
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
間
題

　
　
　
i
「
近
代
」
社
会
再
検
討
の
た
め
の
作
業
過
程
の
一
環
と
し
て
ー

、

米
　
川
　
伸

一

　
は
じ
め
に

第
一
章
若
干
の
間
題
の
所
在

第
二
章
借
地
契
約
期
間
の
推
移
ー
そ
の
歴
史
的
変
遷
－

第
三
章
　
借
地
経
営
資
本
の
実
態
と
そ
の
補
償
1
そ
の
歴
史
的
変
遷
－

　
第
三
章
ま
で
の
ま
と
め

は
じ
め
に

．
の
ち
に
「
大
塚
史
学
」
の
名
を
も
っ
て
わ
が
国
の
経
済
史
研
究
に
エ
ポ
ッ
ク
を
画
し
た
ば
か
り
で
な
く
戦
後
の
社
会
科
学
の
全
分
野
に

大
き
な
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
大
塚
久
雄
教
授
の
問
題
作
「
欧
州
経
済
史
序
説
」
が
世
に
間
わ
れ
た
時
、
教
授
の
現
実
的
課

題
は
、
封
建
遺
制
の
拘
束
の
中
に
あ
っ
て
、
体
制
と
し
て
の
資
本
主
義
の
成
立
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
万
人
周
知
の
事
実
と
い
え

　
　
　
　
　
そ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
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一
四
四

よ
・
つ
。

　
そ
れ
か
ら
、
わ
が
国
の
社
会
が
過
去
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
経
済
的
基
盤
と
価
値
体
系
の
激
変
を
伴
な
い
つ
つ
、
は
や
一
世
代
に
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

い
歳
月
が
経
過
し
た
。
そ
し
て
去
秋
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
こ
の
（
封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
）
移
行
の
最
終
段
階
を
検
証
す
る
こ
と
」

（
傍
点
編
者
）
を
目
的
と
し
た
高
橋
幸
八
郎
編
「
産
業
革
命
の
研
究
」
と
題
し
た
成
果
を
手
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
最
初
に
誤
解
の
な

い
よ
う
に
付
言
し
て
お
け
ば
、
本
書
を
執
筆
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
を
支
え
る
関
心
は
、
一
読
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
将
に
多
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

で
あ
る
。
た
だ
、
本
書
を
貫
ぬ
く
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
が
若
し
編
者
の
書
か
れ
た
よ
う
に
「
移
行
の
最
終
段
階
」
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
そ

れ
は
、
言
っ
て
み
れ
ぱ
ひ
み
い
ぐ
か
の
書
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
発
生
史
的
に
問
題
を
探
り
出
し
1
言
う
ま
で
も
な
く
、
．
｝
れ
に

は
現
代
的
視
角
が
不
可
欠
で
あ
る
ー
新
し
い
問
題
を
提
起
す
る
書
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
本
書
中
に
収
録
さ
れ
た
椎
名
重
明
教
授
稿
「
イ
ギ
リ
ス
農
業
革
命
と
借
地
権
の
近
代
化
」
が
、

最
も
編
者
の
既
述
の
意
図
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
は
、
単
に
著
者
の
個
人
的
姿
勢
ば
か
り
で
な
く
、
著
者
の
課
題
そ
の
も
の
が
大
塚
史
学
の

要
た
る
「
農
民
層
分
解
」
と
直
接
関
連
し
、
し
か
も
そ
の
対
象
が
資
本
主
義
農
業
の
史
的
純
粋
型
と
い
わ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
農
業
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

最
も
前
述
の
視
角
か
ら
は
処
理
し
易
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
椎
名
教
授
の
論
稿
は
、
将
に
「
．
）
の
移
行
の
最
終
段
階
の
検
証
」
で

あ
っ
て
、
移
行
に
と
も
な
う
諸
問
題
は
、
こ
の
時
点
に
至
る
と
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
と
解
消
し
、
結
果
に
お
い
て
．
｝
れ
こ
そ
産
業
革
命
の

「
楽
観
的
見
解
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
教
授
の
論
稿
は
、
筆
者
に
と
り
常
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
個
汝
の
指

摘
に
関
し
て
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
多
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
こ
の
時
代
の
原
史
料
に
通
じ
な
い
読
者
に
対
し
て
は
、
そ

の
豊
富
奎
例
蓬
し
て
強
い
説
舅
竃
・
て
迫
・
て
来
る
で
あ
ろ
う
・
し
か
し
、
欝
霧
郵
熱
霧
鼻
蒜
億
謬
か



ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
も
　
し
　
ヤ
　
　
　
ぢ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
レ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ぢ
　
し
　
ヤ
　
ぢ
　
ヤ
　
ヤ
　
な
　
ト
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
し
　
し
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
し
　
し
　
ヤ
　
し
　
も
　
な
　
し
　
ぢ
　
ヤ
　
し
　
も
　
ヤ

も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
に
反
す
る
史
料
を
全
く
無
視
す
れ
ぱ
、
事
実
と
全
く
異
な
っ
た
歴
史
像
が
出
来
上
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
椎
名
教
授
と
見
解
を
異
に
す
る
筆
者
と
の
間
に
は
、
恐
ら
く
イ
ギ
リ
ス
社
会
（
”
「
近
代
」
社
会
）
に
対
す
る
全
く
相
違
し
た
ヴ
ィ
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

日
ン
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
資
本
主
義
成
立
史
の
視
角
を
貫
ぬ
か
れ
る
教
授
に
と
っ
て
は
、
「
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
」
の
間
題
は
「
改
良

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
帰
属
を
め
ぐ
る
問
題
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
捕
え
方
は
問
題
の
倭
少
化
と
い
う
他
は
な
い
。

「
改
良
の
帰
属
を
め
ぐ
る
問
題
」
は
出
発
点
で
あ
り
、
こ
れ
を
手
懸
り
に
イ
ギ
リ
ス
農
業
（
且
資
本
主
義
農
業
）
、
ひ
い
て
は
現
代
イ
ギ

リ
ス
社
会
の
本
質
を
え
ぐ
り
出
す
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
未
来
の
課
題
で
あ
る
と
、
私
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
教
授
の
地
点
で
立
ち

止
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
そ
れ
は
経
済
理
論
の
ド
グ
マ
化
に
役
立
つ
と
し
て
も
、
恐
ら
く
教
授
の
目
指
し
て
お
ら
れ
る
、
将
来
の
わ
が
国
の

農
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
何
ら
か
の
示
唆
を
く
み
と
る
こ
と
も
不
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
視
角
の
差
異
は
、
学
問
の
揚
に
お
い
て
強
調
す
ぺ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
接
近
の
手
懸

り
を
与
え
る
が
、
史
料
へ
の
沈
潜
を
通
じ
て
検
証
さ
れ
練
り
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
史
実
の
揚
で
相
互
に
切
磋

琢
磨
し
あ
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
か
つ
て
筆
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
農
業
に
お
け
る
借
地
権
問
題
に
つ
い
て
二
つ
の
論
稿
を
書
い
た
。
私
の
関
心
は
、
大
き
く
設
定

す
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
あ
の
い
わ
ゆ
る
「
土
地
問
題
」
跨
①
ピ
き
α
O
諾
昌
自
解
明
の
中
に
、
イ
ギ
リ
ス
近
代
社
会
を
理
解
す
る
鍵

の
一
つ
が
あ
り
、
そ
れ
は
当
問
題
の
中
核
た
る
「
地
主
u
借
地
農
関
係
」
一
導
良
o
艮
－
器
壁
箕
8
一
暮
一
自
昌
首
就
中
、
借
地
権
間
題
の
本

質
暴
露
こ
そ
一
つ
の
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
仮
説

　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
提
起
し
て
お
い
た
。

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
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一
四
六

　
資
本
主
義
農
業
は
、
そ
の
本
質
上
借
地
農
に
よ
る
絶
え
ざ
る
投
下
資
本
の
素
材
的
変
化
を
伴
な
う
。
そ
れ
は
十
九
世
紀
以
降
、
農
業
目

体
の
（
素
材
的
）
構
造
転
換
を
伴
な
う
時
、
加
重
的
に
発
現
す
る
。
か
よ
う
な
資
本
主
義
農
業
そ
の
も
の
の
ダ
イ
ナ
、
、
、
ッ
ク
な
発
展
の
中

に
あ
っ
て
、
借
地
農
が
借
地
を
去
る
揚
合
、
彼
の
投
下
し
た
資
本
は
、
た
と
え
「
所
領
の
慣
行
」
が
存
在
し
よ
う
と
「
州
の
慣
習
」
が
確

立
し
て
い
よ
う
と
、
最
後
に
は
「
補
償
資
本
項
目
列
挙
方
式
」
の
国
会
制
定
法
が
通
過
し
よ
う
と
、
決
し
て
保
障
さ
れ
る
ア
〕
と
は
な
い
の

で
は
な
い
か
。
何
故
な
ら
、
現
実
に
こ
の
よ
う
な
慣
習
や
法
が
成
立
す
る
ま
で
は
、
一
定
の
時
期
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
進
取
的
な

農
業
資
本
家
、
あ
る
い
は
経
済
学
的
に
表
現
す
れ
ば
、
新
た
に
「
超
過
利
潤
」
（
マ
ル
ク
ス
）
「
企
業
者
利
潤
」
（
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
i
）
を
自

ら
の
カ
で
得
よ
う
と
す
る
農
業
資
本
家
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
は
資
本
の
保
障
は
究
極
的
に
解
決
出
来
な
い
、
と
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
産
業
資
本
主
義
時
代
を
含
む
工
業
化
の
初
期
の
時
期
に
お
い
て
弥
縫
し
て
き
た
の
が
、
借
地
農
の
地
主
へ
の
「
信
頼
」

