ
、
9
〆
宕
卜
。
笛
）
、

　
こ
こ
で
主
張
さ
れ
呑
三
世
農
業
革
命
の
内
容
は
、
主
と
し
て
技
術
上
の
問

　
題
で
あ
っ
て
、
集
村
化
の
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
な
い
。
な
お
、

　
こ
の
論
稿
の
概
要
は
、
○
・
U
ロ
ぴ
唄
①
噛
潟
．
ツ
討
冨
紆
O
詳
類
謎
8
犀
。
自
①
一
9

　
0
署
手
鞠
。
即
藏
。
障
旨
9
づ
“
o
a
ω
ρ
℃
節
艮
ρ
回
Φ
㎝
Q
◎
”
H
　
の
な
か
で
も
述
べ
ら
れ
て

　
い
る
。

⑮
　
わ
れ
わ
れ
の
視
角
か
ら
は
若
干
は
ず
れ
る
が
、
〉
．
＜
醇
げ
缶
ω
戸
σ
漆
曾

　
容
暮
。
。
身
唱
①
ω
α
①
鞠
・
ぽ
口
簿
母
⑦
自
。
ヨ
9
巳
鉱
㊦
簿
お
鑓
ぼ
㊦
”
》
一
白
巴
。
。
。
”

　
一
り
㎝
Φ
は
、
　
マ
ー
コ
ソ
地
方
と
の
対
比
の
上
で
、
　
フ
ラ
ン
ド
ル
地
論
万
こ
口

　
展
を
述
べ
て
い
る
。

・
⑯
　
ド
ユ
ビ
イ
教
授
の
教
示
に
よ
る
。
な
お
、
留
ー
マ
時
代
の
集
落
形
態
が

　
ア
モ
ー
志
し
く
は
エ
カ
ー
ル
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い

　
る
よ
う
で
あ
る
（
○
囲
．
σ
蝕
伽
p
σ
q
ρ
o
や
。
罫
り
唱
「
μ
O
α
）
が
、
以
後
の
発
展

　
は
よ
く
分
ら
な
い
。

⑰
　
ヴ
ィ
ラ
に
は
、
こ
の
ほ
か
、
荘
園
の
意
味
も
あ
り
、
史
料
を
利
用
す
る

　
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
で
、
ヴ
ィ
ラ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
、
実
態

　
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑲
　
国
劇
2
ヨ
Φ
齎
竃
霞
P
目
9
0
9
暴
㊦
留
ω
8
讐
ヨ
q
零
ω
’
麟
H
．
い
ρ
煽
話
欝
8

　
曾
翼
。
乙
簿
藷
圃
．
両
界
》
壽
鉱
。
ρ
お
帆
G
。
ら
．
戯
朝
メ
こ
れ
は
見
と
お

　
し
だ
け
で
、
史
料
的
根
擁
は
挙
げ
ら
れ
て
な
い
。

⑲
　
ド
ユ
ビ
イ
教
授
は
、
註
⑭
に
書
い
て
お
い
た
よ
う
に
、
中
世
農
業
革
命

　
と
集
村
化
を
薩
接
に
は
結
び
つ
け
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
史
料
的
に

　
実
証
す
る
こ
と
が
園
難
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
見
と
お
し
と
し
て
は
、
ド
ユ
ビ

　
イ
教
授
も
ま
た
、
集
村
化
と
農
業
生
産
力
の
向
上
を
関
係
づ
け
る
方
向
で
、
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現
裡
、
研
究
を
す
す
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
島
る
。
な
お
、
バ
ー
ダ
ー
教

授
も
、
活
議
な
交
換
経
済
の
霧
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
集
村
化
が
は
や
い

と
い
う
（
○
℃
．
鼠
け
こ
ψ
Q
Q
①
）
Q

三
　
申
世
領
主
研
究

　
農
村
史
に
視
野
を
拡
大
し
た
上
で
商
人
定
住
説
を
検
討
す
る
と
い
う
わ
れ
わ

れ
の
課
題
は
、
以
上
に
お
い
て
、
一
応
の
ご
く
大
ざ
つ
ば
な
見
と
お
し
と
し
て
、

商
人
定
依
と
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
遠
隔
地
か
ら
の
移
住
が
主
流
で
な
く
、
近

隣
農
村
か
ら
の
移
斑
が
多
か
っ
た
こ
と
、
商
人
定
住
は
当
時
の
社
会
に
お
け
る

孤
立
酌
現
象
で
な
く
、
集
村
化
と
い
う
農
村
社
会
全
毅
の
大
変
動
の
一
環
と
し

て
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
、
藥
電
化
を
お
し
す
す
め
る
筋
提
条
件
は
、
三
圃
制
農

法
の
普
及
を
は
じ
め
と
す
る
申
世
農
業
革
命
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
、

商
人
定
住
も
ま
た
、
究
極
的
に
は
農
業
生
産
力
の
向
上
に
も
と
ず
く
こ
と
、
な

ど
を
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
。
従
っ
て
、
都
市
共
心
体
の
成
立
す
る
過
程
は
、

岡
三
に
本
来
の
村
落
輔
弼
体
の
成
立
す
る
過
程
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
つ
ぎ
の
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、
こ
う
し
た
一
般
酌
な
変
動
に
対
応
す
る

領
主
権
力
が
、
い
か
な
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
、
領
主
摺
と
い
わ
れ

る
も
の
が
、
こ
の
よ
う
な
集
村
化
な
い
し
は
商
人
定
住
と
い
う
現
象
に
対
し
て
、

ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
山
5
9
い
を
も
っ
た
か
、
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
け

だ
し
、
常
識
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
自
治
権
獲
得
後
は
別
と
し

て
、
農
畏
は
一
般
に
移
動
の
自
由
を
も
た
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
彼
ら
が
集

村
や
都
市
に
移
住
す
る
た
め
に
ぽ
、
当
然
、
何
ら
か
の
穎
主
の
偲
の
イ
ニ
シ
ァ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

テ
ィ
ヴ
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
も
ま
た
、
商
入
定
住
を
集
村
化
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る

わ
れ
わ
れ
の
見
と
お
し
が
、
主
と
し
て
マ
ー
コ
ソ
地
方
に
よ
っ
て
い
る
以
上
、

マ
ー
コ
ン
地
方
に
お
け
る
領
主
権
力
の
在
り
方
を
出
発
点
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ

の
見
と
お
し
を
た
て
る
方
向
に
す
す
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
、
集
村
直
・

前
の
ア
モ
…
段
階
の
領
主
の
性
格
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
れ
は
ご
く
大
ざ
つ
ば

に
い
っ
て
、
マ
ー
コ
ソ
地
方
の
場
舎
で
も
、
ふ
つ
う
の
荘
園
領
主
と
考
え
て
よ

い
。
領
主
・
農
民
関
係
は
農
民
の
土
地
保
有
を
媒
介
と
し
て
成
立
し
、
領
主
直

営
地
の
経
営
が
保
有
農
民
の
賦
役
よ
り
も
、
領
主
専
属
の
家
内
奴
隷
に
よ
る
こ

と
が
多
い
点
で
若
干
特
色
が
あ
る
も
の
の
、
保
有
農
民
は
貢
秘
の
義
務
を
負
っ

た
ほ
か
、
無
償
も
し
く
は
有
償
で
、
領
主
所
有
の
森
林
、
牧
草
地
の
摺
身
権
を

も
つ
て
い
た
。
従
っ
て
、
領
主
の
荘
園
が
必
ず
し
も
ア
モ
…
全
体
に
お
よ
ぶ
と

は
か
ぎ
ら
ず
、
岡
一
ア
モ
ー
に
居
像
す
る
農
民
で
も
、
自
由
霊
殿
で
あ
っ
た
り
、

他
領
主
の
保
有
農
民
で
あ
っ
た
り
し
た
場
合
は
、
巌
該
領
寵
の
襟
林
、
牧
草
地

の
使
用
も
許
さ
れ
ず
、
三
期
の
荘
園
支
配
は
、
ア
モ
…
と
い
う
集
落
形
態
と
は

別
箇
の
次
元
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
冑
由
農
民
と
い

っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
自
作
農
の
よ
う
な
存
在
で
な
く
、
彼
ら
自
身
、
籏
内
奴
隷

も
し
く
は
保
有
幾
民
を
所
有
す
る
、
い
い
か
え
れ
ば
、
小
荘
園
を
所
有
す
る
、

小
領
主
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
せ
な
い
。
い
わ
ば
、
ア
モ
ー
段
階
に
お
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け
る
領
主
権
力
の
特
質
は
、
マ
…
コ
ソ
地
方
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
自
由
農

畏
層
を
も
ふ
く
め
て
、
大
、
中
、
小
の
荘
園
を
散
在
的
に
所
有
す
る
領
主
層
が
、

ア
モ
ー
と
は
直
接
の
か
か
わ
り
あ
い
な
し
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
、

彼
ら
が
一
応
平
等
の
立
場
に
た
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

博
・
こ
の
場
合
・
下
コ
ン
伯
の
よ
う
突
荘
園
篁
と
い
え
ど
も
・
カ
。
リ

ソ
が
国
家
の
官
職
に
と
も
な
う
権
勢
を
別
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
群
を
抜
い
た

存
在
で
な
い
こ
と
は
、
容
易
に
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
ア
モ
i
段
階
に
お
け
る
領
主
権
力
の
形
式
的
平
等
性
が
、
そ
れ
を

維
持
し
て
い
た
カ
ロ
リ
ン
が
権
力
の
後
退
と
と
も
に
、
大
き
く
動
揺
す
る
の
は

当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
闘
に
お
け
る
政
治
鮒
変
草
の
具
体
的
経
過
は
さ
て
お
き
、

ご
く
大
ざ
つ
は
に
い
っ
て
、
か
か
る
動
揺
は
い
わ
ゆ
る
領
主
層
の
分
解
と
で
も

い
う
べ
き
現
象
を
惹
き
起
し
、
若
干
の
有
力
な
荘
園
領
主
に
、
自
由
農
民
を
も

ふ
く
め
た
他
の
領
主
層
に
優
先
し
た
権
力
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結

果
、
マ
ー
コ
ソ
伯
、
マ
ー
コ
ン
司
教
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
、
ト
ゥ
…
ル
ニ
ュ

ー
修
道
院
、
ブ
ラ
ン
シ
オ
ン
城
主
、
ユ
ク
セ
ル
城
主
な
ど
の
こ
れ
ら
の
有
力
な

領
主
た
ち
は
、
自
由
農
民
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
他
領
主
支
配
下
の
保
有
誤
謬

に
対
し
て
も
、
必
ず
し
も
土
地
保
有
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
バ

ソ
支
配
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
荘
園
支
配
権
と
は
区
別
さ
れ
た
意

味
で
の
パ
ン
支
配
権
の
起
源
、
性
格
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
r

が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
か
か
る
バ
ソ
支
配
権
の
発
展
が
、
出

発
点
と
な
っ
た
荘
園
支
配
権
に
必
ず
し
も
密
着
し
た
も
の
で
な
く
、
そ
れ
と
は

一
応
別
箇
に
、
多
少
と
も
、
一
円
的
領
域
支
配
醐
を
確
立
す
る
方
向
に
お
い
て

す
す
め
ら
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
の
パ

ソ
支
配
権
は
、
他
領
主
の
荘
園
支
配
権
の
上
に
重
詰
的
に
形
成
さ
れ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
の
支
配
領
域
は
、
他
方
、
必
ず
し
も
修
道
院
自
体
の
所
有
す
る
す

べ
て
の
荘
園
に
お
よ
ぶ
も
の
で
は
な
「
い
。
ク
リ
ュ
ニ
…
修
道
院
の
パ
ン
支
配
権

に
も
と
ず
く
領
域
支
配
圏
は
、
せ
い
ぜ
い
、
修
道
院
近
郊
の
修
道
院
荘
園
お
よ
び

他
領
主
の
荘
園
を
ふ
く
む
だ
け
で
、
遠
隔
地
に
散
在
す
る
修
道
院
荘
園
に
対
し

て
は
、
あ
る
い
は
ユ
ク
セ
ル
城
主
、
あ
る
い
は
ブ
ラ
ン
シ
オ
ン
城
主
の
パ
ン
支
配

権
が
重
層
的
に
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
の
パ
ン
支
配
権
を
も
つ
領
主
、
つ

ま
り
バ
ン
領
主
の
領
域
支
配
圏
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
一
円
性
が
み
と
め

　
　
③

ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
農
民
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
名
目
は
と
も
か
く
、
実

