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要
旨
〕

　
　
　
　
　
日
本
近
代
社
全
成
立
期
の
民
衆
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
－
困
民
党
研
究
序
説
1

　
本
稿
は
、
一
八
八
○
年
代
の
松
方
デ
フ
レ
期
に
起
こ
っ
た
負
債
に

関
す
る
騒
擾
（
負
債
農
民
騒
擾
）
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
日
本
の
民
衆
運
動
史
の
中
に
位
置
づ
け

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
負
債
農
民
騒
擾
と
は
、
借
金
の
返
済
が

で
き
な
く
な
っ
た
負
債
民
た
ち
が
そ
の
据
置
き
と
延
納
を
債
主
に
対

し
て
要
求
し
た
運
動
の
総
称
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
運
動
を

行
っ
た
集
団
は
、
困
民
党
と
か
借
金
党
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
日
本
近
代
杜
会
の
成
立
期
に
起
こ
っ
た
民
衆
運
動
は
多
様
で
あ

り
、
そ
れ
を
一
括
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
負
債
農
民
騒

擾
に
は
、
こ
の
時
期
の
民
衆
運
動
の
特
質
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
の

で
、
本
論
の
タ
イ
ト
ル
を
『
日
本
近
代
杜
会
成
立
期
の
民
衆
運
動
』

と
し
、
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル
を
『
困
民
党
研
究
序
説
』
と
し
た
。

　
本
論
の
構
成
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
え
が
き

序
章

第
一
章

　
　
1

　
　
2

第
二
章

　
　
1

　
　
2

第
三
章

　
　
1

　
　
2

第
四
章

稲

雅
　
　
洋

日
本
近
代
杜
会
成
立
期
の
民
衆
運
動

困
民
党
と
は
何
か

困
民
党
と
は
何
か

困
民
党
と
自
由
民
権
運
動

負
債
農
民
騒
擾
の
概
略

全
国
的
概
略

府
県
別
概
略

負
債
農
民
騒
擾
の
条
件

要
求
内
容
と
客
観
的
条
件

主
体
的
条
件
－
困
民
党
の
意
識

近
世
の
土
地
慣
行
と
近
代
的
土
地
所
有
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（113）彙

　
　
1

　
　
2

第
五
章

　
　
1

　
　
2

第
六
章

　
　
1

　
　
2

第
七
章

　
　
1

　
　
2

第
八
章

　
　
1

　
　
2

終
章

あ
と
カ
き

近
世
の
土
地
制
度
と
土
地
慣
行

近
代
的
土
地
法
令
の
成
立

松
方
デ
フ
レ
期
の
土
地
問
題

質
地
講
戻
し
訴
訟
と
地
券
名
請

身
代
限
処
分
の
急
増

負
債
農
民
騒
擾
の
行
動
論
理

在
来
金
融
と
新
し
い
金
融

負
債
農
民
騒
擾
の
組
織
と
行
動

秩
父
事
件

秩
父
事
件
の
歴
史
的
位
置

秩
父
事
件
と
自
由
民
権
運
動

困
民
党
と
近
代
日
本

困
民
党
と
小
作
争
議

困
民
党
と
近
代
日
本

困
民
党
研
究
の
深
化
の
た
め
に

　
以
下
、
各
章
の
内
容
の
概
略
を
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
序
章
で
は
、
本
論
の
課
題
と
し
て
以
下
の
三
点
を
挙
げ
た
。
①
負

債
農
民
騒
擾
は
、
全
国
で
六
〇
数
件
が
確
認
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
秩
父
事
件
な
ど
ご
く
一
部
の
事

件
だ
け
を
典
型
と
し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
て
き
た
が
、
本
論

で
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
実
像
を
構
成

す
る
。
②
従
来
の
研
究
で
は
看
過
さ
れ
て
き
た
負
債
農
民
騒
擾
の
主

体
的
条
件
、
つ
ま
り
運
動
を
支
え
た
意
識
・
思
想
お
よ
ぴ
組
織
に
つ

い
て
解
明
す
る
。
③
旧
来
の
研
究
で
は
、
困
民
党
・
負
債
農
民
騒
擾

の
成
果
と
課
題
と
は
、
ほ
と
ん
ど
論
証
の
な
い
ま
ま
、
初
期
社
会
主
・

義
や
小
作
争
議
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
と
さ
れ
て
き
た
が
、
本
論
で

は
困
民
党
．
負
債
農
民
騒
擾
が
そ
の
後
の
日
本
近
代
の
農
村
の
動
き

と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
そ
の
展
望
を
考

え
る
。

　
以
上
の
点
を
課
題
と
し
つ
つ
、
さ
ら
に
負
債
農
民
騒
擾
の
中
で
最

大
の
規
模
を
も
っ
た
秩
父
事
件
の
独
自
な
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
も
重
要
な
目
標
と
し
て
設
定
し
た
。

　
第
一
章
1
で
は
、
負
債
農
民
騒
擾
を
担
つ
た
集
団
に
つ
い
て
、
全

国
的
な
事
例
か
ら
概
念
的
な
整
理
を
行
っ
た
が
、
結
論
と
し
て
、
困

民
党
．
借
金
党
．
負
債
党
・
貧
窮
党
・
貧
民
党
な
ど
の
「
党
」
と
は
・

私
的
な
あ
る
い
は
地
域
的
な
集
団
を
意
味
し
、
近
代
的
な
「
政
党
」

と
は
原
理
も
目
標
も
立
脚
点
も
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、

負
債
老
た
ち
が
組
織
を
作
つ
た
場
合
で
も
自
ら
は
「
党
」
と
は
名
乗

ら
ず
、
「
会
」
と
か
「
社
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
事
実

を
確
認
し
た
。

　
第
一
章
2
で
は
、
全
国
六
〇
数
件
の
負
債
農
民
騒
擾
の
う
ち
で
、

激
化
事
件
に
ま
で
至
っ
た
の
は
秩
父
事
件
と
群
馬
事
件
の
み
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
藤
靖
を
は
じ
め
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
の
多
く

が
、
震
党
を
自
由
党
の
限
界
を
突
き
破
一
て
進
ん
だ
・
日
本
に
お
㎜
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け
る
ブ
ル
ジ
目
ア
革
命
運
動
の
最
も
急
進
的
な
部
分
と
し
て
位
置
づ

け
て
き
た
こ
と
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
多
く
の
負
債
農
民
騒

擾
・
困
民
党
の
事
例
を
積
み
上
げ
て
、
そ
の
実
像
を
作
り
上
げ
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

　
第
二
章
1
で
は
、
負
債
農
民
騒
擾
の
全
国
的
な
概
略
を
集
計
し
た

下
山
三
郎
・
青
木
虻
二
の
作
業
を
先
駆
的
な
業
績
と
し
て
評
価
し
な

が
ら
も
、
同
一
事
件
を
重
複
し
て
数
え
た
り
、
事
件
の
形
態
の
分
析

の
基
準
が
瞬
昧
で
あ
る
な
ど
の
問
題
点
に
つ
い
て
触
れ
、
騒
擾
件
数

に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
は
別
々
の
騒
擾
で
あ
っ
て
も
後
に
な
っ
て
合

体
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
厳
密
に
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
と

り
あ
え
ず
全
国
の
総
計
を
六
四
件
と
し
た
。

　
第
二
章
2
で
は
、
こ
れ
ま
で
筆
老
が
収
集
し
た
史
料
に
基
づ
い
て
、

騒
擾
を
府
県
別
に
概
観
し
た
が
、
個
別
の
事
件
を
詳
し
く
見
て
い
く

と
彪
大
に
な
る
た
め
概
略
だ
け
に
と
ど
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
重
点
的
に
紹
介
し
た
。

　
第
三
章
1
で
は
、
全
国
の
負
債
農
民
騒
擾
で
出
さ
れ
た
要
求
内
容

を
分
析
し
、
そ
の
総
括
と
し
て
、
「
基
本
的
要
求
と
し
て
は
、
借
金
の

据
置
き
と
永
年
賦
（
一
〇
～
五
〇
か
年
）
返
済
で
あ
る
が
、
そ
れ
と

同
時
に
地
租
の
引
き
下
げ
や
廷
納
、
小
学
校
の
休
校
や
廃
止
、
小
作

料
の
支
払
い
廷
期
な
ど
の
要
求
が
出
さ
れ
て
い
る
二
と
も
あ
り
、
さ

ら
に
質
地
の
講
戻
し
や
質
物
・
低
当
物
の
返
還
、
直
小
作
の
要
求
な

ど
も
付
随
的
に
出
さ
れ
て
い
る
」
と
し
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
要
求