8
託
置
窪
8
と
い
う
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
、
と
。
つ
ま
り
、
換
言
す
れ
ば
、
資
本
主
義
農
業
経
営
は
か
よ
う
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
基
礎
の
上
に
初
め
て
成
立
し
得
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
私
は
次
の
よ
う
に
付
言
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
．
一
れ
は
地
主
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

借
地
農
の
間
に
お
け
る
「
契
約
の
自
由
」
の
中
に
あ
っ
て
、
地
主
の
優
位
、
つ
ま
り
、
借
地
の
貸
手
市
揚
を
前
提
と
し
て
い
る
、
と
。

　
筆
者
は
「
仮
説
」
と
書
い
た
け
れ
ど
も
、
必
要
最
少
限
の
史
料
は
拙
稿
に
お
い
て
提
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
レ

は
そ
の
時
渉
猟
し
た
彪
大
な
史
料
の
ノ
ー
ト
が
手
元
に
あ
り
、
別
稿
に
お
い
て
経
営
の
実
態
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
を
脚
註
で
付
言
し
た
。

現
在
、
私
の
こ
の
問
題
を
含
め
て
「
土
地
間
題
」
に
関
す
る
理
解
は
当
時
よ
り
数
歩
前
進
し
て
お
り
、
私
は
先
に
進
む
に
急
で
．
）
の
付
言

の
約
束
を
果
た
し
得
な
か
っ
た
。
椎
名
教
授
の
労
作
を
読
む
機
会
を
得
て
、
私
は
今
ま
で
私
の
怠
惰
に
よ
り
整
理
さ
れ
ず
に
い
た
史
料
を

提
示
す
る
こ
と
も
必
ず
し
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。



　
教
授
の
論
稿
の
意
図
は
、
「
…
…
上
述
の
よ
う
に
産
業
革
命
の
一
環
と
し
て
の
農
業
革
命
を
契
機
と
す
る
、
イ
ギ
リ
ス
農
業
に
お
け
る

産
業
資
本
確
立
過
程
を
、
借
地
関
係
の
変
化
と
い
う
側
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
に
あ
り
、
私
の
主
張
も
本
稿
で
は
す
べ
て
こ
の
論

点
に
関
係
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
点
に
関
す
る
教
授
の
論
旨
の
展
開
は
、
端
的
に
言
っ
て
必
ず
し
も
明
解
で
は
な
い
。
だ
が
大
筋
は
次

の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
地
主
日
借
地
農
間
の
補
償
を
め
ぐ
る
問
題
は
「
改
良
の
帰
属
を
め
ぐ
る
問
題
」
で
あ
り
、
「
一
八
二
〇

年
代
か
ら
一
八
四
〇
年
代
の
終
り
に
か
け
て
…
…
借
地
農
の
投
下
し
た
『
資
本
の
補
償
』
（
ω
o
窪
ユ
q
9
8
甘
鼠
一
）
は
ほ
ぼ
全
国
的
に

　
　
（
8
）

成
立
し
た
」
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
論
理
と
実
証
の
展
開
か
ら
証
明
さ
れ
る
。

　
第
一
に
、
「
通
常
農
作
業
」
8
鍍
9
げ
塁
げ
程
α
蔓
を
営
な
む
借
地
農
が
借
地
を
去
る
揚
合
の
「
作
離
れ
料
」
と
、
「
改
良
的
農
業
」

8
a
o
＝
ヨ
鷲
o
奉
日
Φ
旨
を
営
な
む
借
地
農
が
借
地
を
去
る
揚
合
に
そ
れ
に
プ
ラ
ス
し
て
間
題
に
な
る
「
離
作
料
」
を
厳
密
に
区
別
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

借
地
権
の
近
代
化
を
論
ず
る
に
当
っ
て
は
、
就
中
、
後
者
が
重
要
で
あ
る
。
第
二
に
、
農
業
不
況
が
「
慢
性
化
」
し
始
め
る
一
八
二
四
年

ま
で
に
、
一
年
限
り
の
借
地
契
約
が
一
般
化
し
た
が
、
こ
の
時
期
に
は
「
作
離
れ
料
」
に
対
す
る
権
利
が
殆
ど
す
べ
て
の
州
で
確
立
し
て

（
皿
）

い
る
。
第
三
に
、
他
方
こ
の
時
期
に
は
「
土
地
に
残
さ
れ
た
改
良
」
の
補
償
は
例
外
的
な
州
に
の
み
観
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

実
に
こ
の
種
の
改
良
、
つ
ま
り
「
離
作
料
」
を
必
要
と
す
る
資
本
投
下
の
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

第
四
に
、
「
改
良
農
業
」
、
即
ち
、
資
本
の
継
起
的
投
下
を
必
要
と
す
る
農
業
に
と
っ
て
は
「
高
度
集
約
農
業
」
時
代
の
開
始
と
言
わ
れ
る

一
八
三
〇
ー
四
〇
年
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
相
応
じ
て
「
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
」
，
へ
”
「
離
作
料
」
）
補
償
慣
行
が
全
国
的
に
成
立

（
B
）

す
る
。
以
上
の
四
点
に
要
約
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）

　
史
実
ね
果
し
て
こ
の
主
張
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
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8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
八

（
1
）
　
高
橋
幸
八
郎
編
「
産
業
革
命
の
研
究
」
「
序
」
二
頁
。

（
2
）
　
椎
名
重
明
稿
「
イ
ギ
リ
ス
農
業
革
命
と
借
地
権
の
近
代
化
」

（
3
）
　
同
稿
三
五
一
頁
。

（
4
）
　
拙
稿
「
フ
ァ
ー
マ
ー
の
歴
史
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
（
『
一
橋
論
叢
』
五
一
巻
二
号
）
「
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
地
主
対
借
地
農
関
係
の
展

　
開
」
（
『
一
橋
論
叢
』
五
一
巻
五
号
）
。

（
5
）
　
拙
稿
、
『
一
橋
論
叢
』
五
一
巻
二
号
、
四
〇
ー
四
一
頁
。

（
6
）
　
同
稿
、
四
一
頁
。
な
お
拙
稿
執
筆
後
に
出
版
さ
れ
た
オ
ウ
イ
ン
“
ウ
ェ
イ
タ
ム
の
通
史
も
、
二
の
よ
う
に
鋭
く
問
題
を
提
起
し
て
は
い
な
い

　
が
、
ほ
ぽ
同
様
な
主
張
を
行
な
っ
て
い
る
。
9
蔑
・
○
コ
ニ
昌
禽
≦
ぎ
爵
騨
β
コ
凶
警
o
曙
o
出
ω
ユ
該
旨
卜
讐
ざ
巳
9
8
｝
一
〇
。
ま
I
G
一
♪
o
匿
9

　
（
一
8
轟
y

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

文
庫
」

た
い

同
頁
脚
註
（
2
）
。

前
掲
椎
名
稿
、
三
五
一
頁
。

同
稿
、
三
三
二
～
三
四
頁
。

同
稿
、
三
二
八
頁
。

同
稿
、
三
三
六
－
三
九
頁
。

同
稿
、
三
四
四
－
四
五
頁
。

本
稿
で
利
用
さ
れ
る
史
料
は
少
数
の
一
橋
大
学
「
メ
ン
ガ
ー
文
庫
」
の
な
か
の
も
の
の
他
、
そ
の
殆
ど
が
「
農
業
総
研
」
の
「
エ
イ
メ
リ
ー

　
の
も
の
で
あ
る
。
長
期
に
亘
り
同
文
庫
の
利
用
に
各
種
の
便
宜
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
資
料
部
の
方
々
に
こ
の
機
会
に
厚
く
お
礼
を
申
し

O



第
一
章

　
以
下
筆
者
は
椎
名
教
授
の
論
理
の
展
開
に
即
し
て
史
料
を
提
示
し
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。
し
か
し
そ
の
前
に
、
借
地
農
に
よ
る
投
下
資
本

の
補
償
問
題
が
如
何
に
複
雑
で
厄
介
な
問
題
で
あ
る
か
を
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
若
干
の
論
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
も
っ
て
読
者

に
提
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
論
点
に
つ
い
て
の
筆
者
の
回
答
は
、
行
論
の
途
上
で
随
時
提
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
点
。
借
地
権
問
題
を
若
し
第
一
義
的
に
は
資
本
の
保
障
問
題
と
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
補
償
、
つ
ま
り
借
地
を
去
る
借
地
農
に

対
す
る
資
本
の
保
障
の
み
を
考
察
の
対
象
と
し
て
事
足
れ
り
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
消
耗
し
て
い
な
い
価
値
」
信
冨
首
き
雲
＆
＜
毘
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

（
n
「
土
地
に
残
さ
れ
た
価
値
」
）
が
地
主
に
帰
属
す
る
点
は
借
地
農
が
同
一
借
地
に
と
ど
ま
る
揚
合
も
同
様
で
あ
る
。
「
若
し
借
地
期
間

が
切
れ
た
時
、
わ
れ
わ
れ
（
借
地
人
）
が
、
特
に
わ
れ
わ
れ
の
し
た
改
良
の
た
め
に
〔
地
代
の
増
加
〕
金
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

わ
れ
わ
れ
は
改
良
に
対
す
る
ど
ん
な
刺
激
を
持
つ
だ
ろ
う
か
」
（
エ
ド
ワ
ー
ド
・
・
ー
レ
ン
ス
『
土
地
管
理
人
の
義
務
と
職
役
』
一
七
二
七
年
）

と
い
う
苦
情
の
き
か
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
実
際
、
借
地
農
の
移
動
は
統
計
的
な
史
料
を
参
考
に
す
れ
ば
地
域
的
偏
差
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
ほ
ど
高
い
も
の
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
「
借
地
を
去
る
借
地
農
」
o
暮
讐
冒
凶
8
壁
暮
に
対
す
る
補
償
が
如
何
に
完
備
し
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
借
地
経
営
資
本
一
般
の
保
障
に
は
な
ら
な
い
。
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
「
裁
定
地
代
」
甘
9
9
銑
器
馨
つ
ま
り
「
地
代
裁
定