質
的
に
は
、
多
く
の
場
合
、
旧
来
の
荘
園
領
主
の
支
配
の
ほ
か
に
、
あ
ら
た
に

パ
ン
領
主
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
か
か
る
農
畏
の
二
重
負
担
が
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
し
て
可
能
に
な
っ
た
か
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
の
点
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
と

き
に
は
他
領
主
の
荘
園
支
配
権
に
あ
る
て
い
ど
の
規
制
を
加
え
得
る
、
パ
ン
領

主
支
配
の
一
円
的
領
域
性
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
見
と
お
し
で
は
、
中
世
農
業
草

命
の
集
約
的
表
現
た
る
集
村
化
を
お
し
す
す
め
る
、
重
要
な
前
提
条
件
の
一
つ

で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
バ
ソ
領
主
権
が
旧

来
の
荘
園
領
主
権
の
上
に
重
層
的
に
成
立
し
得
た
の
は
、
そ
れ
が
、
集
村
化
を
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お
し
す
す
め
る
前
提
条
件
た
る
、
頒
域
的
統
一
性
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
た
ら
し
い
生
産
力
向
上
の
威
果
を
手
申
に
収
め
る
態
勢
を
き
つ
い
た
か
ら
で

あ
る
と
考
え
た
い
。
集
村
化
の
具
体
的
過
程
に
お
い
て
、
ど
の
て
い
ど
ま
で
、

パ
ン
領
主
の
直
接
約
干
渉
が
お
こ
な
わ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難

で
は
あ
る
が
、
パ
ソ
領
主
、
荘
園
領
主
を
ふ
く
め
て
、
ひ
ろ
く
領
主
権
力
一
般

が
動
揺
し
て
い
た
当
時
の
マ
ー
コ
ン
地
方
社
会
に
お
い
て
、
農
艮
の
移
動
性
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
る
て
い
ど
た
か
ま
る
の
は
当
然
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
．
合
、
と
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
実
質
的
に
領
主
の
選
択
権
を
も
つ
こ
と
も
不
可
能
で
な
い
こ
れ
ら
の
農
民
が
、

ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
長
ピ
エ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ネ
ラ
ブ
ル
℃
冨
霞
①
＜
伸
泳
雷
瓢
。
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

よ
う
な
、
生
産
力
の
向
上
に
熱
意
を
有
す
る
バ
ン
領
主
の
も
と
に
、
集
中
的
に

移
住
す
る
こ
と
は
、
充
分
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
十
二
世
紀
の
バ
ン
領
主

の
領
域
支
配
圏
が
、
マ
ー
コ
ン
地
方
で
は
、
集
村
化
を
あ
る
て
い
ど
完
了
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

村
落
単
位
に
、
数
ケ
村
、
数
十
ケ
村
と
い
う
形
で
確
立
し
て
い
る
の
は
、
要
す

る
に
、
こ
う
し
た
農
民
届
の
動
き
を
背
景
と
し
て
、
パ
ン
領
主
の
手
で
集
村
化

を
お
し
ず
す
め
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
て
も
、
決
し
て
あ
や
ま
り
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
商
人
定
住
が
集
村
化
現
象
の
一
環
で
あ
る
と

す
る
わ
れ
わ
れ
の
見
と
お
し
は
、
少
く
と
も
岬
、
i
コ
ソ
地
方
の
場
合
、
パ
ン
領

主
の
登
場
に
視
点
を
お
く
と
、
容
易
に
説
明
可
能
と
な
る
。
起
源
の
問
題
は
さ

て
お
き
、
バ
ン
領
主
権
の
確
立
を
め
ぐ
る
領
主
梱
互
の
甲
立
抗
争
に
お
い
て
、

終
局
酌
な
勝
利
者
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
あ
ぎ
ら
か
に
、
　
「
農
村
領

主
権
ω
虫
σ
Q
器
舞
δ
。
。
吋
霞
巴
Φ
。
・
」
で
な
く
、
「
街
道
・
都
市
領
主
権
ω
魚
σ
Q
雛
。
霞
冨
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
纂
譲
器
ω
霧
霞
9
貯
筆
洗
で
あ
る
。
従
っ
て
、
集
村
化
を
め
ぐ
る
農
畏
層
の
移

動
が
、
　
「
街
道
・
都
市
」
を
制
す
る
バ
ソ
領
主
の
保
護
を
求
め
て
、
未
来
の
都

市
に
向
つ
た
と
し
て
も
、
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
の
ち
の
都
市
自
治
権
の
確

立
も
、
都
市
市
民
の
側
の
意
識
の
昂
揚
は
さ
り
な
が
ら
、
マ
ー
コ
ン
市
内
に
お

け
る
パ
ン
領
主
権
が
、
終
局
的
に
は
、
マ
ー
コ
ソ
司
教
で
な
く
マ
ー
コ
ソ
伯
に

　
　
　
⑨

帰
結
し
た
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
都
市
に
お
け
る
パ
ソ
領
主
権
の
確
立

に
つ
づ
く
も
の
で
あ
り
、
都
市
成
立
の
前
提
と
な
る
商
人
定
住
も
、
そ
の
実
体

は
、
　
「
街
道
・
都
市
領
主
権
」
の
も
と
に
す
す
め
ら
れ
る
、
広
義
の
集
村
化
で

あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
集
村
化
お
よ
び
そ
の
一
環
と
し
て
の
商
人

定
住
な
る
現
象
が
、
マ
ー
コ
ン
地
方
の
場
景
、
パ
ン
領
主
の
撫
…
頭
お
よ
び
バ
ン

領
主
に
よ
る
一
円
的
領
域
支
配
閥
の
確
立
と
い
う
、
領
主
権
力
一
般
の
大
き
な

変
動
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
見
た
わ
け
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
つ

ぎ
の
問
題
は
、
か
か
る
マ
ー
コ
ン
地
方
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
が
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
な
見
と
お
し
と
し
て
成
り
立
ち
得
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
集

村
化
現
象
自
体
の
研
究
が
、
第
二
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ロ
ァ
ー
ル
河
以
北
の

い
わ
ゆ
る
典
型
的
な
集
村
地
帯
で
は
い
ち
じ
る
し
く
お
く
れ
、
こ
の
方
面
で
は

多
少
と
も
進
歩
の
あ
と
の
み
ら
れ
る
西
南
ド
イ
ツ
の
場
合
す
ら
、
考
古
学
的
研
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究
方
法
に
た
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
学
界
の
境
争
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
、
た