が
一
八
八
○
年
代
初
め
に
集
中
し
て
出
さ
れ
た
客
観
的
条
件
に
は
松

方
デ
フ
レ
が
あ
る
こ
と
を
、
幾
つ
か
の
統
計
を
示
し
な
が
ら
述
べ
た
。

　
第
三
章
2
は
、
負
債
農
民
騒
擾
の
研
究
に
は
、
さ
ら
に
そ
の
主
体

的
条
件
に
つ
い
て
の
追
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。
従
来
、
色
川
犬
吉
以
外
の
研
究
老
は
、
そ
こ
に
視
点
を
向
け
て

こ
な
か
っ
た
が
、
近
年
に
な
り
、
森
山
軍
治
郎
・
鶴
巻
孝
雄
ら
に
よ

っ
て
そ
う
し
た
観
点
に
た
つ
研
究
が
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
と
り
わ

け
鶴
巻
の
論
点
は
、
負
債
農
民
騒
擾
を
自
由
民
権
運
動
と
は
別
の
も

の
と
み
な
し
、
そ
の
意
識
を
近
世
の
質
地
騒
動
を
支
え
て
い
た
「
百

姓
立
行
き
」
観
念
や
共
同
体
存
続
願
望
の
延
長
線
上
に
置
い
た
画
期

的
な
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
そ
の
上
で
、
当
時
の
負
債
民
た
ち

に
と
っ
て
最
も
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
の
は
担
保
地
を
奪
わ
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
危
機
感
が
騒
擾
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
考
え
れ
ぱ
、
こ
の
時
期
の
農
民
の
土
地
意
識
の
あ
り
方
を
追
う
こ

と
が
負
債
農
足
騒
擾
の
主
体
的
条
件
を
追
求
し
て
い
く
上
で
重
要
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
第
四
章
で
は
、
農
民
の
土
地
意
識
の
流
れ
を
捉
え
る
前
提
と
し
て
、

1
で
は
田
畑
永
代
売
買
禁
令
の
下
で
存
続
し
て
い
た
金
子
有
合
次
第

請
戻
し
憤
行
お
よ
び
流
地
に
つ
い
て
、
旧
来
の
研
究
を
自
ら
の
観
点

よ
り
整
理
し
、
2
で
は
明
治
政
府
の
出
し
た
土
地
担
保
関
係
法
令
に

つ
い
て
編
年
的
に
追
っ
た
。
特
に
2
で
は
、
政
府
が
田
畑
永
代
売
買

の
解
禁
と
地
租
改
正
に
よ
り
土
地
所
右
を
公
認
す
る
と
と
も
に
、
質

入
書
入
な
ど
の
土
地
貸
借
の
あ
り
方
を
大
き
く
変
え
、
年
季
明
け
後

の
借
金
の
決
済
を
担
保
地
の
羅
売
（
公
売
）
と
身
代
限
で
す
る
よ
う
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に
し
た
こ
と
、
そ
の
決
済
方
法
の
変
化
は
、
民
衆
が
長
ら
く
慣
れ
親

し
ん
で
き
た
土
地
慣
行
の
廃
止
を
意
味
し
、
そ
れ
が
彼
ら
に
土
地
意

識
の
変
更
を
迫
り
、
少
な
か
ら
ざ
る
違
和
感
を
抱
か
せ
た
こ
と
を
指

摘
し
た
。
（
な
お
、
そ
の
処
置
が
始
め
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、
書
入

地
に
つ
い
て
は
従
来
よ
り
も
知
ら
れ
て
い
た
が
、
質
入
地
に
つ
い
て

は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
か
っ
た
も
の
を
、
本
論
で
は
司
法
省
史
料

を
追
跡
し
て
、
そ
れ
が
広
島
県
お
よ
ぴ
栃
木
裁
判
所
の
伺
い
に
対
す

る
一
八
七
四
年
六
月
の
司
法
省
回
答
の
時
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
）

　
第
五
章
1
で
は
、
『
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
』
の
分
析
を
通

じ
て
、
法
的
に
は
否
定
さ
れ
た
金
子
有
合
次
第
質
地
請
戻
し
慣
行
が
、

現
実
に
は
依
然
と
し
て
続
い
て
お
り
、
大
審
院
も
当
初
は
そ
れ
を
考

慮
に
入
れ
た
判
決
を
出
し
て
い
た
が
、
一
八
八
四
年
を
境
に
し
て
そ

れ
を
否
定
し
、
近
代
的
私
有
権
の
立
場
に
た
っ
て
債
権
老
擁
護
の
姿

勢
を
鮮
明
に
し
た
判
決
を
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
過
程
を
具
体

的
に
明
ら
か
に
し
た
。

　
第
五
章
2
で
は
、
新
し
い
借
金
の
決
済
方
法
と
し
て
鰯
売
と
身
代

限
処
分
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
松
方
デ
フ
レ
期
に
史
上

ま
れ
に
み
る
土
地
移
動
を
現
出
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
を
実
証
的
に
追

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
危
機
的
状
況
に
直
面
し
た
農
民
た
ち
が
、

基
本
的
な
生
産
手
段
で
あ
る
土
地
を
維
持
し
、
小
農
民
と
し
て
の
存

在
を
守
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
負
債
の
据
置
き
や
年
賦
返
還
を

債
権
老
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
う
し
た
条
件
の
下
で
起
こ

っ
た
も
の
こ
そ
が
負
債
農
民
騒
擾
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
。

　
第
六
章
1
で
は
、
負
債
民
の
相
手
で
あ
る
私
立
銀
行
や
銀
行
類
似

会
社
な
ど
当
時
の
地
方
金
融
機
関
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
ま
ず
、
従

来
の
研
究
で
は
多
く
の
場
合
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
困
民
党
1
－
善
、
金

融
機
関
H
悪
と
い
う
図
式
で
見
て
き
た
が
、
そ
れ
は
先
験
的
な
予
断

に
基
づ
く
断
定
で
あ
る
と
し
、
負
債
老
た
ち
か
ら
金
融
機
関
が
苛
酷

な
存
在
と
し
て
敵
意
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
た
理
由
を
事
実
に
即

し
て
見
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
結
論
と
し

て
、
新
し
い
金
融
機
関
は
合
本
賢
本
の
会
社
組
織
の
形
態
を
と
り
、

そ
の
活
動
は
定
款
や
規
則
な
ど
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
負
債
の
処
理

や
裁
判
所
へ
の
鰯
売
・
身
代
限
の
執
行
の
申
請
な
ど
も
、
そ
れ
に
し

た
が
っ
て
合
目
的
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
在
来

金
融
に
お
い
て
は
ま
だ
残
っ
て
い
た
「
ほ
う
づ
け
」
「
は
な
げ
え
し
ぱ

い
」
や
土
地
の
「
売
戻
条
件
付
売
買
」
な
ど
の
よ
う
な
温
構
的
な
配

慮
の
働
く
余
地
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
提
起
し
た
。

　
第
六
章
2
は
、
負
債
老
た
ち
が
集
団
と
し
て
行
動
を
起
こ
す
に
至

る
過
程
、
組
織
の
あ
り
方
、
緒
集
の
方
法
な
ど
を
見
た
も
の
で
あ
る

が
、
負
債
農
民
騒
擾
の
行
動
や
組
織
の
特
質
と
し
て
、
次
の
三
点
を

挙
げ
た
。
①
騒
擾
の
発
端
は
村
落
の
上
層
部
や
有
力
農
民
を
中
心
に

し
て
寄
合
の
延
長
と
し
て
自
然
発
生
的
に
屯
集
・
相
談
が
持
た
れ
た

場
合
が
多
く
、
警
察
や
行
政
側
の
説
諭
や
監
視
に
よ
っ
て
、
債
主
と

の
交
渉
に
至
ら
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

②
結
集
に
あ
た
っ
て
は
、
共
同
体
的
強
制
に
基
づ
く
参
加
強
制
、
竹

305



（116〕一橋論叢 第109巻第2号 平成5年（1993年）2月号

法
螺
を
吹
き
簿
火
等
を
焚
い
て
神
社
に
集
ま
っ
て
く
る
方
法
、
押
し

出
し
の
際
に
蓑
笠
を
着
た
り
鍬
・
鋤
さ
ら
に
竹
槍
な
ど
を
携
え
た
り

す
る
こ
と
な
ど
、
近
世
の
百
姓
一
撰
の
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る
側
面