機
関
」
目
8
匡
諾
q
｛
8
8
旨
貰
窪
ぼ
暮
一
8
が
結
局
登
揚
し
て
く
る
の
は
こ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
付
言
す
る
と
、

こ
の
種
の
地
代
値
上
げ
が
す
ぺ
て
「
消
耗
し
て
い
な
い
価
値
」
の
地
主
へ
の
帰
属
の
結
果
生
ま
れ
た
と
考
え
た
ら
言
う
ま
で
も
な
く
間
違

い
で
あ
る
。
物
価
変
動
の
揚
合
を
考
慮
に
入
れ
ず
と
も
、
借
地
農
の
資
本
を
補
償
し
た
上
で
な
お
差
額
地
代
の
第
二
形
態
と
し
て
地
代
の

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇

増
額
が
可
能
と
な
る
揚
合
が
常
態
で
あ
っ
た
と
看
徹
さ
れ
る
。
辱
普
通
補
償
を
云
々
す
る
時
、
投
下
資
本
が
予
期
し
た
成
果
を
あ
げ
た
こ
と

が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
予
期
し
た
成
果
の
一
線
を
何
処
に
求
め
る
か
は
大
変
困
難
な
問
題
で
あ
り
両
者
の
力
関
係
が
大
き

く
も
の
を
言
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
点
。
椎
名
教
授
は
「
作
離
れ
料
」
と
「
離
作
料
」
を
明
確
に
区
別
さ
れ
た
。
こ
れ
は
問
題
を
整
理
す
る
上
で
卓
見
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
説
明
す
る
途
上
で
教
授
は
致
命
的
な
史
実
誤
認
を
犯
さ
れ
、
そ
れ
故
に
教
授
の
論
理
の
展
開
は
全
く
砂
上
の
楼
閣
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。

　
こ
こ
で
教
授
の
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
「
作
離
れ
料
」
、
つ
ま
り
、
借
地
期
限
満
了
の
年
に
作
物
・
麦
藁
・
厩
肥
・
牽
耕
と
施
肥
と
播

種
を
し
た
牧
草
地
な
ど
を
次
期
借
地
農
に
残
し
そ
れ
に
対
し
て
受
取
る
補
償
は
、
新
借
地
農
が
旧
借
地
農
に
支
払
う
も
の
で
あ
り
、
新
・

旧
借
地
農
間
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
他
方
、
「
離
作
料
」
と
し
て
支
払
わ
れ
る
「
土
地
に
残
さ
れ
た
改
良
」
は
地
主
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ

り
、
地
主
に
よ
る
補
償
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
点
で
将
に
地
主
に
対
す
る
「
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
」
な
の
で
あ
る
。
「
8
呂
9
冨
の
鼠
＆
曙

に
対
し
て
は
慣
習
が
次
期
借
地
農
に
よ
る
支
払
い
と
い
う
補
償
の
形
を
一
般
化
せ
し
め
た
に
対
し
、
器
駐
亀
一
日
肩
○
お
目
Φ
暮
に
関
し
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
は
、
同
じ
く
地
方
の
慣
習
が
地
主
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
補
償
と
い
う
制
度
を
成
立
せ
じ
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
」
。
こ
れ
が
両
者
を
区

別
し
た
最
大
の
論
点
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
農
業
史
に
関
し
て
は
わ
が
国
で
最
も
精
通
し
て
お
ら
れ
る
教
授
が
こ
の
よ
う
な
誤
り
を
さ
れ

た
こ
と
は
全
く
理
解
に
苦
し
む
と
い
う
他
は
な
い
。

　
史
実
と
し
て
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
借
地
農
に
対
し
て
「
離
作
料
」
を
払
う
の
は
「
作
離
れ
料
」
の
場
合
と
同
様
地
主

で
は
な
く
次
期
借
地
農
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ピ
ュ
ジ
i
委
員
会
は
そ
の
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
、
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
端
的



に
表
現
し
て
い
る
。
「
現
実
に
は
、
地
主
に
よ
っ
て
借
地
農
に
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
同
意
さ
れ
た
補
償
は
、
次
期
借
地
農
に
よ
っ
て
支
払

　
　
ハ
る
レ

わ
れ
る
」
。

　
と
す
れ
ば
、
「
作
離
れ
料
」
と
同
様
に
間
題
は
新
・
旧
両
借
地
農
の
そ
れ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
そ
も
そ

も
借
地
権
問
題
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
新
借
地
農
と
地
主
と
の
地
代
契
約
の
内
容
に
関
係
し
て
来
る
。
若
し
地
代
が
旧
借
地

農
に
テ
ナ
ン
ト
．
ラ
イ
ト
が
な
い
と
仮
定
し
た
時
と
同
じ
額
で
あ
れ
ぱ
、
つ
ま
り
、
新
借
地
農
の
払
う
地
代
の
中
に
、
土
地
の
改
良
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

対
す
る
地
代
部
分
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
旧
借
地
農
の
被
害
が
新
借
地
農
に
転
化
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
現
実
に
は
地
代
は
そ
れ
に
よ
り
ど
う
変
化
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
地
主
対
借
地
農
関
係
な
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ま
ず
新
．
旧
借
地
農
の
問
題
と
し
て
あ
ち
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
更
に
一
層
煩
裟
な
分
析
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

卜
第
三
点
。
と
こ
ろ
で
以
上
の
よ
う
な
面
倒
な
問
題
を
一
応
さ
し
お
い
て
、
一
八
五
〇
年
、
つ
ま
り
十
九
世
紀
中
葉
の
農
業
に
お
い
て
侮

ヤ
　
の
　
ヤ
　
ヘ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

地
農
経
営
資
本
の
保
障
問
題
が
一
体
ど
の
よ
う
な
視
角
か
ら
問
題
に
さ
れ
た
か
、
を
忠
実
に
ト
レ
ー
ス
し
て
み
よ
う
。
こ
の
揚
合
、
ど
の

史
料
を
利
用
す
る
か
が
無
視
出
来
な
い
重
要
性
を
持
つ
が
、
ま
ず
何
と
言
っ
て
も
当
時
の
記
録
と
し
て
信
態
性
を
主
張
し
得
る
の
は
J
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

ケ
ア
ー
ド
の
名
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
農
業
」
（
一
八
五
二
年
）
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
八
五
〇
年
に
ケ
ア
ー
ド
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
全
土
を
実
地

に
調
査
し
て
「
タ
イ
ム
ズ
」
に
送
っ
た
記
録
を
集
成
し
た
壱
の
で
あ
り
、
そ
の
中
の
「
テ
ナ
ン
小
・
ラ
イ
ト
」
に
関
す
る
彼
の
見
解
は
、

彼
の
「
土
地
問
題
」
の
時
点
に
お
け
る
発
言
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
る
時
、
傾
聴
に
値
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
彼
は
ま
ず
、
テ
ナ
ン
ト
．
ラ
イ
ト
の
州
慣
習
の
成
立
し
て
い
る
サ
リ
ー
と
サ
セ
ッ
ク
ス
の
両
州
を
訪
れ
、
両
州
の
農
業
の
後
進
的
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

を
指
摘
し
た
の
ち
、
「
『
慣
習
』
が
詐
欺
行
為
を
奨
励
す
る
」
。
走
書
き
、
補
償
の
原
則
そ
の
も
の
に
は
賛
成
し
つ
つ
も
、
同
時
に
実
際
の
適

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
｝
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一
五
二

用
の
困
難
な
こ
と
を
暗
示
し
つ
つ
、
あ
く
ま
で
慎
重
な
彼
は
、
「
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
調
査
の
段
階
で
、
こ
の
事
実
が
ア
｝
の
問
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

扱
う
に
は
注
意
が
必
要
な
こ
と
を
示
し
て
は
い
る
が
、
消
耗
し
て
い
な
い
価
値
の
補
償
に
反
対
す
る
結
論
は
出
さ
な
い
」
と
書
い
て
筆
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

置
い
て
い
る
。
次
に
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
に
至
っ
た
時
、
ケ
ア
ー
ド
は
、
「
…
…
し
か
し
総
体
と
し
て
こ
の
制
度
は
う
ま
く
運
営
さ
れ
て
い
る
」

と
し
つ
つ
も
・
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
に
は
非
常
に
多
く
の
遅
れ
た
農
業
地
が
あ
り
、
「
借
地
農
は
テ
ナ
ン
ト
．
ラ
イ
ト
制
度
に
よ
っ
て
そ
れ
ほ

ど
恩
恵
を
受
け
て
い
施
」
と
説
い
て
い
る
・
そ
し
て
、
全
国
を
廻
り
歩
い
て
得
た
結
果
彼
は
補
償
に
関
す
る
次
の
よ
う
窪
早
ぺ
き

結
論
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
…
…
こ
れ
は
、
自
然
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
あ
ら
ゆ
る
地
方
で
知
的
で
実
地
の
借
地
農
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
が
考
え
討
議
し
た
一
問

題
ー
っ
ま
り
「
消
耗
し
て
い
な
い
価
値
」
と
呼
ば
れ
よ
う
と
、
更
に
簡
単
に
「
テ
ナ
ン
ト
．
ラ
イ
ト
」
と
昌
一
一
・
わ
れ
よ
う
と
、
呼
称
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
ロ

か
わ
ら
ず
借
地
農
資
本
の
保
障
ー
ヘ
の
言
及
に
と
わ
れ
わ
れ
を
導
く
の
で
あ
る
…
…
」
。

　
次
い
で
、
彼
は
借
地
農
の
投
下
資
本
は
一
年
で
は
回
収
出
来
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
ち
、
そ
の
保
障
に
は
そ
れ
が
回
収
出
来
る
ほ
ど