だ
ち
に
、
集
村
化
現
象
と
の
関
連
の
も
と
に
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
領
主
権
力

の
変
動
の
あ
と
を
辿
る
こ
と
は
、
少
く
と
も
今
の
と
こ
ろ
不
可
能
と
い
う
ほ
か

は
な
い
。
た
だ
、
集
村
化
現
象
と
の
関
連
を
一
応
除
外
し
て
、
十
、
十
一
世
紀

に
お
け
る
領
主
権
力
一
般
の
変
動
そ
れ
自
体
に
限
を
向
け
て
み
る
と
き
、
．
木
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

尚
三
郎
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
の

学
界
で
は
、
ド
ユ
ビ
イ
の
ほ
か
、
多
く
の
学
奢
が
、
多
少
の
二
・
ユ
ア
ン
ス
の
椙

違
は
あ
れ
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
バ
ソ
領
主
の
擁
頭
を
重
視
し
、
バ
ソ
領
主
こ

そ
本
来
の
封
建
領
主
で
あ
る
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
王
権
の
伸
張
過
程
を
バ
ン
領

主
の
一
門
的
領
域
支
配
圏
の
統
合
と
し
て
と
ら
え
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
を
、
こ
．

こ
で
見
逃
せ
な
い
。
今
、
そ
の
詳
継
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
木
村
氏

の
整
理
に
従
っ
て
要
約
し
て
み
る
と
、
カ
ロ
リ
ン
が
権
力
解
体
後
の
フ
ラ
ン
ス

に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
封
建
酌
ア
ナ
ル
シ
ー
が
も
っ
と
も
グ
ル
ー
ミ
ー
な
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヤ
ト
じ

相
を
示
し
た
こ
と
、
そ
の
闘
に
お
い
て
、
有
力
な
荘
園
領
主
は
各
自
の
城
－
に

拠
っ
て
自
立
し
、
城
の
周
辺
ほ
ぼ
半
径
五
・
六
キ
ロ
な
い
し
七
・
八
キ
ロ
の
縄

　
　
　
シ
　
　
ヤ
　
　
テ
　
　
ル
　
　
ユ
ロ

囲
に
、
．
城
主
支
配
隅
と
よ
ば
れ
る
一
円
的
領
域
支
配
糊
を
実
力
で
確
立
し
た
こ

と
、
当
該
支
配
閥
内
部
に
お
い
て
は
、
中
小
荘
園
領
主
が
こ
れ
ら
の
城
主
の
封

臣
に
組
み
込
ま
れ
た
ほ
か
、
城
主
は
、
パ
ン
領
主
と
し
て
、
自
己
所
有
の
荘
園

縫
民
以
外
に
対
し
て
も
、
パ
ン
領
主
権
を
行
使
し
た
こ
と
、
か
か
る
独
立
バ
ソ

領
主
の
領
域
支
配
圏
の
確
立
を
前
提
と
し
て
、
王
権
に
よ
る
全
国
統
合
が
可
能

と
な
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
本
旨
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
こ
の

よ
う
な
バ
ン
領
主
が
真
の
封
建
領
主
と
し
て
登
場
す
る
前
提
の
一
つ
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
く
に
ロ
ベ
ー
ル
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
轟
　
男
。
げ
〇
二
ぴ
暮
9
乞
プ
。
の
近
著
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
十
世
紀
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
保
有
農
民
の
苛
酷
な

賦
役
に
依
存
す
る
広
大
な
領
主
直
営
地
は
、
い
わ
ば
大
海
に
お
け
る
小
島
の
ご

と
き
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
古
典
荘
園
は
ふ
つ
う
に
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
普
遍

的
な
も
の
で
な
く
、
量
酌
に
は
、
独
立
の
小
農
畏
経
営
（
｝
窃
℃
簿
津
①
ω
o
区
営
。
－

洋
p
賦
。
¢
。
。
ぎ
げ
ひ
や
⑳
臨
島
餌
⇒
冨
ω
）
が
圧
倒
的
に
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ

る
。
独
立
小
農
民
経
営
が
圧
倒
駒
に
優
越
し
て
お
り
、
古
典
荘
園
制
的
な
大
経

営
が
稀
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
真
の
領
主
権
力
は
、
当
然
、
荘
園
領
主
と
し
て

よ
り
も
む
し
ろ
パ
ン
領
主
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
ご
く
大
ざ
つ
ば
な
見
と
お
し
と
し
て
は
、
少
く
と
も

フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
十
、
十
一
世
紀
に
現
実
に
バ
泌
領
主
が
成
立
し
て
い
る
と

い
う
鱗
実
か
ら
、
バ
ソ
領
主
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
あ
い
の
う
え
で
、
こ
の
時

期
に
、
集
村
化
お
よ
び
そ
の
一
環
と
し
て
の
商
人
定
住
が
す
す
め
ら
れ
た
と
す

る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
絶
対
に
不
可
能
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
バ
ン
領
主
の
成

立
と
平
行
し
て
、
一
般
に
、
領
主
直
営
地
が
次
第
に
解
体
し
、
農
業
生
産
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ぴ
交
通
・
運
輸
に
お
け
る
畜
力
利
用
が
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
し
ば
ら
く
措

き
、
パ
ソ
領
主
の
領
域
支
配
醐
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
か
つ
て
の
独
立
小
農

民
経
営
な
る
も
の
が
あ
る
い
は
、
マ
ー
コ
ン
地
方
に
お
け
る
ア
モ
ー
段
階
の
ぞ

ユ07　　（271）



れ
に
比
定
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
バ
ン
領
主
の
進
出
過

稚
に
お
い
て
、
彼
ら
が
集
村
化
へ
の
途
を
渉
ん
だ
と
す
る
こ
と
も
、
可
能
性
と

し
て
だ
け
な
ら
ば
、
許
さ
れ
て
よ
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
バ
ン
領
主
な
る
名