が
多
く
見
ら
れ
る
。
③
し
か
し
、
債
主
へ
の
打
段
し
や
焼
打
ち
、
殺

傷
な
ど
の
暴
力
行
為
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
っ
て
い
な
い
。
そ

の
理
由
と
し
て
は
、
集
団
的
な
暴
力
行
為
の
い
っ
さ
い
を
禁
止
す
る

法
体
系
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
負
債
民
の
リ

ー
ダ
ー
で
あ
る
上
層
農
民
た
ち
が
熟
知
し
て
お
り
、
地
域
秩
序
の
混

乱
を
望
ま
な
い
彼
ら
が
近
世
的
な
実
力
行
使
を
控
え
た
こ
と
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
一
般
の
負
債
農
民
騒
擾
は
、
あ
く

ま
で
も
眼
前
の
負
債
問
題
に
対
す
る
条
件
闘
争
で
あ
っ
た
と
結
論
づ

け
た
。

　
第
七
章
は
、
本
論
の
中
心
を
な
す
部
分
で
あ
り
、
最
も
力
点
を
置

い
た
部
分
で
あ
る
が
、
1
で
は
、
秩
父
事
件
が
第
六
章
2
で
見
た
よ

う
な
条
件
闘
争
の
質
を
越
え
て
、
債
主
へ
の
徹
底
的
な
破
壊
と
、
さ

ら
に
は
国
家
に
対
す
る
武
装
蜂
起
に
ま
で
至
っ
た
背
景
を
見
た
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
主
要
な
要
因
と
し
て
、
松
方
デ
フ
レ
が
峻

烈
を
極
め
た
頃
、
秩
父
で
は
「
板
垣
公
」
「
自
由
党
」
に
よ
る
「
世
直

し
」
と
い
う
解
放
幻
想
が
生
ま
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が
借
金
の
み
な
ら

ず
諸
税
や
徴
兵
な
ど
に
苦
し
む
地
域
民
衆
の
心
を
提
え
、
自
由
党
へ

の
期
待
か
ら
蜂
起
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
と
そ
の
筋
道

を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
て
現
実
の
政
治
権
力
を
相
対

化
し
蜂
起
へ
と
進
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
こ
の
事
件
が
近
世
の
一
撰
の
限

界
を
越
え
た
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
幻
想

的
権
威
に
よ
っ
て
し
か
国
家
を
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
近
代
的

政
治
運
動
と
異
な
る
次
元
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
し

て
、
こ
の
事
件
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
た
。

　
第
七
章
2
は
、
秩
父
事
件
に
参
加
し
た
者
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
意

識
や
行
動
の
あ
り
よ
う
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
蜂
起
へ

の
か
か
わ
り
方
に
つ
い
て
、
菊
池
貫
平
・
井
出
為
吉
の
よ
う
に
西
欧

近
代
政
治
思
想
に
通
暁
し
独
自
の
計
画
を
も
っ
て
参
加
し
た
老
か
ら
、

参
加
強
制
に
よ
っ
て
加
わ
っ
た
老
に
至
る
ま
で
多
様
で
あ
り
、
そ
れ

ら
が
重
層
構
造
を
な
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
つ
い
で
、
そ
う

し
た
多
様
性
を
無
視
し
て
、
一
部
の
突
出
し
た
老
の
思
想
を
も
っ
て

秩
父
困
民
党
全
体
の
も
の
と
し
、
事
件
参
加
老
が
す
べ
て
自
由
党
急

進
派
の
主
張
す
る
「
専
制
政
府
顛
覆
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
受
け

入
れ
た
か
の
よ
う
に
捉
え
、
こ
の
事
件
を
自
由
民
権
運
動
の
最
高
の

形
態
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
有
力
な
見
方
の
誤
り
を
論
証
し
た
。
さ

ら
に
秩
父
事
件
に
お
け
る
行
動
形
態
に
は
、
参
加
強
制
や
焼
打
ち
な

ど
が
見
ら
れ
、
基
本
的
に
は
近
世
の
世
直
し
騒
動
の
系
譜
の
上
に
あ

る
も
の
で
あ
り
、
国
家
権
力
と
立
ち
向
か
っ
た
民
衆
の
勇
気
や
、
行

動
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
い
か
に
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
が
近
代
の
政
治
運
動
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
継
承
さ
れ
に
く
い
も
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
秩
父
事
件
を
現
代
の
民
主
主
義
の
源
流
と
す

る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
見
方
を
改
め
て
批
判
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し
た
。

　
第
八
章
は
負
債
農
民
騒
擾
の
そ
の
後
の
展
望
を
見
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
1
で
は
、
そ
の
成
果
と
課
題
は
初
期
杜
会
主
義
や
小
作
争
議
に

引
き
継
が
れ
て
い
く
と
い
う
従
来
言
わ
れ
て
い
た
シ
ェ
ー
マ
に
つ
い

て
、
そ
の
よ
う
に
図
式
化
す
る
こ
と
の
意
味
に
疑
問
を
提
起
し
た
。

　
つ
い
で
2
で
は
、
負
債
農
民
騒
擾
の
起
こ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
後

の
日
本
近
代
の
農
村
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
新
た
な
論
点
を
展
開
し
た
。
ま
ず
、
負
債
農
民
騒
擾
が
広

汎
に
展
開
し
た
静
岡
県
を
例
に
と
り
、
負
債
農
民
騒
擾
を
反
面
教
師

と
し
て
報
徳
杜
が
急
速
に
発
展
し
、
負
債
か
ら
自
村
を
守
る
た
め
に
、

無
利
子
．
永
年
賦
返
済
の
相
互
融
資
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

た
こ
と
を
挙
げ
た
。
つ
い
で
、
国
家
に
よ
る
上
か
ら
の
対
処
と
し
て
、

次
の
2
点
を
確
認
し
た
。
①
松
方
デ
フ
レ
の
惨
状
を
報
告
し
た
『
輿

業
意
見
』
を
ま
と
め
た
前
田
正
名
の
グ
ル
ー
プ
は
農
商
務
省
か
ら
一

掃
さ
れ
た
が
、
彼
の
流
れ
を
汲
む
開
明
派
官
僚
は
、
そ
の
後
の
農
村

の
あ
り
方
に
強
い
危
機
意
識
を
も
ち
、
特
に
品
川
弥
二
郎
ら
は
、
プ

ロ
シ
ア
で
の
急
速
な
資
本
主
義
の
進
行
が
小
農
民
や
小
商
工
業
考
を

圧
迫
し
て
杜
会
不
安
が
増
大
し
て
い
く
中
で
、
相
互
救
済
機
関
と
し

て
シ
ュ
ル
ツ
．
デ
ー
リ
ツ
シ
ニ
式
の
信
用
組
合
が
作
ら
れ
杜
会
主
義

運
動
の
発
展
に
対
す
る
予
防
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
先
例
と

し
て
、
信
用
組
合
の
設
立
に
尽
力
し
た
。
②
こ
う
し
た
国
家
の
上
か

ら
の
政
策
と
、
下
か
ら
の
報
徳
社
運
動
が
結
ぴ
つ
い
て
初
期
信
用
組

合
が
発
展
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
産
業
組
合
が
各

地
で
作
ら
れ
、
日
露
戦
後
の
不
況
期
に
急
速
に
展
開
し
、
危
機
回
避

を
め
ざ
す
農
民
た
ち
を
吸
収
し
た
。
特
に
埼
玉
県
秩
父
・
児
玉
両
郡
、

神
奈
川
県
、
静
岡
県
な
ど
の
組
合
は
、
農
商
務
省
か
ら
高
い
評
価
を

受
け
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
負
債
農
民
騒
擾
に
よ
り
出
さ
れ
た
要
求
は
、
資
本

主
義
的
貨
幣
経
済
が
農
村
に
浸
透
し
て
い
く
時
期
に
、
開
明
派
官
僚

に
よ
っ
て
ボ
ナ
パ
ル
チ
ズ
ム
的
に
嬢
小
化
さ
れ
て
制
度
化
さ
れ
た
が
、

そ
れ
ら
が
決
し
て
国
家
か
ら
の
一
方
的
な
押
し
つ
け
で
は
な
く
、
む

し
ろ
農
民
た
ち
が
下
か
ら
積
極
的
に
支
え
た
面
の
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
例
え
ぱ
賀
川
豊
彦
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
自
主
的
な
協
同
組
合
の
方