長
期
の
借
地
契
約
を
結
ぶ
か
、
投
下
資
本
の
返
済
に
つ
い
て
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
説
き
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

　
「
と
こ
ろ
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
非
常
に
多
く
の
部
分
が
一
年
契
約
で
保
有
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
か
の
側
の
六
ヶ
月
の
予
告

期
間
を
も
っ
て
契
約
が
切
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
土
地
に
対
す
る
よ
り
大
き
な
支
配
を
可
能
と
す
る
た
め
地
主
に
よ
り
好
ま

れ
、
借
地
人
に
は
寛
大
な
地
代
o
器
楓
お
旨
を
掛
酌
し
て
黙
従
さ
れ
て
い
る
制
度
な
の
で
あ
る
。
・
…
：
偉
大
な
農
業
の
諸
改
良
が
行
な

わ
れ
、
こ
の
不
確
か
な
保
有
の
も
と
で
地
主
と
借
地
農
の
間
に
最
大
の
信
頼
感
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
全
く
真
実
で
あ
る
。
多
く
の
揚
合
、

借
地
農
が
地
主
の
人
格
以
外
何
の
保
障
も
な
く
彼
の
資
本
を
大
量
に
投
下
し
た
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
は
喜
ん
で
認
め
よ
う
。
．
…
：
だ
が
例
外



　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

が
あ
り
、
彼
は
不
幸
な
こ
と
に
は
漸
次
そ
の
数
を
増
し
つ
つ
あ
る
。
息
子
は
必
ず
し
も
彼
の
父
の
美
徳
を
受
け
継
が
な
い
。
必
要
、
或
い

は
、
教
育
が
彼
の
見
解
を
異
な
っ
た
も
の
と
す
る
。
…
…
借
地
農
は
ま
た
彼
が
以
前
そ
う
で
あ
っ
た
以
上
の
広
い
世
界
と
交
わ
っ
た
り
、

或
い
は
、
発
展
の
一
層
進
ん
だ
時
期
に
教
育
を
受
け
て
こ
の
関
係
（
旺
地
主
¶
借
地
農
関
係
）
に
含
ま
れ
た
依
存
関
係
を
嫌
い
始
め
る
。
」

　
　
　
　
（
1
2
）

（
傍
点
引
用
者
）

　
こ
ん
な
わ
け
で
、
前
記
二
形
態
の
う
ち
ど
ち
ら
か
が
採
用
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
が
、
一
方
の
補
償
制
度
は
そ
れ
が
乱
用
で
あ
る
か
否
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　

ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

の
区
別
が
つ
き
に
く
い
。
ケ
ア
ー
ド
に
よ
れ
ば
「
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
」
が
存
在
す
る
地
域
で
「
農
業
は
そ
う
じ
て
他
の
州
の
そ
れ
よ
り

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

も
劣
っ
て
い
る
」
（
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
理
論
的
に
は
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
結
局
、
あ
し
き
農
業
を
永
久
化
す

る
。
例
え
ば
、
排
水
あ
る
い
は
肥
料
に
一
、
○
○
○
ポ
ン
ド
を
投
じ
た
借
地
農
が
そ
の
予
定
の
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
す
る
。

そ
の
時
借
地
農
は
借
地
を
去
っ
て
そ
の
資
本
の
補
償
を
受
け
る
の
が
理
に
適
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
し
て
彼
は
次
の
よ

う
に
結
論
す
る
。

　
「
（
わ
れ
わ
れ
の
先
入
観
に
反
し
て
、
と
わ
れ
わ
れ
は
認
め
る
の
だ
が
）
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
の
現
実
的
運
用
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、

そ
れ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
他
の
地
域
に
拡
大
す
る
の
は
法
的
に
も
慣
習
的
に
も
望
ま
し
く
な
い
、
と
い
う
確
信
に
わ
れ
わ
れ
を
導
く
の
で

あ
る
。
…
…
長
期
借
地
に
対
す
る
希
望
は
、
任
意
借
地
農
が
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
に
よ
る
資
本
の
保
障
が
可
能
で
も
な
け
れ
ぱ
望
ま
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

も
な
い
と
知
っ
た
時
、
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
…
…
」
。

　
こ
の
ケ
ア
ー
ド
の
主
張
は
専
ら
農
業
経
営
内
部
の
技
術
的
側
面
に
基
礎
を
置
い
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
鵜
呑
み
に
す
る
必
要
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

毛
頭
な
い
。
た
だ
、
彼
の
主
張
が
イ
ギ
リ
ス
農
業
の
長
期
的
見
通
し
の
も
と
で
提
唱
さ
れ
た
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
て
お
き
た
い
。
本
書
の

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
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一
五
四

中
に
読
み
と
れ
る
彼
の
イ
ギ
リ
ス
農
業
に
対
す
る
診
断
は
決
し
て
明
る
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
付
言
す
る
価
値
が
あ
ろ
う
。
土
地

は
そ
の
生
産
能
力
を
フ
ル
に
生
か
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
穀
物
法
廃
棄
後
の
国
際
的
競
争
の
も
と
に
あ
っ
て
母
国
イ
ギ
リ
ス
農
業
の
生
き

ゆ
く
道
は
、
ケ
ァ
ー
ド
に
よ
れ
ば
一
方
で
は
土
地
法
の
改
正
で
あ
り
、
素
材
的
に
は
都
市
住
民
の
消
費
に
対
応
す
る
農
業
の
構
造
的
転
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

を
計
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
が
彼
の
い
う
「
高
度
集
的
農
業
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
督
言
を
要
し
ま
い
。
・
ケ
ァ
ー
ド
の
懸

念
が
七
〇
年
代
に
入
り
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
の
示
す
通
り
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
今
度
筆
者
の
論
旨
を
展
開
さ
せ
る
上
で
重
要
な
伏
線
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

（
1
）
　
筆
者
の
「
消
耗
し
て
い
な
い
価
値
」
よ
り
も
椎
名
教
授
の
新
レ
い
論
稿
に
お
け
る
「
土
地
に
残
ざ
れ
た
価
値
賦
の
方
が
、
表
現
と
し
て
は
、

　
は
る
か
に
熟
し
て
い
る
。
た
だ
厳
密
に
言
う
と
次
の
よ
う
な
点
に
問
題
が
残
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
補
償
の
対
象
と
な
る
の
は
資
本
投
下
の
結
果

　
生
じ
た
土
地
の
生
産
力
増
大
に
対
し
て
で
は
な
く
・
「
消
耗
し
て
い
な
い
」
投
下
資
本
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
・
「
土
地
に
残
さ
れ
た
価

　
値
」
と
す
る
と
そ
の
結
果
を
指
す
と
誤
解
さ
れ
易
い
、
或
い
は
、
少
な
く
と
も
両
者
の
区
別
が
ぼ
か
さ
れ
る
ま
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿

　
で
「
土
地
に
残
さ
れ
た
価
値
」
と
言
う
時
は
、
以
上
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
喝
。

（
2
）
国
、
審
葺
窪
β
↓
げ
。
u
β
蔓
き
α
○
窪
。
①
9
暫
9
呂
の
富
名
畦
山
一
唱
」
o
。
1
一
p

（
3
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
余
り
適
当
な
調
査
は
な
い
が
十
九
世
紀
に
関
し
て
は
国
畠
9
0
0
B
目
一
羽
δ
昌
目
》
α
q
ユ
o
巳
葺
お
”
因
o
速
醇
ω
9
跨
o
》
。
。
－

　
巴
ω
鼠
馨
9
日
旨
誌
巴
o
蓉
房
の
「
リ
ト
ル
報
告
」
中
の
「
付
録
」
二
〇
〇
1
二
二
七
頁
な
ど
。
二
〇
世
紀
に
関
し
て
は
一
例
と
し
て
い
い
属
8
－

　
讐
罐
o
び
O
げ
帥
め
の
o
ω
9
0
0
窪
豆
①
参
8
冒
匡
－
U
Φ
＜
呂
勺
貰
日
。
。
な
ど
を
参
照
。

（
4
）
　
椎
名
前
掲
稿
、
三
三
三
ー
三
四
頁
。



（
5
）

　
い
、

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）程

と
し
て
捕
え
る
。

の
上
に
次
の
こ
と
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

に
対
す
る
代
償
た
る
ビ
ュ
ジ
ー
の

ぎ
堕

勾
o
B
旨
ヰ
o
目
爵
Φ
の
巴
Φ
9
0
0
き
ヨ
詳
3
の
o
ゴ
》
讐
ざ
巳
言
壁
一
〇
ρ
ω
8
B
即
一
〇
〇
畠
」
〈
．
な
お
こ
れ
は
決
し
て
新
し
い
事
実
発
見
で
は
な

例
え
ば
「
イ
ベ
シ
ャ
ム
慣
行
」
に
つ
い
て
○
特
薯
ぼ
帥
≦
①
爵
p
β
ω
ユ
寓
昌
＞
讐
δ
巳
ε
『
ρ
一
〇
〇
ま
ー
一
〇
一
♪
や
一
蟄
を
参
照
。

J
・
ゲ
ア
ー
ド
に
関
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
○
『
場
ぎ
勲
≦
o
跨
典
目
■
o
や
o
霊
唱
マ
ド
ご
～
o
o
い
参
照
。

H
ー
○
践
a
”
国
目
ひ
q
一
一
跨
毎
讐
8
巳
け
β
お
（
一
〇
〇
総
y
や
一
い
ド

H
び
置
こ
や
一
ω
P

H
び
崔
‘
り
這
い

H
げ
箆
己
や
一
〇
9

H
び
置
‘
や
U
8
。

一
げ
箆
‘
℃
や
軌
O
轟
～
軌
8
。

H
げ
誌
‘
や
頓
O
丼

H
三
自
こ
や
軌
O
o
o
■

最
近
の
ム
ー
ア
の
論
稿
は
穀
物
法
の
廃
止
を
地
主
階
級
の
産
業
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
対
す
る
屈
服
で
は
な
く
新
し
い
事
態
に
対
す
る
適
応
過