称
の
み
な
も
と
の
一
つ
で
あ
る
バ
ナ
リ
テ
σ
翠
黛
謡
綜
（
使
用
強
倒
）
　
が
、
こ

の
こ
ろ
、
パ
ソ
焼
か
ま
ど
、
水
車
、
ぶ
ど
う
圧
搾
器
な
ど
に
つ
い
て
確
立
さ
れ

て
い
る
の
も
、
中
世
農
業
革
命
の
一
環
で
あ
る
こ
う
し
た
諸
施
設
の
あ
ら
た
な

　
⑩

普
及
が
、
集
村
化
を
前
提
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
バ
ソ
領

主
の
登
場
と
集
村
化
の
進
展
と
の
関
連
性
を
、
い
く
ぶ
ん
か
は
指
奏
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
す
る
と
、
さ
し
あ
た
り
、
ド
イ
ツ
の
場
合
に
も
、
集
村
化
を
お
し
す
す

め
る
契
機
の
一
つ
と
し
て
、
バ
ン
領
主
の
登
場
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど

う
か
が
、
わ
れ
わ
れ
の
さ
い
こ
の
問
題
に
な
る
。
残
念
な
が
ら
、
学
界
の
現
状

で
は
、
ド
イ
ツ
に
関
し
て
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
権
が
必
ず
し
も
フ
ラ
ン
ス
王

権
と
同
質
で
な
い
と
い
う
事
済
…
と
も
梱
倹
っ
て
、
解
明
の
長
男
な
集
村
化
の
問

題
を
～
応
切
り
は
な
し
て
み
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
と
岡
じ
よ
う
な
見
と
お
し
を
得

る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
わ
た

く
し
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
ま
た
、
具
体
的
な
時
期
や
普
遍
性
の
程

度
は
と
も
か
く
と
し
て
、
す
じ
み
ち
と
し
て
は
、
バ
ソ
領
主
に
よ
る
一
円
的
領

域
支
配
圏
が
確
立
す
る
過
程
に
お
い
て
、
集
村
化
が
お
し
す
す
め
ら
れ
て
い
る

と
予
想
し
た
い
。
こ
の
場
合
の
バ
ン
領
主
が
、
の
ち
の
い
わ
ゆ
る
領
邦
君
主
と

い
か
な
る
心
懸
を
も
っ
か
ば
勝
問
題
と
し
て
、
ド
イ
ツ
史
に
響
い
て
も
、
一
毅

に
、
散
在
的
な
荘
園
支
配
と
は
一
応
別
箇
に
、
バ
ン
領
主
支
配
領
域
切
§
亭

σ
①
N
圃
降
が
、
　
多
少
と
も
一
円
性
を
も
つ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
ゼ
…
り

　
　
　
　
　
　
　
⑭

ガ
ー
O
．
ω
8
＝
σ
q
費
以
来
の
定
説
で
あ
る
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
に
は
、
有
力
な

世
俗
領
主
に
よ
る
、
財
界
荘
園
の
一
部
ま
た
は
全
部
に
対
す
る
ア
ヴ
エ
9
く
。
客

（
代
官
）
職
の
獲
得
が
、
し
ば
し
ば
パ
ン
領
主
成
立
の
薩
搬
的
機
縁
に
な
っ
て

　
⑲

い
る
が
、
十
一
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
飛
躍
酌
に
発
展
し
た
と
さ
れ
て
い
る
フ
ォ
ー

　
　
　
　
　
⑧

ク
ト
＜
○
σ
q
ぴ
制
も
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ヴ
エ
と
問
じ
よ
う
な
意
味
を
も
つ
た

と
し
て
も
、
少
し
も
あ
や
し
む
に
足
り
な
い
。
中
部
ド
イ
ツ
の
グ
ル
ソ
ト
ヘ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

シ
ャ
フ
ト
O
触
鬼
簿
げ
Φ
ほ
。
。
O
げ
9
津
を
研
究
し
た
リ
嚇
一
ト
ゲ
舅
．
轡
簿
o
q
¢
は
、
い
わ

ゆ
る
古
典
荘
園
選
書
な
ヴ
ィ
リ
カ
テ
ィ
オ
ン
体
制
く
蒙
冨
賦
。
湯
／
．
㊦
土
器
き
σ
q

を
も
つ
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
カ
ロ
リ
ン
が
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ほ

ど
普
遍
酌
な
も
の
で
な
く
、
大
部
分
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
直
営
地
を

欠
く
小
規
模
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
見

と
お
し
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
バ
ソ
領
主
成
立
の
前
提
と
な
っ
た
、
独
立
の

小
農
斑
経
営
の
圧
倒
的
優
勢
と
い
う
事
実
に
も
、
あ
る
て
い
ど
は
通
ず
る
も
の

で
あ
り
、
少
く
と
も
態
勢
的
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
ま
た
、
真
の
封
建
領

主
は
パ
ソ
領
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
指
与
す
る
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
場
合
も
ま
た
、

可
能
性
を
問
題
に
す
る
か
ぎ
り
、
生
産
力
向
上
の
集
約
的
表
現
た
る
集
村
化
の
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進
展
こ
そ
、
真
の
領
主
権
力
た
る
バ
ソ
領
主
を
成
立
せ
し
め
る
重
要
な
契
機
で

あ
っ
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
く
ら
べ

も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
発
展
し
た
当
布
自
治
権
も
、
キ
ー
ウ
ィ
タ
…
ス
や
カ
ス

ト
ゥ
ル
ム
に
お
け
る
複
雑
な
領
主
関
係
が
、
単
一
な
パ
ン
領
主
の
出
現
に
よ
っ

て
克
服
さ
れ
た
の
ち
に
、
は
じ
め
て
成
立
し
得
る
の
は
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
そ

の
闊
に
お
い
て
、
集
村
化
の
一
環
と
し
て
の
商
入
定
住
が
重
要
な
意
味
を
持
ち

得
る
こ
と
は
、
当
然
予
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
①
　
当
時
・
の
農
民
住
暦
は
、
窓
も
、
櫨
も
な
い
、
土
中
に
穴
を
掘
っ
て
そ
こ