向
に
改
良
し
て
い
き
一
定
の
成
果
を
生
ん
だ
こ
と
な
ど
を
、
事
実
に

即
し
て
述
べ
た
。
ま
た
、
負
債
農
民
騒
擾
が
内
包
し
て
い
た
近
代
的

所
有
権
と
資
本
主
義
的
市
場
原
理
あ
る
い
は
近
代
文
明
へ
の
批
判
は
、

そ
の
後
も
近
代
の
農
村
に
く
す
ぷ
り
続
け
、
時
に
は
秩
父
事
件
の
再

来
を
思
わ
せ
る
「
農
民
青
年
杜
事
件
」
を
起
二
し
た
り
す
る
こ
と
も

あ
り
、
そ
こ
に
は
資
本
主
義
の
非
人
間
性
を
告
発
し
、
人
間
性
の
回

復
を
訴
え
た
面
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
終
章
で
は
、
困
民
党
研
究
の
深
化
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
と
し
て
、

①
負
債
農
民
騒
擾
を
松
方
デ
フ
レ
下
の
自
律
性
を
も
っ
た
農
民
運
動

と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
自
体
と
し
て
ば
政
治
運
動
で
あ
る
自
由
民
権

運
動
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
見
て
い
く
こ
と
、
②
負
債
農
民

騒
擾
を
、
地
租
・
公
課
の
軽
滅
や
小
学
校
の
休
校
・
廃
校
を
求
め
る

運
動
、
秣
場
．
入
会
地
騒
動
、
徴
兵
忌
避
の
動
き
、
民
衆
宗
教
な
ど
、
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松
方
デ
フ
レ
期
に
起
二
っ
た
種
々
の
民
衆
運
動
全
体
の
中
で
見
て
い

く
こ
と
、
③
負
債
農
民
騒
擾
を
タ
テ
の
関
係
か
ら
、
つ
ま
り
負
債
問

題
を
め
ぐ
る
歴
史
的
な
展
開
の
あ
り
方
、
と
り
わ
け
借
金
を
媒
介
と

し
た
土
地
問
題
と
小
農
民
経
営
の
間
題
か
ら
捉
え
て
い
く
こ
と
の
三

点
を
挙
げ
た
。

　
以
上
が
本
論
の
要
旨
で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
総
括
す
れ
ば
、
本

論
は
こ
れ
ま
で
自
由
民
権
運
動
の
一
環
と
し
て
し
か
光
の
当
て
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
困
民
党
・
負
債
農
民
騒
擾
の
真
実
の
姿
を
多
く
の
事

実
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
■
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
困
民
党
・
負
債
農
民
騒
擾
は
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
民
権
運
動
を
含
め
た
成
立
期
の
日
本
近
代

の
国
家
と
杜
会
に
対
す
る
民
衆
的
世
界
か
ら
の
批
判
で
あ
り
自
己
主

張
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

〔
博
士
論
文
審
査
要
旨
〕

論
文
題
目

日
本
近
代
杜
会
成
立
期
の
民
衆
運
動

　
－
困
民
党
研
究
序
説
1

論
文
審
査
報
告
老

本
論
文
の
構
成

安田佐

木
潤
之
介

崎
　
宣
　
義

丸
　
良
　
夫

　
本
論
文
は
、
一
八
八
三
年
か
ら
八
四
年
に
か
け
て
、
わ
が
国
の
各

地
で
お
こ
っ
た
負
債
農
民
騒
擾
（
負
債
返
弁
騒
擾
と
も
よ
ぱ
れ
て
き

た
）
に
つ
い
て
積
み
か
さ
ね
ら
れ
て
き
た
薯
老
の
研
究
の
ま
と
め
で

あ
る
。
本
論
文
に
お
い
て
薯
老
は
、
一
方
で
は
、
騒
擾
の
実
態
と
く

に
騒
擾
で
の
具
体
的
な
要
求
の
あ
り
方
か
ら
問
題
を
と
ら
え
直
そ
う

と
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
、
こ

れ
ま
で
の
騒
擾
の
研
究
や
そ
の
意
義
づ
け
に
つ
い
て
の
批
判
に
も
と

づ
い
た
新
た
な
問
題
提
起
の
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

　
長
年
に
わ
た
る
研
究
史
へ
の
幅
ひ
ろ
い
配
慮
と
、
各
地
の
騒
擾
に

つ
い
て
の
現
段
階
で
の
史
料
的
研
究
史
的
な
到
達
点
の
把
握
の
う
え

で
ま
と
め
ら
れ
た
本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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ま
え
が
き

　第序
　一章
1章

　
　
2

第
二
章

　
　
1

　
　
2

第
三
章

　
　
1

　
　
2

第
四
章

　
　
1

　
　
2

第
五
章

　
　
1

　
　
2

第
六
章

　
　
1

　
　
2

第
七
章

　
　
1

日
本
近
代
杜
会
成
立
期
の
民
衆
運
動

困
民
党
と
は
何
か

困
民
党
と
は
何
か

困
民
党
と
自
由
民
権
運
動

負
債
農
民
騒
擾
の
概
略

全
国
的
概
略

府
県
別
概
略

負
債
農
民
騒
擾
の
条
件

要
求
内
容
と
客
観
的
条
件

主
体
的
条
件
－
困
民
党
の
意
識

近
世
の
土
地
憤
行
と
近
代
的
土
地
所
有

近
世
の
土
地
制
度
と
土
地
憤
行

近
代
的
土
地
所
有
の
成
立

松
方
デ
フ
レ
期
の
土
地
間
題

質
地
請
戻
し
訴
訟
と
地
券
名
請

身
代
限
処
分
の
急
増

負
債
農
民
騒
擾
の
行
動
論
理

在
来
金
融
と
新
し
い
金
融

負
債
農
民
騒
擾
の
組
織
と
行
動

秩
父
事
件

秩
父
事
件
の
歴
史
的
位
置

173
頁頁

4
7
頁

9
7
頁

㎜
頁

㎜
頁

㎜
頁

㎜
頁

　
　
2

第
八
章

　
　
1

終
章

あ
と
が
き

秩
父
事
件
と
自
由
民
権
運
動

困
民
党
と
近
代
日
本

困
民
党
と
小
作
争
議

困
民
党
と
近
代
日
本

困
民
党
研
究
の
深
化
の
た
め
に

本
論
文
の
概
要

蜥
頁

ヨ15鮎

頁頁

　
本
論
文
の
構
成
に
し
た
が
っ
て
そ
の
内
容
を
要
約
的
に
述
べ
れ
ぱ
、

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
序
章
で
は
、
薯
者
は
本
書
の
問
題
と
目
的
と
を
述
べ
る
。
明
治
維

新
か
ら
の
十
数
年
間
の
民
衆
運
動
は
富
裕
老
対
貧
困
老
、
国
家
対
民

衆
の
二
つ
の
類
型
に
わ
け
ら
れ
る
が
、
対
立
の
分
類
か
ら
い
え
ぱ
、

前
者
に
属
す
る
困
民
党
な
ど
に
よ
る
負
債
農
民
騒
擾
は
、
単
に
債
主

対
負
債
農
民
と
い
う
図
式
だ
け
で
は
と
ら
え
ら
れ
ず
、
明
治
政
府
の

進
め
た
近
代
化
政
策
に
対
す
る
農
民
の
プ
ロ
テ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
こ
の
負
債
農
民
騒
擾
こ
そ
が
近
代
成
立
期
の

民
衆
運
動
の
特
質
を
も
っ
と
も
明
確
に
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
い

る
。
そ
こ
で
、
問
わ
れ
た
の
は
「
農
民
に
と
っ
て
土
地
と
は
何
か
」

「
私
有
権
と
は
、
法
と
は
何
か
」
、
さ
ら
に
は
「
民
衆
に
と
っ
て
近
代

と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
そ
の
上
で
、
こ
れ
ま
で
の
困
民
党
研
究
に
つ
い
て
、
三
点
で
の
批
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判
を
す
る
。
ひ
と
つ
に
は
そ
れ
が
秩
父
困
民
常
を
典
型
と
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
か
な
り
偏
っ
て
い
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
負
債
農
民
騒
擾
の
事
例
研
究
に
よ
っ
て
、
困
民

党
の
全
体
像
を
描
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ふ
た
つ
に
は
、
そ
れ
が