　
　
　
　
　
　
っ
ま
り
穀
物
法
廃
止
と
「
排
水
事
業
促
進
法
」
の
関
連
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
有
益
な
問
題
提
起
に
対
し
て
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
ち
、
「
廃
止
」
の
地
主
に
対
す
る
代
償
が
排
水
工
事
融
資
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
借
地
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
借
地
権
法
案
」
は
否
決
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
∪
・
○
ピ
0
9
ρ
O
Q
旨
r
即
≦
ω
緯
一
幽
匡
蒔
『
問
鷲
日
－

田
・
串
丙
‘
図
＜
…
堕
ρ
（
G
訟
y

イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題

一
五
五
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一
五
六

第
二
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

　
地
主
u
借
地
農
関
係
を
考
察
す
る
際
に
最
も
重
要
な
も
の
は
、
両
者
の
力
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
一
義
的
に
は
借
地
に
対
す
る
需
給

関
係
を
検
討
す
る
中
で
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
借
地
が
常
に
貸
手
市
揚
に
置
か
れ
て
い
る
時
、
地
主
の
立
揚
は
必
然
的
に

強
化
さ
れ
る
し
、
逆
に
、
借
地
が
借
り
手
を
見
い
だ
せ
な
い
状
態
が
長
期
に
亘
る
と
、
地
主
は
借
地
農
に
対
し
て
譲
歩
せ
ざ
る
を
得
な
い

で
あ
ろ
う
。
両
者
の
関
係
が
、
既
述
し
た
よ
う
に
「
信
頼
」
と
か
「
慣
習
」
な
ど
の
不
明
確
な
基
盤
の
上
に
成
立
し
て
い
る
揚
合
、
特
に

こ
の
借
地
市
揚
の
あ
り
方
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
地
主
u
借
地
農
関
係
に
お
け
る
．
一
の
カ
の
ネ
ッ
ト
．
バ
ラ
ン

ス
は
色
汝
な
局
面
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
解
け
よ
う
が
、
最
も
鮮
明
に
検
証
出
来
る
の
は
、
借
地
契
約
期
間
と
借
地
経
営
資
本
の
補
償

の
実
態
を
通
じ
て
で
あ
麗
・
両
者
は
既
述
の
よ
え
密
誉
関
係
し
あ
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
考
察
の
順
序
と
し
て
両
者
を
一
応
切

り
離
し
た
方
が
問
題
の
整
理
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　
今
仮
り
に
、
借
地
契
約
期
間
だ
け
を
純
経
済
的
・
論
理
的
に
考
察
す
れ
ば
、
一
般
的
に
み
て
農
業
の
将
来
に
対
し
て
強
気
が
支
配
し
て

い
る
時
、
或
い
は
、
イ
ン
フ
レ
懸
念
が
存
在
す
る
時
に
は
、
借
地
の
貸
手
市
場
は
地
主
を
し
て
当
然
「
年
々
（
”
毎
年
）
契
約
（
借
地
）
」

罵
胃
ぢ
富
轟
琴
ざ
一
雷
器
げ
｝
跨
Φ
望
＄
↓
つ
ま
り
、
一
年
限
り
の
契
約
を
選
ば
し
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
詳
説
す
る
ま
で

も
な
く
、
か
よ
う
な
予
想
が
実
現
し
た
時
、
「
長
期
契
約
」
は
地
主
に
と
り
地
代
取
分
比
率
の
減
少
、
或
い
は
、
実
質
所
得
の
低
下
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

味
す
る
が
・
こ
れ
に
対
し
・
「
年
々
契
約
」
を
結
ん
で
お
け
ば
、
農
産
物
価
格
の
上
昇
に
つ
れ
て
地
代
を
上
げ
る
ア
）
と
が
出
来
る
。
逆
に
、



農
業
不
況
が
「
長
期
不
況
」
と
意
識
さ
れ
始
め
る
と
、
農
業
に
対
す
る
期
待
値
が
下
り
、
今
度
は
借
地
は
借
手
市
揚
に
な
る
。
そ
の
揚
合
、

地
主
の
立
揚
か
ら
す
れ
ば
当
然
将
来
に
対
す
る
不
安
定
感
な
い
し
弱
気
は
長
期
契
約
を
得
策
と
し
て
採
ら
し
め
る
が
、
借
地
農
は
危
険
回

避
の
た
め
「
年
々
契
約
」
を
選
好
し
、
こ
れ
を
借
手
市
揚
を
背
景
に
地
主
に
強
請
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
注
意
し
て
置
き
た
い
こ

と
は
、
期
待
値
の
形
成
或
い
は
転
換
に
は
あ
る
時
間
的
経
過
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
そ
れ
の
表
現
で
あ
る
地
代
と
農
産
物
価
格
と
の
間
に

は
、
事
後
的
に
観
察
す
る
と
ラ
グ
が
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ぱ
一
八
七
五
年
頃
か
ら
「
長
期
農
業
不
況
」
が
始
ま
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
代
は
一
八
七
九
年
に
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
る
。

　
無
論
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
借
地
契
約
期
間
は
か
よ
う
な
純
経
済
的
要
因
の
み
で
は
論
し
つ
く
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
こ
の
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

が
亦
重
要
な
の
で
あ
る
が
・
と
り
あ
え
ず
、
以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
そ
の
推
移
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
と
り
あ
え
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
資
本
主
義
社
会
が
体
制
と
し
て
確
立
し
た
十
七
世
紀
末
以
降
で
あ
る
が
、
ス
ペ
ー
ス
の
制
約
も
あ
り
、

十
八
世
紀
に
つ
い
て
は
詳
論
す
る
余
裕
は
な
い
。
た
だ
次
の
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
定
期
借
地
H
・
霧
魯
o
匡
特
些
二
年
間
の
長
期
借
地
の
確
立
は
、
ノ
ー
フ
ァ
ク
農
法
の
普
及
と
足
並
を
揃
え
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

或
い
は
、
N
噂
リ
ッ
チ
ェ
ス
の
研
究
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
長
期
借
地
は
ノ
ー
フ
ァ
ク
農
法
の
一
特
徴
と
し
て
根
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

丁
度
名
誉
革
命
か
ら
一
七
六
〇
～
七
〇
年
頃
ま
で
が
こ
の
時
期
に
相
当
す
る
。
農
産
物
価
格
と
地
代
の
長
期
的
動
向
と
い
う
点
か
ら
こ
の

時
期
を
展
望
す
れ
ば
、
以
前
の
一
世
紀
間
に
お
け
る
両
者
の
暴
騰
と
比
較
し
て
、
当
期
は
沈
滞
か
ら
低
位
安
定
に
終
始
し
た
時
期
と
し
て

　
　
　
　
　
　
（
8
）

特
徴
付
け
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
農
業
状
況
の
も
と
で
、
借
地
農
に
と
り
、
地
代
を
比
較
的
長
期
間
或
る
レ
ヴ
ェ
ル
に
維
持
す
る
長
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

借
地
は
、
そ
の
限
り
で
は
必
ず
し
も
有
利
な
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
種
の
借
地
は
多
く
は
地
主
に
よ
り
改
良
さ

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
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。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八

れ
た
土
地
で
、
そ
れ
に
対
す
る
魅
力
は
捨
て
難
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
長
期
借
地
は
漸
次
普
及
し
た
。
た
だ
こ
の
揚
合
、
借
地
農

に
と
り
最
大
の
魅
力
は
、
詳
言
す
る
ま
で
も
な
く
、
借
地
に
対
す
る
安
定
性
と
借
地
農
資
本
の
投
下
に
よ
る
改
良
の
収
穫
を
比
較
的
長
期

に
亘
り
自
己
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
収
め
得
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
は
察
す
る
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
資
本
主
義
的
借
地
形
態

と
い
わ
れ
る
定
期
借
地
が
、
借
地
全
体
の
中
で
占
め
て
い
た
比
重
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
確
定
す
る
手
段
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
事
後
的
に
観
察
す
る
と
、
農
業
は
一
七
六
〇
年
代
に
明
瞭
に
新
し
い
局
面
を
迎
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
長
期
的
な
価
格
の
上
昇
傾

向
は
、
最
初
は
特
に
そ
の
上
昇
が
徐
々
た
る
歩
み
で
あ
っ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
当
事
者
に
は
一
般
に
問
題
に
さ
れ
ず
、
ま
た
意
識
さ
れ
た

と
し
て
も
、
長
期
借
地
の
契
約
期
間
が
切
れ
る
ま
で
地
主
は
こ
れ
を
「
年
々
契
約
」
に
切
り
変
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
事
情
か
ら
、
十
八
世
紀
の
末
か
ら
十
九
世
紀
に
至
っ
て
、
地
主
は
好
況
の
利
益
を
自
己
の
掌
中
に
収
め
る
べ
く
、
次
々
に
長
期
借
地
に

か
え
て
一
年
限
り
の
契
約
に
よ
る
借
地
更
に
は
、
「
任
意
借
地
」
8
墨
旨
暮
且
目
を
借
地
農
に
強
要
し
た
、
と
は
通
常
指
摘
さ
れ
る
と

　
　
　
（
1
1
）

こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
全
国
的
に
実
証
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
検
べ
る
最
良
の
方
法
は
、
多
言
す
る
ま
で
も
な
く
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九

世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
存
在
し
た
「
農
業
改
良
会
」
ω
8
旨
9
匪
ひ
q
嘗
巳
ξ
お
の
発
起
に
も
と
づ
き
、
各
州
別
に
行
な
わ
れ
た
「
農
業
調