　
　
で
睡
る
よ
う
な
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
σ
需
げ
冤
、
頃
『
ε
騨
O
幽
O
㌶

　
　
o
陣
鼠
嵩
ω
ρ
¢
O
昌
貯
拶
嵩
の
巴
ω
①
H
い
℃
幽
H
一
～
這
「
従
っ
て
、
技
術
的
に
は
、
集

　
　
村
化
の
た
め
の
移
住
と
い
っ
て
も
、
大
し
た
こ
と
は
な
い
。

　
②
　
U
離
げ
ど
い
ρ
。
・
o
o
綜
蚕
糞
諸
メ
H
。
忠
×
H
囲
。
毘
①
o
冨
。
。
自
鍵
あ
巨
富
σ
q
δ
一
門

　
　
罎
ゆ
0
8
塁
冨
0
勺
9
ユ
ω
レ
Φ
㎝
。
。
．
や
お
為
。
。
～
謬
㌧
雪
～
δ
伊
δ
。
。
一
σ
ひ
罫
お
ρ

　
　
ピ
p
♂
・
δ
把
H
巴
O
o
口
じ
d
O
霞
σ
Q
o
σ
Q
昌
ρ
㌘
昼
8
P
お
畠
”
や
b
。
Q
。
一
～
b
。
器
b
き

　
　
器
・
ω
。
。
刈
～
。
。
。
。
○
。
”
q
⑰
。
。
。
・
ρ

　
③
　
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
の
パ
ン
領
域
支
配
鶴
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
荘
園

　
　
の
上
に
成
立
し
た
他
の
パ
ソ
領
主
の
領
域
支
配
餓
に
つ
い
て
は
、
U
昌
σ
ざ

　
　
o
勺
●
o
跨
》
℃
．
①
Q
o
滑
O
円
。
直
巴
も
。
＜
同
■
が
参
考
に
な
る
。

　
④
　
　
U
露
ぴ
団
讐
O
℃
．
O
搾
ご
℃
■
ω
卜
⊃
刈
～
ω
卜
⊃
○
○
　
に
は
、
　
同
一
農
民
「
グ
ル
…
プ
の
僧
職
払

　
　
う
貢
租
の
う
ち
、
バ
ソ
領
主
に
対
す
る
も
の
の
方
が
、
荘
園
領
主
に
対
す

　
　
る
も
の
よ
り
も
大
き
い
例
を
挙
げ
て
い
る
。
従
っ
て
、
生
産
力
の
向
上
が

　
　
な
け
れ
ば
、
バ
ソ
領
主
の
句
頭
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
ド
ユ
ビ

　
　
イ
教
授
自
身
、
筆
者
に
対
す
る
泓
信
で
、
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
み
と
め

　
て
い
る
。

ノ

④
　
バ
ソ
領
主
権
の
発
旧
糠
過
程
に
お
い
て
、
農
驚
の
古
い
法
的
身
分
差
が
次

　
第
に
無
慧
味
な
も
の
と
な
り
、
統
一
的
農
民
身
分
（
経
済
学
的
範
疇
で
の

　
農
奴
）
が
成
立
す
る
が
、
こ
こ
で
い
う
農
民
の
移
動
性
の
向
上
は
、
か
か

　
る
事
庸
穴
の
前
提
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

⑤
∪
毎
零
8
●
。
凶
睦
』
δ
影
ω
噛
唱
●
卜
。
ま
～
鱒
ミ
．
参
照
。

⑥
食
い
μ
。
。
り
こ
8
智
H
O
ミ
～
δ
朝
《
浸
ω
唱
。
蜂
δ
労
臨
鴨
ρ
づ
旨
㌶
誌
。
・
Ω
子

　
雛
一
9
0
①
詳
匂
。
一
ρ

⑦
　
U
賃
び
》
♂
o
や
鼠
汁
こ
や
心
零
～
㌫
卜
。
●

⑧
○
や
。
搾
、
や
お
い
。
～
お
。
。
陰

⑨
○
や
9
f
島
①
～
覇
8

⑩
木
村
尚
三
郷
「
フ
ラ
ン
ス
封
建
鯛
の
成
立
稀
（
『
法
制
史
研
究
』
8
）

⑪
蜀
。
冨
詳
け
暮
。
琴
｝
蚤
冨
ω
o
掃
凶
σ
q
営
Φ
ω
9
｝
、
仙
8
じ
9
三
①
。
。
。
賦
。
賛
評
ρ

　
℃
錠
一
ω
層
一
三
9
や
鱒
O
蒔
～
卜
。
誌
陰
な
お
、
一
〇
〇
〇
年
ご
ろ
に
は
、
平
均
収

　
穫
量
が
播
種
量
の
三
二
で
、
農
飛
は
慢
性
栄
養
失
調
の
状
態
に
あ
っ
た

　
（
穿
身
噌
頃
翼
。
冨
留
罫
9
！
．
凶
房
註
。
雛
ぎ
潟
霧
。
押
℃
．
お
～
お
）

　
こ
と
を
考
え
る
と
、
い
わ
ゆ
る
古
典
荘
園
が
普
遍
的
で
あ
る
と
は
、
と
う

　
て
い
考
え
ら
れ
な
い
黛
家
内
奴
隷
を
包
含
す
る
小
農
民
経
當
が
圧
倒
酌
で

　
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
小
農
民
経
営
は
、
た
だ
ち
に
小

　
荘
園
経
営
で
あ
る
場
合
も
あ
る
し
、
ま
た
、
荘
園
望
月
内
に
お
け
る
独
立

　
的
単
位
で
も
あ
り
得
る
。

⑫
　
領
主
覆
営
地
の
解
体
に
つ
い
て
は
、
ツ
【
P
触
。
切
δ
o
｝
ど
ピ
霧
0
9
舜
。
仲
卿
㊦
ω

　
o
凪
お
ヨ
即
¢
客
（
囲
①
一
．
三
。
・
ε
酵
②
叫
霞
a
o
貯
費
ρ
饗
於
ρ
℃
鍵
β
お
G
。
同
も
．
㊤
朝
～

　
ぢ
膳
（
邦
訳
　
三
七
一
一
四
五
頁
）
。
出
力
利
矯
に
つ
い
て
は
、
目
葺
O
賃
。
げ
ρ
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。
や
島
f
や
。
。
お
～
舟
U
毎
ざ
び
毅
み
く
○
ご
獣
魯
勲
σ
q
ユ
8
同
。
欝
象
器
く
臥
①
．

⑱
　
マ
ー
コ
ソ
地
方
で
は
、
史
料
上
、
バ
ナ
リ
テ
は
総
て
こ
な
い
。
バ
ソ
傾

　
主
が
水
車
や
パ
ン
焼
か
ま
ど
を
海
瀬
し
て
、
使
用
料
は
と
っ
て
い
る
が
、

　
使
用
強
制
は
、
史
料
酌
に
は
た
し
か
め
ら
れ
な
い
（
⇔
自
び
ざ
ど
餌
巳
，
o
o
㌫
け
少

　
唱
・
ω
卜
⊃
画
P
同
）
。
な
お
、
中
世
農
業
革
命
の
特
質
は
、
そ
れ
ま
で
に
す
で

　
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
う
し
た
諸
施
設
が
、
急
速
に
普
及
し
た
点
に
あ
る