負
債
農
民
た
ち
の
主
体
的
な
意
識
の
問
題
を
ほ
と
ん
ど
看
過
し
て
き

た
の
で
あ
り
、
負
債
農
民
騒
擾
に
参
加
し
た
民
衆
は
依
然
と
し
て
旧

来
の
文
化
的
条
件
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
み
っ
つ
に
は
、

日
本
近
代
の
展
開
の
な
か
で
の
困
民
党
か
ら
小
作
争
議
へ
と
い
う
発

展
の
シ
ェ
ー
マ
は
公
式
的
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
問
い
、
報
徳

運
動
な
ど
へ
の
展
開
も
含
め
た
位
置
づ
け
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
い
う
。

　
第
一
章
で
は
、
明
治
一
七
年
一
〇
月
、
埼
玉
県
北
部
で
小
作
料
廷

納
・
借
金
無
利
息
据
置
一
〇
ケ
年
年
賦
・
田
畑
請
戻
を
要
求
項
目
と

し
て
起
二
っ
た
貧
窮
党
騒
擾
の
検
討
を
通
じ
て
、
こ
の
運
動
に
も
要

求
に
も
自
由
党
員
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
は
、
ほ
か

の
多
く
の
困
民
党
や
負
債
農
民
騒
擾
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
困
民
党
と
は
何
か
を
問
題
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

あ
く
ま
で
も
負
債
と
い
う
目
前
の
生
活
上
の
問
題
の
た
め
に
つ
く
ら

れ
た
集
団
な
の
で
あ
り
、
立
憲
政
体
の
樹
立
を
目
標
に
し
て
作
ら
れ

た
自
由
党
な
ど
の
政
党
と
は
峻
別
す
る
べ
き
だ
と
い
う
。

　
つ
い
で
、
困
民
党
と
自
由
民
権
運
動
の
研
究
史
を
と
り
あ
げ
、
自

由
党
・
困
民
党
の
間
に
「
指
導
1
－
同
盟
」
関
係
と
し
て
と
ら
え
よ
う

と
し
て
き
た
研
究
動
向
に
た
い
し
て
批
判
し
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が

成
立
し
た
秩
父
・
群
馬
事
件
は
，
こ
く
特
殊
な
例
で
あ
っ
た
と
い
う
。

困
民
党
の
運
動
は
、
借
金
の
延
納
を
要
求
し
て
起
こ
っ
た
闘
争
で
あ

っ
て
、
国
家
形
態
の
変
革
を
め
ざ
す
民
権
運
動
と
は
別
の
も
の
と
す

る
。
そ
し
て
そ
れ
が
な
ぜ
松
方
デ
フ
レ
期
に
集
中
的
に
起
二
る
の
か

と
い
う
問
題
を
さ
ぐ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
、
本
書
で
の
検
討
の
枠
組

み
を
提
示
す
る
。

　
さ
ら
に
、
困
民
党
と
土
地
革
命
に
関
す
る
研
究
史
に
つ
い
て
、
そ

れ
ら
が
理
解
の
根
拠
と
し
て
き
た
秩
父
事
件
は
、
負
債
農
民
騒
擾
一

般
と
は
異
な
る
固
右
性
を
も
っ
た
事
件
で
あ
る
こ
と
、
秩
父
事
件
を

含
め
た
困
民
党
に
参
加
し
た
民
衆
の
基
本
的
理
念
は
「
世
直
し
」
意

識
で
あ
っ
た
二
と
、
明
治
政
府
の
近
代
的
土
地
所
有
権
の
法
認
過
程

に
つ
い
て
の
評
価
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
批
判
し
、
困

民
党
に
集
っ
た
松
方
デ
フ
レ
期
の
農
民
た
ち
は
、
「
生
産
の
自
由
」

「
営
業
の
自
由
」
な
ど
近
代
的
な
原
理
が
支
配
的
に
な
ろ
う
と
す
る

時
期
に
、
旧
来
の
慣
行
の
立
場
か
ら
自
分
た
ち
の
生
活
を
守
ろ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
第
二
章
で
は
、
負
債
農
民
騒
擾
の
概
略
に
つ
い
て
述
ぺ
る
。
ま
ず
、

さ
ま
ざ
ま
な
内
容
か
ら
な
る
松
方
デ
フ
レ
期
の
貧
民
た
ち
の
運
動
の

な
か
で
、
た
ん
な
る
救
助
米
要
求
や
、
買
い
占
め
商
人
へ
の
襲
撃
未

遂
事
件
・
質
地
訴
訟
な
ど
は
負
債
農
民
騒
動
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
全
国
的
な
規
模
で
、
負
債
農
民
騒
擾
が
博
捜
さ
れ
る
。
北
は

宮
城
県
の
二
件
の
騒
擾
か
ら
南
は
鹿
児
島
県
伊
佐
郡
の
債
主
へ
の
攻

一
撃
の
企
て
ま
で
、
六
四
件
の
騒
擾
事
件
が
個
別
的
に
検
討
さ
れ
、
紹
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介
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
章
で
は
そ
れ
ら
の
騒
擾
の
要
求
内
容
と
客
観
的
条
件
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
、
要
求
内
容
が
整
理
さ
れ
、
借
金
の
据
置
と

永
年
賦
返
済
と
が
基
本
要
求
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
つ

い
で
、
こ
の
よ
う
な
要
求
の
背
景
と
し
て
の
、
松
方
デ
フ
レ
が
検
討

さ
れ
る
。
重
い
税
負
担
の
も
と
で
の
農
民
た
ち
の
生
活
困
窮
化
が
進

行
し
、
地
租
滞
納
に
よ
る
公
売
処
分
に
よ
っ
て
、
農
民
層
分
解
が
一

挙
に
早
め
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
貧
窮
農
民
の
負
債
と
と
も

に
、
特
に
東
山
養
蚕
地
帯
で
の
豪
農
・
上
層
農
民
た
ち
の
生
産
資
金

借
り
入
れ
が
負
債
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
間
題
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
負
債
農
民
騒
擾
で
は
、
貧
窮
化
に
よ
る
負
。

債
よ
り
は
資
金
借
り
入
れ
に
よ
る
負
債
を
理
由
と
す
る
も
の
が
多
い

　
、
　
　
　
　
o

と
L
う

　
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ま
で
の
困
民
党
研
究
が
自
由
民
権
運
動
と
の

関
連
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
研
究
動
向
を
批
判
し
、
そ
れ
を

自
律
的
な
民
衆
運
動
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
薯
老
年
来
の
主
張

を
述
べ
、
こ
れ
を
近
世
の
民
衆
運
動
の
系
譜
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す

る
研
究
動
向
に
賛
意
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
騒
擾
に
お
け
る
共

同
体
的
な
道
義
に
基
づ
く
不
正
観
念
を
重
視
し
、
そ
こ
か
ら
騒
擾
全

体
を
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
動
向
で
あ
る
が
、
薯
考
は
さ
ら
に
そ

の
基
礎
に
民
衆
の
伝
統
的
な
土
地
意
識
が
あ
り
、
そ
れ
が
負
債
農
民

騒
動
の
主
体
的
契
機
の
基
本
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
幕
末
期
の
世

直
し
騒
動
と
負
債
良
民
騒
擾
と
の
関
連
・
比
較
を
検
討
し
、
開
港
と

松
方
デ
フ
レ
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
基
礎
的
条
件
の
違
い
と
と
も

に
、
騒
擾
が
近
代
的
土
地
所
有
権
の
法
的
整
備
の
過
程
に
お
け
る
問

題
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
こ
で
は
、
近
代
的
私
的
土
地
所
右

の
展
開
と
、
質
地
請
戻
や
質
流
地
な
ど
に
関
す
る
伝
統
的
土
地
憤
行

お
よ
ぴ
、
そ
れ
に
基
底
づ
け
ら
れ
た
農
民
た
ち
の
土
地
に
た
い
す
る

強
い
所
有
意
識
と
の
矛
眉
の
問
題
と
し
て
、
騒
擾
が
と
ら
え
な
お
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
農
民
た
ち
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た

負
債
農
民
騒
擾
は
借
金
そ
の
も
の
よ
り
も
借
金
に
よ
る
土
地
の
喪
失

と
い
う
小
農
民
経
営
の
危
機
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
第
四
章
で
は
旧
来
の
土
地
貸
借
慣
行
を
概
観
す
る
た
め
に
、
近
世