査
」
○
窪
醇
亀
≦
Φ
譲
9
》
α
q
ユ
。
巳
酔
畦
Φ
9
…
の
「
定
期
借
地
契
約
」
の
項
目
を
全
調
査
に
亘
っ
て
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、

こ
の
調
査
は
各
州
に
つ
き
二
度
、
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
の
如
き
は
一
七
九
三
年
か
ら
一
八
ニ
ニ
年
に
か
け
て
三
名
の
調
査
官
に
よ
り
行
な
わ

　
　
（
1
2
）

れ
て
お
り
、
或
い
は
こ
れ
ら
を
相
互
に
比
較
す
れ
ば
動
態
把
握
も
可
能
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
は
利
用
し
得
た
史
料
の
制
約
か
ら
充

分
に
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
利
用
し
得
た
「
調
査
」
は
「
エ
イ
メ
リ
文
庫
」
の
も
の
を
中
心
に
、
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
三



九
州
の
う
ち
の
二
七
州
、
つ
ま
り
、
約
七
割
の
州
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
字
は
必
ず
し
も
完
全
な
も
の
で
は
な
以
測
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
材
料
か
ら
そ
の
動
き
を
明
瞭
に
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
以
下
表
現
を
尊
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

し
て
該
当
箇
所
を
原
文
の
ま
ま
掲
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

〔
史
料
一
〕

H
寒
§
§
ミ
還
、
↓
げ
①
寓
愛
嘗
け
げ
Φ
。
。
巷
な
遭
①
営
鴨
裟
巴
匿
q
。
昌
ぼ
。
目
器
鴛
8
器
貴
◎
二
。
二
げ
①
、
。
馨
一

　　

　
　
　
叶
ぼ
8
8
葺
8
。
団
g
。
署
ぎ
α
Q
｝
ぼ
爵
Φ
巨
Φ
g
一
8
＆
℃
畳
静
Φ
幹
、

　　

　　

　、

騨
g
域
①
レ
。
語
＜
g
ほ
霜
胤
鴛
塁
韓
げ
＆
。
三
虜
Φ
ぼ
ρ
Φ
〈
Φ
蔓
℃
聾
・
＝
富
8
琶
ヨ
げ
暮
馨
巳
Φ
§
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　　

　　

冨
お
，
げ
Φ
窪
賃
①
。
暮
＆
＆
畳
昌
跨
。
寓
＝
。
8
旨
｝
＄
励
ω
る
8
目
。
ω
身
脇
曾
陣
跨
。
暮
け
忠
葺
．

目
蜜
奪
§
、
H
寓
げ
。
巳
き
Φ
お
日
①
日
げ
Φ
邑
げ
。
壽
く
Φ
＝
匿
Φ
図
8
鷲
ω
。
暮
。
匡
一
窮
Φ
ω
。
馬
暑
Φ
葺
。
器
遥
量
塞
身

　　

　　

図
旨
貫
一
隔
。
§
豊
零
§
Φ
暮
一
匿
程
8
ω
。
訂
。
一
。
凝
曽
§
B
8
匿
す
雪
。
旨
8
ロ
鴇
婁
ω
帥
竈
弩
の
一
。
げ
Φ
酵
一
。
ロ
ー

　　

　　

π
Φ
唇
讐
帥
馨
①
q
惹
謹
三
聾
器
く
窪
賓
8
参
弩
2
げ
弩
＆
。
h
の
①
§
即
＝
①
馨
の
眺
g
。
巳
｝
穿
Φ
』
零
。
p
。
↓
醇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
　
　
　
岩
跨
ω
8
誹
巴
戸
…
、

　
昌
H
駒
§
ミ
ε
ぎ
ミ
向
蕊
慧

同
＜
9
醤
制
試
＆
跨
ミ
還

＜
q
試
奪
馬
．
■
塞
凝
囲
。
二
一
く
Φ
の
暴
の
断
。
§
。
号
魯
＜
。
q
8
鼻
聾
”
践
槻
馨
邑
肩
魯
＆
8
ぼ
o
冨
ω
野
。
’
評
目
の
§

　　

　　

　　

イ
ギ
リ
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借
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農
業
制
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廻
る
諸
問
題
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　　　longer　term　than　fourteen，and　more　probably　for　eleven　years，tllan　any　other　term，

　　　丁血ere　are　also　many　faml　let　from　year　to　year　only　particularly　in　the　neighborhood　of　gentle

　　　　　　　　　　　　　　　（貰）

　　　man7s　residence。，

VI　σoγπωαZZ

VII　O賜ηめθγ乙α嘱

VIIID吻s伽‘Thegranting・fleas鈴f・rthreelives，pr・bably五ads・meprevalencef・rmerlyinDerby－

　　　shire…The　number　of　those　Land　Owners　who　see　the　propriety　of　granting　leases，…，are　cQmpa・

　　　　rativelyverys皿allandunf・rtunatelytheirnumberseemsrapidlydecreasinginDeTbyshireaswe11鈴
　　　　　　　　　　（曽）

　　　　elsewllere，，

IX　Z）θηoπ31占伽‘1ivehold　tenures　are　become　much　in　disuse，and　terms　of　forteen　years　absolutely　are

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（雲）

　　　　cQnling　by　far　the　most　common．，

X　Doγ3θ哲‘…1e＆ses　of　twenty－one　years　duration　were　common　in　this　county，until　near　the　end　of

　　　　thelastcenturylbutpr・priet・rsingeneralthinkitn・wimpr・pert・putthemanagement・ftheir

　　　　estates　out　of　their　own　power　so　long　a　perio（1；an（1though　at　present　it　is　supposed　that　about

　　　　one　half　of　the　century　is　under　lease，yet　its　duration　is　mostly　for　the　term　of　only　seven　years，



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（爲）

　　　　and　in　many▽ery　recent　cases，the　leases　have　been　limited，even　three　years．’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（寅）

XI　P脚んα隅‘The　leases　are　generally　for　short　terms，seldom　exceeding　six　ye＆rs，…，．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（器）

XII　E53θ¢‘…twenty－one　years（running　leases　for　three　seven　years）hence　tlle　general　spirit，…，。

XIII　σZo％oθ3亡θγsん加‘・”10ng　leases，…are　now　pretty　lnuch　out　of　me：A　three　ye＆rs　taking，is　not
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鶉）

　　　　UnCOmmOn：Seven　yearS　mOSt　freqUent…ン。

XIV　磁ηψ3ん伽‘…these　are　generally　for　twenty－one，renewable　every　seven…but　here　it　is　much　to

　　　　be　regrette（1t五at　t五ese，as　well　as　leases　for　twenty－one　years，are　getting　much　disuses，tllere　being

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（蕊）

　　　　several　estates　in　the　county　held　at　wi11，…，，

XV　磁矧bγ48ん舵

XVI　肋γσb74sん伽‘I　am　sorry　that　a　prejudice　against　granting　leases　increasing　daily，wi11，…，in　jureン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（旨）

　　　　beyo且（1any　cultivation，t五e　agriculture　of　the　kingdom，，

XVII　π％撹伽940瑠雇7θ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（潟）

XVIII　Kθ幅‘…forteen　years　is　the　most　usual　terms．，

XIX　Lαπoα謝γθ‘…many　farms　are　held　by　leases　on　three　lives…，1eases　upon　years，are，from　seven，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（肉）

　　　　eleven，forteen，but　c五iefly　seven．，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（零）

XX　L痂θ36θγsん吻‘Very　few　leases　are　granted，and　those　few　decrease　daily…．，

　　　　　　　　ヤ嵜篇K摯翌翼翻（蓮囲如畷卜Q潔臣⊇國　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11く1



　　　　　　　　峰赦卦応駕母騨く報蘇梅潔。。　　　　　　　　　　　　　　　　11くU

XXI　L伽ooZπs漉7ピ…1eases　for　not　less　th乱n　twenty－one　yeats〔in　thc　past〕…。Tel1αntry，who　for　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（爵）

　　　　most　partεしre　occupiers　from　year　to　yeεしr，・一・，

XXII　醜翻Zθ3θガIt　is，without　doubt，a　most　llnreasonable　preju（1ice　which　m乱11y　proprietors　entertain

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）

　　　　ag乱inst　leases　of　their　estates／

XXIII　！“oがo島‘Sorry　I　a皿tQ　perceive，that　the　cQntrary　ideasseem　to　be　g誠ning　ground　in　this　county　l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（扁）

　　　　that　some　landlords　will　give　no　leases　and　otllers　o111y　for　seven　or　nine　years／

XXIV　Noγ哲肱mp哲o％s1＆乞γθ

XXV　No励％励θγZαπ4‘Leases　for　twenty－one　years　are　let　on　most　of　the　principal　estates，especially　i11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（紹）

　　　　the　northern　part　of　the　countyノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（紹）

XXVI　1㍑‘伽gんωη融ゼ7θ㌧・・faτms　are　mostly　let　at　wi11，…．，

XXVII　Oψγ4s雇7〆Lease．None　are　gr＆nted三〇r　wh＆t　are　next　to　nolle・The　longest　is　six　ye乱rs，…but
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鵠）

　　　　more　commonly　nothing　more　thanαn　agrOement，voidable　in　many　cases乱t　six　month，s　llotice，，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（論）

XXVIII　E篇Zαπ4‘The・greatest　partαf　the　lan（1is　let　to　tenants，from　year　to　year／

XXIX　Sん70p彌7θ‘Leases　have　of　late　years　been　much　exploded　by　gentlemen　of1乱n（1ed　proprietor，

　　　　many　of　whom　havillg　formerly　granted　excessive　long　terms，have　been　induce（1ドリリ7to　object　tQ

　　　　　　　　　　（鵠）

　　　　anylease・’



XXX　　SoηLθγ5θ‘‘many　estates　in　t五is　district　are　held　by　leases　for　three　lives，…，but　the　greatcst　part