　
（
O
離
げ
ざ
い
9
蒜
く
。
罫
試
○
詳
9
σ
q
巴
協
o
o
δ
欝
ゆ
象
勲
く
巴
①
）
。
そ
れ
以
前
の
窪
窪

　
は
、
ふ
つ
う
、
茨
粉
を
牛
乳
で
煮
込
ん
だ
び
。
藍
田
δ
を
常
食
と
し
て
い

　
た
（
d
呂
ざ
類
蓉
○
祥
①
紆
㌶
融
く
ま
。
。
勲
虚
8
坤
竃
二
巴
器
H
．
唱
．
ば
）
9

⑭
　
○
・
ω
8
認
σ
q
Φ
お
U
δ
ω
o
虹
巴
①
虹
一
凱
℃
o
H
葺
ω
o
冨
切
a
窪
8
ご
σ
q
α
禽

　
O
壁
巳
冨
叢
の
。
｝
影
爵
お
O
ω
∴
》
●
O
霧
ω
o
び
響
暴
ω
8
げ
目
茜
雌
巳
跨
蕊
げ
隷
貸

　
鎧
路
σ
q
α
①
の
U
碧
乙
Φ
珍
○
財
。
群
一
琶
　
○
Φ
げ
一
〇
＄
α
興
。
隠
。
げ
≦
o
齢
①
瓢
ω
o
プ
。
¢

　
国
箆
σ
Q
窪
8
ω
①
霧
9
鋒
紗
H
り
ω
ρ

⑲
　
マ
ー
コ
ソ
地
方
の
よ
う
に
、
教
会
、
修
道
院
宮
体
が
有
力
な
バ
ソ
領
憲

　
に
な
っ
た
の
は
侮
外
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
全
く
、
神
の
平
和
運
動
の
存
在

　
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
拙
稿
「
神
の
平
和
運
動
、
パ
ソ
領
主
、
村
落
共
同

　
体
」
（
『
西
洋
史
学
」
4
1
）
参
照
。
ふ
つ
う
は
、
城
（
シ
ャ
ト
ー
）
の
所
有

　
春
た
る
城
主
（
シ
ャ
ト
ラ
ソ
）
が
、
パ
ソ
藩
主
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
知
ら

　
れ
る
よ
う
に
、
蟄
界
荘
園
に
対
す
る
ア
ヴ
一
再
の
獲
得
が
、
重
要
な
意
味

　
を
も
つ
。
こ
の
場
合
【
、
ア
ヴ
エ
が
バ
ソ
領
主
、
聖
…
界
領
主
が
荘
園
傾
主
で

　
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
元
来
の
ア
ヴ
エ
は
文
字
ど
お
り
代
理
人
で
あ
っ
た
が
、

　
そ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
対
」
象
と
す
る
時
代
に
は
、
実
質
　
的
に
発
三
遷
而
圏
領

　
主
を
し
の
ぐ
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

⑯
　
た
と
え
ば
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
ク
リ

　
ニ
ニ
i
修
道
院
改
革
期
の
西
衛
ド
イ
ツ
で
は
、
高
級
貴
族
た
ち
は
建
干
の

　
土
地
を
修
道
院
に
寄
進
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
修
道
院
荘
園
の
か
な
り

　
の
都
分
に
下
す
る
フ
ォ
ー
ク
ト
権
を
獲
得
し
て
い
る
。
閃
導
ω
酔
妻
Φ
毎
①
ご

　
σ
冨
σ
q
o
ω
o
に
零
｝
乙
津
賦
。
｝
副
窪
O
凄
コ
巳
お
窪
帯
同
畿
｝
o
ω
汁
。
轟
o
h
O
黒
蟻
一
歳

　
回
H
．
圏
ξ
げ
償
づ
鳥
。
村
ρ
切
曾
は
雷
㌧
H
㊤
紹
㌧
ψ
㎝
～
b
。
μ
「

＠
男
。
9
£
ρ
U
2
富
。
9
。
。
。
臥
ρ
賢
β
巳
乏
三
ω
魯
鋒
ω
σ
Q
①
ω
。
三
。
馨
①
、

　
切
臼
に
ジ
○
◎
暮
言
σ
q
Φ
ロ
、
出
。
箆
Φ
観
興
σ
q
”
．
這
認
、
Q
α
・
念
～
①
メ
こ
の
場
合
の
小

　
荘
園
経
営
は
、
そ
れ
自
体
が
小
農
民
経
営
で
あ
る
か
、
そ
こ
に
包
含
さ
れ

　
る
小
農
民
経
営
に
か
な
り
の
独
立
性
を
与
え
る
も
の
か
、
い
ず
れ
か
で
あ

　
る
。

四
あ
　
と
　
が
　
き

　
以
上
に
お
い
て
、
ヨ
…
ロ
ッ
パ
中
撚
都
市
の
特
異
な
発
展
を
問
題
に
し
た
わ

た
く
し
は
、
都
市
成
立
の
出
発
点
と
な
る
商
人
定
住
な
る
現
象
が
、
決
し
て
孤

立
的
に
生
起
し
た
も
の
で
な
く
、
十
、
十
一
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け

る
、
領
主
お
よ
び
村
落
関
係
の
大
変
動
の
一
環
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
所
以

を
、
き
わ
め
て
大
ざ
つ
ば
に
眺
め
て
き
た
。
そ
し
て
、
か
か
る
変
動
の
具
体
的

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
パ
ン
領
主
の
登
場
と
集
村
化
の
三
二
が
、
一
方
で
は
、
い
わ

ゆ
る
中
世
農
業
革
命
と
で
も
い
う
べ
き
現
象
を
通
じ
て
、
そ
の
後
の
都
市
の
発

展
を
約
束
づ
け
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
、
他
方
で
は
、
真
の
封
建
領
主
、
真
の

村
落
共
同
体
を
産
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
封
建
社
会
の
基
本
構
造
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を
つ
く
り
だ
し
た
こ
と
を
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見
と
お
し
て
き
た
。
こ
の
揚
含
、