の
土
地
制
度
と
土
地
慣
行
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
中
世
か
ら
の

土
地
制
度
に
関
す
る
法
制
史
的
研
究
史
が
紹
介
さ
れ
、
最
近
の
若
干

の
個
別
研
究
で
補
い
な
が
ら
、
金
子
有
合
次
第
請
戻
が
一
般
的
な
民

衆
的
な
土
地
憤
行
で
あ
る
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
明
治
の
初
め

永
代
売
買
の
解
禁
か
ら
は
じ
ま
っ
た
土
地
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
、

一
八
七
三
年
の
地
所
質
入
書
入
規
則
が
土
地
政
策
の
転
換
で
あ
る
と

す
る
薯
老
は
、
と
く
に
こ
の
規
則
の
流
地
公
売
規
定
が
こ
れ
ま
で
の

年
期
後
請
戻
憤
行
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
近
代
的
私
有

権
の
法
体
系
の
整
備
が
旧
来
の
土
地
と
金
融
の
憤
行
を
打
ち
壊
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
た
民
衆
の
生
活
と
村
落
共
同
体
の
あ
り

方
を
お
お
き
く
変
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
結
論
づ
け
る
。

　
第
五
章
は
農
民
が
直
面
し
て
い
た
土
地
法
制
の
変
化
を
、
1
で
は

質
地
竈
尿
し
訴
訟
と
地
券
名
請
の
あ
り
方
、
2
で
は
身
代
限
り
処
分
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を
通
し
て
検
討
し
、
松
方
デ
フ
レ
期
の
土
地
問
題
と
負
債
農
民
騒
擾

と
の
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

　
ー
で
は
、
政
府
が
公
的
に
は
否
定
し
て
い
た
金
子
有
合
次
第
質
地

請
戻
し
慣
行
が
依
然
と
し
て
行
わ
れ
、
請
戻
し
を
認
め
る
判
決
も
出

て
い
た
こ
と
、
し
か
し
一
八
八
四
年
前
後
を
画
期
に
裁
判
で
は
請
戻

し
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
審
院

判
例
の
質
地
請
戻
し
訴
訟
は
関
東
と
そ
の
周
辺
部
に
多
く
、
こ
の
地

域
で
質
地
請
戻
し
慣
行
と
政
府
の
近
代
的
土
地
法
が
激
し
く
せ
め
ぎ

あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
質
地
請
戻
し
訴
訟
の
背
景
と
も
な
っ
た
地

券
の
名
請
人
を
質
取
主
と
す
る
例
は
関
東
地
方
に
多
く
、
中
に
は

「
一
村
協
議
」
の
上
で
質
取
主
を
名
請
人
と
し
た
例
も
あ
り
、
借
金
を

返
済
す
れ
ぱ
い
つ
で
も
土
地
を
請
戻
せ
る
慣
行
が
当
時
の
農
村
社
会

に
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
質
取
主
を
名
請
人
と
し
た
質
地
請
戻
し

訴
訟
の
大
審
院
判
決
で
も
一
八
八
四
年
前
後
を
境
に
質
取
主
優
位
が

碓
立
す
る
と
す
る
。

　
以
上
か
ら
、
負
債
農
民
騒
擾
で
の
借
金
延
納
要
求
の
背
後
に
は
デ

フ
レ
に
よ
る
借
金
問
題
の
深
刻
化
だ
け
で
な
く
、
慣
行
に
立
脚
す
る

農
民
の
土
地
所
持
意
識
に
対
す
る
一
八
八
四
年
頃
を
画
期
と
し
た
近

代
的
土
地
所
有
権
の
優
位
の
確
定
が
あ
っ
た
と
す
る
。

　
2
で
は
、
デ
フ
レ
の
進
行
に
と
も
な
う
身
代
限
り
処
分
の
急
増
と

平
均
債
務
額
の
少
額
化
、
農
村
で
の
被
処
分
老
の
増
大
か
ら
、
負
債

農
民
騒
擾
の
多
発
と
身
代
限
り
処
分
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
最
後
に
薯
考
は
、
負
債
農
民
騒
擾
の
本
質
は
近
代
的
土
地
所
有
制

成
立
期
の
小
農
民
の
土
地
問
題
で
あ
っ
て
、
単
な
る
借
金
問
題
で
は

な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
第
六
章
は
、
ー
で
騒
擾
に
結
ぴ
つ
く
負
債
民
と
債
主
と
の
関
係
の

変
化
を
検
討
し
、
2
で
は
騒
擾
の
組
織
と
行
動
か
ら
そ
の
歴
史
的
位

置
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
1
で
は
、
負
債
問
題
の
展
開
の
仕
方
は
、
①
債
主
が
同
一
村
に
居

住
し
て
い
た
り
従
来
の
貸
借
憤
行
が
存
続
し
て
い
る
場
合
と
②
債
主

が
村
内
に
い
な
い
場
合
や
私
立
銀
行
・
銀
行
類
似
会
杜
な
ど
の
近
代

的
会
杜
組
織
の
場
合
と
で
は
異
な
る
と
し
、
①
の
例
と
し
て
北
相
模

地
方
の
貸
借
清
算
や
講
戻
し
慣
行
の
存
在
、
流
地
に
よ
る
債
務
解
消

や
流
地
後
の
質
地
を
直
小
作
に
出
す
慣
行
の
存
在
な
ど
を
指
摘
す
る
。

ま
た
②
の
例
と
し
て
群
馬
県
の
生
産
会
杜
を
取
上
げ
、
近
代
的
会
杜

組
織
は
「
民
衆
的
世
界
の
論
理
」
と
鋭
く
対
立
す
る
可
能
性
が
よ
り

多
か
っ
た
と
す
る
。

　
2
で
は
、
負
債
農
民
騒
擾
は
自
然
発
生
的
性
格
が
強
い
が
、
そ
の

組
織
化
と
結
集
方
法
の
特
徴
は
、
①
農
民
に
対
し
参
加
強
制
が
行
わ

れ
る
、
②
集
合
の
合
図
に
竹
法
螺
や
轄
火
が
用
い
ら
れ
傘
連
判
の
回

状
が
出
さ
れ
る
、
③
稀
に
は
組
織
の
継
続
性
を
確
保
す
る
た
め
に
会

費
を
徴
収
す
る
、
の
三
点
に
あ
り
、
こ
の
う
ち
③
の
み
が
近
世
的
限

界
を
超
え
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は
近
世
の
一
撰
の
枠
内
に
あ
っ
た

　
、
　
　
　
o

と
し
う

　
ま
た
騒
擾
の
行
動
形
態
の
強
談
や
押
し
出
し
、
蓑
笠
に
鍬
．
鋤
な

ど
の
い
で
た
ち
、
武
器
携
行
・
人
身
殺
傷
の
禁
止
な
ど
は
百
姓
一
撰
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や
世
直
し
一
撰
と
同
様
で
あ
り
、
行
動
上
の
相
違
点
は
物
理
的
な
攻

撃
が
ほ
と
ん
ど
で
な
か
つ
た
点
に
あ
る
と
す
る
。
著
者
は
そ
の
理
由

を
①
法
令
や
政
府
の
攻
撃
・
弾
圧
で
民
衆
が
行
動
を
自
己
規
制
し
た

こ
と
、
②
村
落
共
同
体
の
存
続
を
重
視
す
る
上
層
農
民
の
意
向
が
反

映
し
た
こ
と
に
求
め
、
結
論
と
し
て
、
騒
擾
は
行
動
様
式
で
は
世
直

し
一
撰
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
敵
対
者
へ
の
攻
撃
と
い
う

点
で
は
国
家
秩
序
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
た
と
す
る
。

　
第
七
章
の
ユ
で
は
、
秩
父
事
件
を
他
の
負
贋
農
民
騒
擾
と
区
別
す

る
特
徴
と
し
て
①
負
債
延
期
運
動
が
失
敗
し
た
こ
と
、
②
国
家
権
力

に
対
す
る
武
装
蜂
起
に
ま
で
発
展
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
参