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（お）

　　　　is　held　for　terms　of　years，viz．forteen，seven　and　t五ree　years；and　from　year　to　year。ン

XXXI　S碩がbγ43雇7θ‘Leases　often　granted三those　for　twenty－one　ye＆rs　are　mt　uncommon，and　some　also
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（器）

　　　　for　a　shorter　term　exist！

XXXII　S嘘b鷹昌…the　more　common　terms　foτ1eases乱re　seven，forteell，twenty・one　years；much　land　is
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（需）

　　　　occupied　by　men　wllo　are　tenants　at　wi11！

XXXIII　S脚γ曙　‘Tenancy　at　wi1111as　also　prevailed　of　late　years　and　particularly　in　tlle　south－e乱st
　　　　　　　　　（專）

　　　　district．ン

XXXIV　S鵬3θ劣

XXXV　肱γω齢3ん伽　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　¶　・、

XXXVI　四θ3伽07Zαηd

XXXVII　碗Z哲sん吻‘…the　usual　terms　for　which　leases　are　granted　in　the　district，are　sometimes　seven

　　　　years，Qftener　fourteen，now　and　then　twenty－one，but　of　late　a　term　of　twelve　h乱s　been　thought　the

　　　　　　　　　　　　　　　（守）

　　　　most　eligible…　！

XXXVIII　甲070θs6θγ3Z乙乞γθ

XXXlx　yりγん読ゼ70

　　　　　　　　ヤ讐喬K摯翼期縣蘂囲如恩“潔麗塾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目（111
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問
題
と
な
る
の
は
、
借
地
契
約
時
間
の
変
化
、
更
に
は
、
定
期
借
地
か
ら
任
意
借
地
へ
の
転
落
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
関
し
て
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

え
ば
、
過
半
数
を
代
表
す
る
前
述
の
諸
州
の
動
向
は
見
紛
う
こ
と
、
な
く
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
即
ち
、
長
期
借
地
契
約
か
ら

年
々
契
約
、
つ
ま
り
、
一
年
ぎ
り
の
借
地
契
約
へ
の
切
り
変
え
と
、
「
三
代
借
地
」
一
紹
8
8
↓
け
ぼ
Φ
。
ぼ
窃
が
支
配
し
そ
の
土
地
が
更
に

「
又
貸
し
」
ω
β
げ
－
一
9
さ
れ
て
い
た
西
部
地
方
を
中
心
に
し
た
借
地
形
態
か
ら
み
た
後
進
地
域
で
は
、
短
期
の
定
期
借
地
へ
の
転
換
が
進

行
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
更
に
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
逆
に
ー
ド
ォ
ー
セ
ッ
ト
の
揚
合
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
1

十
八
世
紀
末
に
至
る
期
間
に
定
期
借
地
が
可
成
り
根
を
下
し
て
い
た
こ
と
を
推
定
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
1
）
　
第
三
章
で
し
ば
し
ぱ
利
用
さ
れ
る
「
第
一
次
農
業
不
況
調
査
特
別
委
員
会
」
の
「
ド
ル
ス
報
告
」
の
「
結
論
」
部
の
一
節
「
借
地
農
資
本
の

　
　
　
保
障
」
の
中
の
次
の
よ
う
な
記
述
は
両
者
の
関
係
を
最
も
よ
く
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
「
借
地
農
が
契
約
に
よ
り
彼
の
資
本
の
保
障
を
得
る
こ
と

　
　
　
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
或
る
意
味
で
は
、
真
実
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
両
者
は
、
必
ず
し
も
実
際
的
に
は
そ
う
で
な
い
に
せ
よ
、
理
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
　
に
は
自
由
な
主
体
で
あ
り
、
相
方
と
も
に
彼
の
（
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）
条
件
が
契
約
の
一
部
と
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、



　
こ
れ
は
理
論
的
に
は
真
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
実
に
は
借
地
農
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
弱
い
立
揚
で
あ
る
、
或
い
は
弱
い
立
揚
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

　
そ
の
結
果
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」
o
o
包
Φ
9
9
日
貸
葺
＄
o
昌
》
ひ
Q
ユ
o
巳
9
塗
一
U
9
胃
9
巴
o
P
U
毎
o
o
、
。
q
国
o
B
茎
や
呂
避

（
2
）
　
こ
の
ほ
か
、
余
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
狩
猟
法
の
改
正
過
程
を
辿
る
こ
と
も
両
者
の
力
関
係
を
知
る
た
め
に
重
要
な
手
懸
り
を
与
え
る
こ

　
と
に
な
ろ
う
。

（
3
）
　
「
（
年
々
契
約
は
）
地
主
に
と
り
、
畏
期
契
約
に
お
い
て
よ
り
も
、
彼
の
地
代
を
上
げ
る
好
機
が
早
く
訪
れ
る
」
○
自
や
》
嶋
8
昌
堕
O
窪
甲

　
醤
一
＜
δ
≦
9
》
嬢
8
巳
昌
お
o
囲
客
g
8
一
F
や
畠
陰

（
4
）
　
恐
ら
く
二
れ
と
逆
の
揚
合
が
一
八
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
初
頭
に
つ
い
て
言
え
た
よ
う
に
思
う
。
二
の
時
期
は
穀
物
法
廃
止
の
懸
念
と
、

　
そ
の
実
現
後
は
そ
れ
に
よ
る
国
内
農
業
の
圧
迫
が
強
く
懸
念
さ
れ
、
・
借
地
農
の
間
で
は
弱
気
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

（
5
）
　
こ
れ
を
最
も
強
調
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
マ
ッ
ク
レ
ガ
ー
で
あ
る
。
他
方
、
D
・
ス
プ
リ
ン
グ
は
彼
の
説
を
「
メ
・
ド
ラ
マ
」
と
皮
肉

　
っ
て
い
る
。
本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
借
地
契
約
期
間
が
第
一
義
的
に
地
主
の
政
治
的
配
慮
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
マ
ッ
ク
レ
ガ

　
ー
の
主
張
は
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
非
経
済
的
要
因
を
無
視
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
全
く
な
い
。
筆
者

　
は
こ
の
点
で
、
十
九
世
紀
の
地
主
の
行
為
を
経
済
的
な
合
理
性
を
も
っ
て
割
切
ろ
う
と
す
る
ス
プ
リ
ン
グ
の
説
に
も
組
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
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A
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ノ
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フ
ァ
ク
の
農
業
改
良
に
長
期
借
地
契
約
が
大
き
く
貢
献

　
し
た
こ
と
を
強
調
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
を
語
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
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市
民
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期
に
既
に
タ
ー
ニ
ッ
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の
栽
培
が
当
州
に
導
入
さ
れ
て
い
た
。
最
近
、
十
八
世
紀
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お
け
る
根
菜
類
の
広
い
普
及
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↓
巴
O
匿
罐
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一
ひ
α
。
乙
ま
。
ぎ
の
誉
§
題
き
簿
。
噛
蔑
§
鉢
蕊
＆
寒
§
§
賊
§
①
鐸
a
牙
い
の
■
ギ
Φ
ω
善
①
F
9
国
。
屋
昌
撃
ざ

　
》
鴨
ε
三
9
3
一
U
琶
3
路
o
P
旨
8
～
一
蕊
ρ
国
o
・
国
罰
ぎ
α
・
器
P
＜
一
H
一
－
角
山
栄
稿
「
イ
ギ
リ
ス
十
八
世
紀
前
期
は
不
況
期
か
」
『
経
済

　
理
論
』
六
二
号
。

（
9
）
　
バ
ー
カ
ー
は
当
時
の
長
期
借
地
契
約
の
一
史
料
に
関
し
て
「
こ
れ
は
そ
こ
の
借
地
農
が
、
恐
ら
く
長
期
借
地
契
約
が
一
部
は
地
代
を
安
定
し

　
た
高
い
水
準
に
維
持
す
る
工
夫
で
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
れ
を
受
容
れ
る
の
に
し
ぱ
し
ば
気
が
進
ま
な
か
っ
た
、
と
い
う
印
象
を
与
え
る
」
と
註
記

　
し
て
い
る
。
因
■
》
b
跨
駐
」
8
●
9
f
℃
。
器
ρ
P
一
9

（
1
0
）
　
例
え
ば
ミ
ン
ゲ
イ
の
作
製
し
た
地
代
ト
レ
ン
ド
を
参
照
。
9
甲
竃
ぎ
凶
p
ざ
o
や
9
f
や
い
昌
（
ぼ
肉
跨
趣
賄
§
肉
S
き
ミ
ざ
顛
象
き
璽

　
＜
〇
一
口
●
）
な
お
ミ
ン
ゲ
イ
は
別
の
書
物
で
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
ρ
「
し
か
し
、
約
一
七
六
〇
年
以
降
、
人
口
増
加
と
工
業
発
展
の
歩
み
が

　
大
き
く
加
速
さ
れ
た
た
め
に
、
地
代
の
上
昇
運
動
は
よ
り
大
き
く
更
に
カ
を
得
た
」
（
ρ
中
冒
冒
鵯
ざ
国
昌
笹
『
げ
冒
昌
α
a
ω
0
9
①
身
ぼ

　
爵
Φ
国
蒔
馨
8
ロ
爵
9
暮
震
ざ
弓
・
8
・
）
。
具
体
的
な
実
例
は
こ
の
ミ
ン
ゲ
イ
の
書
物
の
他
閂
客
い
臼
ぎ
目
甥
o
P
6
げ
o
U
や
β
q
a
ω
0
9
0
受
ぼ

　
昌
o
乞
置
9
8
旨
跨
8
馨
β
蔓
や
N
旨
R
に
も
豊
富
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
冒
8
讐
Φ
凶
o
ひ
o
や
9
け
‘
図
○
＜
H
一
H
～
ρ