紙
数
の
関
係
で
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
か
か
る
領
主
お

よ
び
村
落
関
係
の
大
変
動
が
、
同
時
に
、
古
い
複
雑
な
農
畏
の
法
的
身
分
差
を

無
意
味
な
も
の
た
ら
し
め
て
、
あ
ら
た
な
統
一
的
農
民
身
分
を
つ
く
り
だ
し
、

経
済
学
的
範
鴫
で
の
い
わ
ゆ
る
一
般
「
農
奴
」
層
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

封
建
社
会
の
基
底
を
形
成
し
た
こ
と
も
冤
逃
せ
な
い
。
翼
の
封
建
領
主
と
し
て

登
揚
す
る
バ
ン
領
主
が
、
古
い
型
の
荘
園
領
主
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
性
格
を

も
つ
た
の
と
同
じ
く
、
真
の
村
落
共
同
体
に
結
集
し
た
農
民
は
、
ア
モ
ー
昼
ヴ

ァ
イ
ラ
ー
段
踏
の
そ
れ
と
は
別
個
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
ζ
と
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
の
特
異
な
性
格
は
、
実
は
、
念
入
定
住
に
は
じ
ま

る
都
市
成
立
の
時
点
が
、
周
時
に
、
本
来
の
封
建
杜
会
成
立
の
時
点
と
も
な
っ

て
い
る
こ
と
に
も
と
つ
く
も
の
で
、
村
落
共
同
体
の
成
立
・
発
展
と
切
り
は
な

し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
、
一
応
満
足
し
て
お
き
た
い
。

ヨ
…
ロ
ッ
パ
と
い
い
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
、
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
し
か
扱
え

な
か
っ
た
の
は
、
わ
た
く
し
自
身
の
能
力
の
限
界
の
た
め
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ

ん
で
あ
る
が
、
ま
た
、
少
く
と
も
い
わ
ゆ
る
申
世
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
ウ
エ

し
↑
の
い
う
北
欧
都
市
の
故
地
た
る
、
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
像
統
一
的
に
抵

握
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
わ
た
く
し
の
か
ね
て
か
ら
の
持
論
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。（

付
記
）
　
充
分
な
実
証
を
と
も
な
わ
ず
に
、
ま
た
、
地
域
的
差
異
を
無
視
し

　
て
、
こ
う
し
た
大
ざ
っ
ぱ
な
見
と
お
し
を
た
て
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ひ

　
と
に
よ
っ
て
は
異
論
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
た
く
し
は
、
　
「
わ
れ

　
わ
れ
は
仮
説
の
世
界
に
在
る
乞
O
蘇
ω
。
。
O
ヨ
臼
①
ω
畠
ρ
β
ω
δ
鳥
O
ヨ
鉱
路
Φ
山
φ

　
同
げ
団
も
。
び
①
Q
。
Φ
」
と
の
デ
ュ
ビ
イ
教
授
の
言
噛
菓
に
は
げ
ま
さ
れ
て
、
あ
え
て

　
ノ
ー
ト
を
公
開
す
る
こ
と
に
し
た
。
研
究
の
い
ち
じ
る
し
く
細
分
化
さ
れ

　
て
い
る
現
在
、
こ
う
し
た
綜
合
酌
把
握
も
　
面
で
は
必
要
だ
ろ
う
と
考
え

　
た
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
に
つ
い
て
は
、
ド
ェ
ビ
イ
教
授
の
ほ
か
、
会
濁
雄

　
次
助
教
授
か
ら
も
、
種
々
の
示
唆
と
助
言
を
得
た
。
な
お
、
本
稿
は
、
前

　
期
貞
次
郵
教
授
を
代
表
者
と
す
る
、
昭
和
三
十
三
・
三
十
四
年
度
文
部
省

　
科
学
研
究
費
綜
合
研
究
「
変
革
期
に
お
け
る
政
治
権
力
と
民
衆
」
に
お
け

　
る
、
分
担
報
皆
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
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　　　　　　　　　　Lord　and　Viilage　in　the　Feudal　Society

　　　　　　　　reconsideration　of　the　study　on　Cities　in　the　1’licldle　Ages

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toyoyuki　Sabata

　　Many　monographs　of　cities　ln　the　Middle　Ages　heretofore　have　hftc　d

a　solitary　inclination　in　weal〈　relac　tions　with　other　researching　aspects

in　the　history　of　the　Middle　Ages．　As　a　trial　to　overcome　this　weak－

ness，　this　article　tries　to　explain　tl）e　question　in　what　relation　the

phenomena　of　the　so－called　‘Merchants　’　setelement　’，　as　a　premise　of

the　formation　of　European　cities　in　the　Middle　Ages，　were　with　the

change　of　relft．　tion　between　lords　and　villac　ges．

　　Our　temporarily　outline　is　as　follows　：

　　1）　the　phenomenftt　of‘merchac　nts’settlment’　were　mpre　or　less　ftc

　　　linl〈　of　the　phenomenfte　of　‘collecting　of　villages’　in　the　country，

　　　and　its　progress　also　was　the　forming　process　of　reac　l　villages　in

　　　　the　Middle　Ages．

　　2）　the　fact　that　such　a　wide　migrac　tion　of　peasac　nts　as　led　to　‘mer－

　　　　chants’settlement’　ac　nd　‘collectlng　of　villages’　wftc　s　made　pos－

　　　　sible　wftc　s　then　due　to　the　rapid　rise　of　Ban－lords，　or　real　feudal

　　　　lords　trying　to　establish　a　new　single　ruling　sphere　of　territory，

　　　　doubled　over　the　former　dispersed　control　of　manors．

Certainly　‘agrarian　revolution　in　the　Middle　Ages’，　wlidt　we　nnc　y

cac　ll，　to　develop　tlie　agricultural　power　of　production　was　the　basis　of

these　two　changes．

　　　　　Supplement　for　“A　Note　on　the　Problems　of　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yama彦aikoku　牙fS馬蜜自国”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b＞r

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kenji　Maki

　　By　supPlqmenting　my　monograph　in‘‘」〈oleushi－7・onshu国史論集，”

the　wrlter　wants　to　explain　the　following　’problems　in　detail　：

1）　the　reason　why　the　Yamato大和theory　cannot　be　accepted　espe－

　　ciac　lly　in　phonology．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　326　）