加
老
が
蜂
起
を
「
板
垣
公
」
・
「
自
由
党
」
の
「
世
直
し
」
と
観
念
し

て
い
た
点
に
事
件
の
時
代
的
特
徴
が
あ
り
、
支
配
権
力
と
は
別
の
権

力
が
正
当
性
の
根
拠
で
あ
っ
た
こ
と
が
国
家
権
力
と
の
武
力
対
決
を

可
能
に
し
た
と
し
、
そ
の
思
想
史
的
意
義
を
、
①
政
府
と
は
別
の
権

力
に
自
ら
を
托
し
て
支
配
権
力
を
相
対
化
し
た
点
で
世
直
し
一
撰
と

一
線
を
画
す
が
、
②
そ
の
権
力
は
な
お
幻
想
的
権
威
で
あ
り
、
民
衆

の
権
力
構
想
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
点
に
近
代
の
民
衆
運
動
と
の

質
的
差
異
が
あ
る
、
の
2
点
に
あ
る
と
し
、
特
に
②
は
自
由
民
権
運

動
と
の
質
的
違
い
で
あ
る
と
し
て
秩
父
事
件
を
民
権
運
動
の
延
長
線

上
に
位
置
づ
け
る
通
説
を
退
け
、
秩
父
事
件
の
民
衆
闘
争
史
上
に
お

け
る
画
期
性
は
、
民
衆
が
独
自
の
観
念
世
界
の
中
か
ら
支
配
権
力
を

相
対
化
し
民
衆
反
乱
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
点
に
あ
る
と
結
論
す
る
。

　
2
で
は
ま
ず
、
民
衆
蜂
起
が
秩
父
地
方
で
起
き
た
理
由
を
検
討
し
、

秩
父
地
方
の
民
衆
が
自
由
党
や
板
垣
を
権
威
の
拠
り
所
と
し
た
の
は

彼
ら
が
そ
の
実
像
を
知
ら
な
か
つ
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
同
時
に

蜂
起
の
指
導
者
た
ち
の
中
に
は
自
由
党
の
現
実
や
西
欧
近
代
政
治
思

想
に
通
ず
る
老
も
お
り
、
参
加
老
の
思
想
・
意
識
の
あ
り
方
は
多
様

で
あ
っ
て
、
参
加
考
す
べ
て
が
自
由
党
急
進
派
の
思
想
を
受
容
し
た

と
考
え
る
通
説
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。

　
ま
た
秩
父
事
件
の
自
由
民
権
的
な
要
素
を
思
想
的
側
面
、
組
織
上

の
特
徴
、
運
動
の
論
理
に
分
け
て
検
討
し
、
思
想
的
に
は
「
要
求
四

ケ
条
」
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
・
教
育
観
・
徴
兵
制
へ
の
態
度
の
い
ず
れ

も
自
由
党
と
異
な
り
、
組
織
上
の
特
徴
も
「
総
理
」
以
下
の
役
割
表

や
「
軍
律
五
ケ
条
」
が
必
ず
し
も
機
能
せ
ず
動
員
方
法
も
参
加
強
制

で
あ
っ
て
自
覚
的
誓
約
集
団
的
組
織
の
自
由
党
と
は
異
な
る
原
理
に

基
づ
き
、
運
動
の
論
理
も
、
民
権
運
動
の
そ
れ
が
持
続
性
で
あ
る
の

に
対
し
、
秩
父
事
件
は
非
日
常
性
で
あ
る
と
し
、
秩
父
事
件
と
民
権

運
動
の
異
質
性
を
強
調
す
る
。
ま
た
加
波
山
事
件
と
は
、
地
域
全
体

を
蜂
起
に
参
加
さ
せ
よ
う
と
し
た
点
で
異
な
る
と
い
う
。

　
以
上
か
ら
薯
老
は
、
秩
父
事
件
や
負
債
農
民
騒
擾
は
「
近
代
が
押

し
つ
ぷ
そ
う
と
し
た
民
衆
的
世
界
に
根
拠
を
置
」
く
も
の
で
、
そ
の

後
の
政
治
運
動
と
は
思
想
的
に
も
組
織
的
に
も
異
質
で
あ
る
と
結
論

す
る
。

　
第
八
章
で
は
前
章
の
見
解
が
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
。

　
1
で
は
自
由
民
権
期
の
激
化
諸
事
件
や
負
債
農
民
騒
擾
が
初
期
社

会
主
義
．
小
作
争
議
に
継
承
さ
れ
る
と
す
る
見
解
に
対
す
る
反
論
が
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行
わ
れ
る
。
激
化
諸
事
件
と
の
関
係
で
は
、
激
化
諸
事
件
の
内
容
は

多
様
で
一
括
で
き
る
性
格
で
な
い
こ
と
、
蜂
起
と
い
う
形
態
は
継
承

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
継
承
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す

る
。
次
に
負
債
農
民
騒
擾
と
小
作
争
議
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
、

初
期
小
作
争
議
は
組
織
や
戦
術
で
共
通
す
る
が
運
動
の
理
念
は
共
通

せ
ず
一
本
格
的
小
作
争
議
は
小
農
民
経
営
の
回
復
と
い
う
理
念
は
共

通
す
る
が
組
織
・
戦
術
面
で
は
異
な
り
、
ど
ち
ら
も
闘
い
の
論
理
の

継
承
と
は
い
え
な
い
と
し
た
上
で
、
負
債
農
民
騒
擾
の
継
承
に
つ
い

て
一
よ
り
多
面
的
な
見
方
を
す
べ
き
で
あ
る
と
提
起
す
る
。

　
2
で
は
報
徳
社
－
信
用
組
合
－
産
業
組
合
と
い
う
系
譜
と
農
村
の

都
市
か
ら
の
自
立
に
よ
る
革
命
と
い
う
二
つ
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
。

　
前
者
の
系
譜
に
つ
い
て
、
二
れ
を
行
政
側
か
ら
の
不
況
対
策
と
し

て
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
騒
擾
と
は
逆
の
対
応
に
よ
っ
て
農
村
の
回

復
を
め
ざ
す
農
村
側
か
ら
の
動
き
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

を
具
体
例
に
即
し
て
論
じ
た
上
で
、
報
徳
杜
・
信
用
組
合
．
産
業
組

合
の
よ
う
な
対
応
は
地
域
的
に
も
実
態
的
に
も
、
小
作
争
議
よ
り
は

る
か
に
現
実
的
な
農
民
的
対
応
で
あ
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
賀
川
豊

彦
の
協
同
組
合
論
を
産
業
組
合
運
動
を
農
民
自
身
で
改
革
し
よ
う
と

し
た
も
の
と
評
価
し
、
こ
二
に
「
近
代
成
立
期
の
農
民
た
ち
の
抱
い

た
資
本
主
義
的
原
理
へ
の
違
和
感
が
、
農
民
の
も
つ
共
同
性
を
基
軸

と
し
て
結
実
し
て
い
っ
た
」
と
す
る
。

　
後
老
の
事
例
と
し
て
宮
崎
晃
の
「
農
民
に
訴
う
」
を
と
り
あ
げ
、
一

人
間
性
を
退
廃
・
喪
失
さ
せ
る
資
本
主
義
体
制
を
農
村
の
都
布
か
ら

の
自
立
に
よ
っ
て
崩
壊
さ
せ
て
農
民
の
共
同
性
を
回
復
し
よ
う
と
す

る
考
え
方
を
紹
介
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
や
動
き
が
不
況
や
恐
慌

が
農
村
を
襲
う
た
ぴ
に
現
れ
る
と
い
う
。

　
以
上
を
ふ
ま
え
薯
老
は
、
不
況
・
恐
慌
期
の
農
民
の
運
動
の
基
本

は
農
民
経
営
と
村
共
同
体
の
解
体
を
防
、
二
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
し
一
負
債
農
民
騒
擾
や
困
民
党
の
運
動
は
「
資
本
主
義
の
市
場
原

理
が
優
勢
に
な
り
つ
つ
あ
る
時
に
、
そ
の
非
人
間
性
を
告
発
し
、
人

間
性
の
回
復
を
訴
え
た
運
動
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
種
の
運
動
の
最

も
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
終
章
で
は
、
本
論
文
の
基
本
的
論
点
に
ふ
れ
な
が
ら
、
困
民
党
．

負
債
農
民
騒
擾
の
今
後
の
研
究
深
化
に
と
つ
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る

観
点
が
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
負
債
農
民
騒
擾
は

目
的
・
主
体
・
組
織
な
ど
に
お
い
て
自
律
性
を
も
っ
た
独
自
の
民
衆

運
動
で
あ
っ
て
、
国
家
形
態
の
変
革
を
め
ざ
す
政
治
運
動
で
あ
る
自

由
民
権
運
動
と
は
区
別
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
負
債

農
民
騒
擾
と
お
な
じ
時
期
に
お
こ
っ
た
自
由
民
権
運
動
に
た
い
し
て

は
、
自
律
的
な
種
々
の
民
衆
運
動
－
地
租
・
公
課
の
軽
減
や
小
学

校
の
休
廃
校
を
求
め
る
運
動
、
秣
場
・
入
会
地
を
め
ぐ
る
騒
動
、
徴

兵
忌
避
、
民
衆
宗
教
な
ど
－
に
つ
い
て
の
研
究
を
深
め
る
必
要
が

あ
る
こ
と
。
第
三
に
負
債
農
民
騒
擾
を
、
負
債
間
題
、
と
り
わ
け
土

地
問
題
と
の
関
連
で
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
そ
の
後
の
歴
史
的
展
開
と

の
か
か
わ
り
で
と
ら
え
て
い
く
べ
き
こ
と
。
最
後
に
、
困
民
党
研
究

に
つ
い
て
は
主
観
的
な
願
望
が
前
面
に
出
過
ぎ
て
独
善
的
な
見
解
に
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陥
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
が
重
ね
て
指
摘
さ
れ
、

を
強
調
し
て
、
本
書
の
結
び
と
し
て
い
る
。

本
論
文
の
成
果
と
問
題
点

実
証
研
究
の
重
要
性

　
本
論
文
は
、
負
債
農
民
騒
擾
を
主
題
と
し
た
最
初
の
ま
と
ま
っ
た

学
術
的
薯
作
で
あ
る
。
そ
の
成
果
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
整
理
で
き
よ

、
つ
o

①
負
債
農
民
騒
擾
を
全
体
と
し
て
整
理
・
展
望
し
て
そ
の
特
徴
を

と
ら
え
た
こ
と
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
多
く
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て

の
作
業
で
あ
る
が
、
著
老
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
こ
ら
し
て
、
負

債
農
民
騒
擾
を
六
〇
余
件
に
整
理
し
て
そ
の
特
徴
を
総
括
し
、
こ
れ

ま
で
の
秩
父
事
件
や
群
馬
事
件
の
事
例
だ
け
か
ら
形
作
ら
れ
や
す
か

っ
た
負
債
農
民
騒
擾
の
歴
史
像
に
つ
い
て
再
構
成
す
る
道
を
切
り
ひ

ら
い
た
も
の
と
い
え
る
。

②
負
債
農
民
騒
擾
を
自
由
民
権
運
動
と
の
か
か
わ
り
、
影
響
か
ら

と
ら
え
る
、
現
在
で
も
有
カ
な
見
解
を
批
判
し
、
そ
れ
が
民
権
運
動

と
は
異
質
の
独
自
の
民
衆
運
動
で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
た
こ
と
。
こ

の
点
は
、
負
債
農
民
騒
擾
に
一
般
的
な
要
求
、
組
織
や
行
動
様
式
、

お
よ
ぴ
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
農
民
の
杜
会
的
意
識
や
価
値
観
に
即
し

て
、
明
確
な
輸
郭
を
も
っ
て
明
ら
か
に
ざ
れ
た
と
い
え
る
。

③
②
の
問
題
を
と
り
わ
け
、
明
治
政
府
の
推
進
す
る
近
代
化
政
策

の
も
と
で
の
近
代
的
所
有
（
私
有
）
制
の
発
展
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て

抑
圧
さ
れ
る
農
民
の
伝
統
的
土
地
所
持
観
念
と
の
対
抗
と
い
う
視
点

か
ら
詳
細
に
分
析
し
た
こ
と
。
こ
の
点
は
、
近
世
法
制
史
や
土
地
制

度
史
、
農
民
の
伝
統
的
土
地
所
持
観
念
に
た
い
す
る
近
代
的
法
体
系

と
裁
判
．
警
察
制
度
の
破
壊
的
役
割
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
続

す
る
地
域
杜
会
の
慣
行
な
ど
か
ら
具
体
的
多
元
的
に
論
ず
る
努
力
が

な
さ
れ
て
お
り
、
本
論
文
の
も
つ
犬
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

④
秩
父
事
件
を
、
負
債
農
民
騒
擾
の
系
譜
に
属
し
な
が
ら
、
し
か

し
、
農
民
側
か
ら
の
独
特
の
幻
想
と
し
て
の
自
由
党
像
と
結
ぴ
つ
い

た
世
直
し
観
念
と
、
そ
れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
は
げ
し
い
実
力
行
使

と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
て
、
そ
の
歴
史
的
位
置
を
明
ら
か
に
し
た

こ
と
。
こ
れ
は
、
秩
父
事
件
を
民
権
運
動
・
民
権
思
想
の
受
容
と
そ

の
急
進
化
と
し
て
と
ら
え
て
き
た
通
説
に
た
い
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー

ぜ
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
成
果
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
論
文
の

も
つ
問
題
点
と
し
て
、
以
下
の
点
は
指
摘
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
考

え
る
。

①
研
究
史
の
整
理
が
二
考
択
一
的
に
単
純
化
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、

民
権
運
動
と
負
債
農
民
騒
擾
の
関
係
や
負
債
農
民
騒
優
を
独
自
の
民

衆
運
動
と
し
て
論
じ
た
先
行
研
究
の
成
果
が
、
必
ず
し
も
適
切
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
点
の
多
く
に
つ
い

て
は
、
補
充
論
文
「
日
本
近
代
杜
会
成
立
期
の
民
衆
運
動
研
究
の
方

法
」
で
は
、
お
お
い
に
改
善
さ
れ
て
、
薯
老
の
観
点
か
ら
の
ほ
ぼ
適

切
な
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

②
薯
老
の
見
解
が
正
し
い
と
す
れ
ぱ
、
そ
の
も
っ
と
も
強
調
す
る
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農
民
の
伝
統
的
土
地
所
持
観
念
が
、
負
債
農
民
騒
擾
そ
の
も
の
の
な

か
で
、
運
動
史
に
即
し
て
よ
り
具
体
的
に
検
証
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
。
負
債
農
民
騒
擾
が
頻
発
し
た
一
八
八
三
－
八
四
年
に

土
地
所
有
観
念
に
つ
い
て
の
大
き
な
転
換
と
相
克
が
あ
っ
た
こ
と
は

理
解
で
き
る
し
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
歴
史
的
背
景
の
説
明
も
な
さ

れ
て
は
い
る
が
、
負
債
農
民
騒
擾
そ
の
も
の
の
運
動
史
論
的
分
析
に

は
な
お
不
十
分
さ
が
残
り
、
お
そ
ら
く
そ
の
結
果
と
し
て
、
薯
老
の

い
う
農
民
の
伝
統
的
土
地
所
持
観
念
が
負
債
農
民
騒
擾
の
な
か
で
果

た
す
役
割
に
つ
い
て
の
分
析
も
、
運
動
に
即
し
た
形
で
は
十
分
に
達

成
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

③
負
債
農
民
騒
擾
・
秩
父
事
件
の
歴
史
的
継
承
関
係
を
、
一
九
二

〇
年
代
・
三
〇
年
代
の
産
業
組
合
運
動
・
報
徳
杜
運
動
．
農
山
漁
村

経
済
更
生
運
動
な
ど
に
求
め
る
の
は
、
土
地
私
有
制
の
制
限
．
共
同

的
原
理
の
強
調
と
い
う
点
か
ら
は
理
解
で
き
る
見
解
で
あ
る
と
し
て

も
、
運
動
史
論
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
適
切
で
は
な
い
こ
と
。
負
債

農
民
騒
擾
と
秩
父
事
件
は
、
近
代
的
私
有
権
の
絶
対
化
へ
の
批
判
と

対
抗
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
非
合
法
の
大
衆
的
実
力
行
使
1
1
騒

擾
H
圧
力
と
し
て
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で

は
、
著
老
は
、
近
代
的
私
有
権
・
私
有
制
批
判
と
い
う
一
般
論
に
行

論
の
焦
点
を
転
置
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

結
論

　
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
し
う
る
と
し
て
も
、
本
論
文
が
、
負

債
農
民
騒
擾
の
歴
史
的
独
自
性
を
ひ
ろ
い
視
野
か
ら
論
じ
て
位
置
づ

け
た
画
期
的
労
作
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
よ
っ
て
、
審
査
員
一

同
は
、
本
論
文
が
一
橋
大
学
博
士
（
杜
会
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
判
断
し
た
。

　
　
平
成
四
年
十
月
十
四
日
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