（
⑫
）
　
本
稿
に
お
い
て
私
が
史
料
を
利
用
す
る
際
の
基
本
的
態
度
と
で
も
言
う
ぺ
き
も
の
は
、
個
々
の
州
や
所
領
の
史
料
を
如
何
に
断
片
的
に
集
め

　
よ
う
と
、
そ
こ
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
全
土
の
趨
勢
を
云
々
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
い
う
立
揚
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
本
稿
に
は
砂
を
か
む
よ
う
な
史
料
の
抜
翠
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
狙
い
の
性
格
上
或
る
程
度
止
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と



を
読
者
は
理
解
し
て
戴
き
た
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い
。

ブ
ラ
ン
ク
の
州
は
史
料
を
利
用
出
来
な
か
っ
た
州
で
あ
る
。

り
田
ε
冨
一
8
0
窪
曽
巴
≦
。
≦
o
＝
冨
》
の
ユ
・
巳
け
畦
o

郊
冒
ミ
8
0
0
器
壁
一
＜
一
①
毒
o
団
爵
o
》
讐
一
9
暮
畦
o
o
協

9
≦
。
凝
ρ
O
g
震
巴
＜
一
。
≦
o
胤
浮
①
》
讐
一
〇
巳
け
日
o
o
隔

ρ日ρい巧ρいい日いいのいイ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
団
跨
①
9
琶
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隔
浮
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o
a
し
。
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一
9
や
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跨
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9
巨
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。
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。
。
も
や
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。
－
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い
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浮
Φ
9
巨
ぞ
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胤
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ω
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一
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評
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邑
＜
一
窒
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コ
げ
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言
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昌
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冨
o
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琶
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出
u
醇
厚
ω
耳
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ω
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や
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み
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邑
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げ
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琶
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昌
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霜
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隔
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碗
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胤
跨
。
9
ロ
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冤
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団
u
弩
冨
β
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馨
も
や
訟
拳

く
き
8
暑
g
o
の
器
邑
≦
。
≦
。
p
冨
》
管
。
匡
葺
8
。
｛
跨
。
9
毒
¢
o
囲
国
馨
き
一
N
。
u
も
．
ま
一
●

因
鼠
㎎
p
o
。
需
巨
≦
霜
。
一
跨
①
》
の
誉
巳
g
8
。
p
冨
9
琶
な
o
胤
象
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ロ
8
ω
§
口
。
。
。
ざ
℃
．
ひ
9

く
き
8
薯
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0
魯
。
邑
≦
。
≦
・
｛
跨
①
言
ユ
・
葺
畦
。
。
P
げ
。
9
巨
ぐ
。
出
浮
忌
畳
β
一
。
。
一
。
も
や
軌
？
u
い

国
。
器
。
什
。
‘
o
。
器
邑
≦
霧
・
出
跨
。
》
管
・
鼻
彗
。
。
馬
跨
。
9
巷
2
。
出
閏
Φ
葺
。
a
ω
耳
。
し
。
。
。
♪
や
ω
命

蜜
8
一
一
①
け
ρ
｝
o
窪
實
巴
く
一
署
。
p
富
言
旨
巳
葺
8
0
胤
跨
。
9
琶
蔓
。
団
囚
g
計
一
ご
ひ
も
■
芦

匡
。
一
F
O
。
器
邑
≦
霜
○
＝
げ
。
》
管
。
巳
葺
8
。
頃
跨
。
9
β
旨
蜜
。
h
い
農
。
鐘
。
」
一
ご
♪
唱
ひ
。
。
。

竃
8
F
o
①
器
邑
く
一
署
。
胤
跨
。
言
暑
E
9
お
。
出
跨
。
9
琶
ぞ
。
協
u
Φ
一
8
ω
醇
闇
S
♪
℃
，
頓
。
。
，

の
8
β
ρ
Q
。
器
邑
≦
署
g
跨
。
詣
邑
葺
弩
。
。
h
g
。
9
巨
蔓
。
隔
＝
8
。
一
p
一
N
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轟
も
．
8
も
N
●

峯
註
。
8
p
（
o
①
諾
邑
）
＜
一
霜
。
p
げ
。
》
α
Q
ユ
。
三
耳
。
。
p
げ
①
9
自
受
。
｛
目
塵
。
委
し
刈
。
。
。
も
㍉
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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一
一

　　

時
の
小
麦
価
格
の
暴
騰
に
加
う
る
に
「
農
業
改
良
会
」
な
ど
に
よ
る
国
策
と
し
て
の
奨
励
も
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

進
行
と
と
も
に
増
大
し
、
地
主
と
借
地
農
は
借
金
経
営
を
し
て
ま
で
農
業
改
良
に
狂
奔
し
た
。
だ
が
、
ヨ

穀
作
地
は
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の

ー
・
ソ
バ
に
平
和
が
訪
れ
る
と



と
も
に
、
国
内
の
金
融
政
策
と
も
関
連
し
て
長
期
農
業
不
況
が
到
来
す
る
。
戦
時
の
暴
利
に
酔
っ
て
い
た
借
地
農
は
限
界
耕
地
の
放
棄
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

余
儀
無
く
せ
ら
れ
、
地
主
は
一
時
的
な
地
代
減
免
を
強
い
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
の
農
業
実
態
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
も
後
に
触
れ
る
機

会
を
持
と
う
。
た
だ
当
時
の
各
種
「
農
業
窮
状
調
査
委
員
会
」
の
記
録
を
分
析
し
た
G
・
E
・
フ
ァ
ス
ル
と
M
・
コ
ム
ト
ン
は
、
最
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

「
救
い
の
な
い
不
況
の
画
は
虚
偽
で
あ
っ
た
」
と
し
、
ク
ラ
パ
ム
の
北
・
西
部
の
畜
産
地
域
で
は
影
響
は
軽
微
で
あ
る
と
い
う
説
を
、
保

留
を
つ
け
な
が
ら
も
全
体
と
し
て
は
支
持
し
て
い
る
点
に
注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
戦
後
の
農
業
不
況
は
専
ら
穀
作
不
況
で

あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
契
機
に
し
て
農
業
の
素
材
的
構
造
転
換
が
一
歩
を
進
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
一
八
二
八
年
に
世
に
出
た
ケ
ネ
デ
ィ
と
グ
レ
イ
ン
ジ
ャ
両
者
の
手
に
成
る
「
イ
ギ
リ
ス
土
地
保
有
の
現
況
」
は
、
二
七
年
か
ら
八
年
に

亘
っ
て
土
地
保
有
と
農
業
慣
行
を
含
め
て
イ
ギ
リ
ス
農
業
の
実
態
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
農
産
物
価
格
か
ら
判
断
し
た
限
り
不
況
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

大
底
は
二
九
年
で
あ
り
三
二
年
ま
で
同
水
準
で
停
滞
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
調
査
が
不
況
期
の
農
業
の
実
態
を
提
示
し
た
も
の
と
し

て
、
時
期
的
に
最
善
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
次
に
調
査
の
意
図
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
ば

サ
マ
セ
ッ
ト
伯
以
下
多
数
の
大
土
地
所
有
者
の
援
助
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
の
狙
い
は
、
不
況
に
よ
り
今
ま

で
圧
倒
的
に
地
主
の
側
に
あ
っ
た
地
主
”
借
地
農
間
の
カ
の
バ
ラ
ン
ス
が
動
揺
し
か
か
っ
た
時
に
、
「
作
離
れ
料
」
そ
の
他
の
補
償
慣
行
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

全
国
的
に
調
査
し
て
地
主
の
利
用
に
供
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
土
地
保
有
形
態
の
調
査
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
こ
の
史
料
は
既
述
の
史
料
と
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
て
い
る
。
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

り
、
前
に
あ
げ
た
史
料
は
様
々
の
土
地
保
有
形
態
の
う
ち
、
定
期
借
地
の
み
を
対
象
に
し
て
そ
の
動
向
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

今
回
の
史
料
は
各
州
に
つ
い
て
、
夫
々
、
次
に
揚
げ
る
よ
う
に
、
「
農
揚
は
一
般
に
…
…
で
保
有
さ
れ
て
い
る
（
貸
与
さ
れ
て
い
る
）
」

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九
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8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
〇

と
い
う
よ
う
に
各
州
に
支
配
的
な
保
有
形
態
が
唯
一
つ
だ
け
、
一
な
い
し
二
行
の
文
章
で
簡
潔
に
明
示
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
ろ
う
。
勿
論
、

こ
の
揚
合
の
農
揚
と
は
借
地
農
揚
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
調
査
そ
の
も
の
の
性
質
上
疑
い
な
い
が
、
戦
中
か
ら
戦
後
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

況
期
に
か
け
て
全
国
的
に
み
る
と
自
由
保
有
農
が
大
き
く
減
少
し
た
こ
と
は
通
説
の
言
う
通
り
で
あ
る
。
こ
の
「
現
況
」
を
原
文
の
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

次
に
引
用
し
て
置
こ
う
。

〔
史
料
二
〕

　
H
切
愚
σ
蕊
箋
き
．
爵
Φ
騰
畦
巨
の
弩
Φ
目
o
馨
8
ヨ
日
。
ゆ
尊
一
g
琶
。
ロ
暫
跨
o
旨
一
Φ
器
。
o
h
器
〈
雪
器
理
ω
、
・
（
や
ま
）
・

　
目
寒
き
恥
ぎ
醤
、
評
『
霧
ぎ
昌
δ
8
ロ
旨
鴇
鷺
①
鴨
ま
邑
蔓
ぽ
一
山
o
昌
一
。
塁
。
ρ
h
曾
ω
。
く
曾
o
H
賄
。
瑳
け
Φ
窪
器
畦
9
、
（
b
・
暴
y

日
b
o
§
鳶
き
鴨
ぎ
毯
試
ま
、
一
Φ
器
①
ω
弩
¢
日
。
馨
。
。
目
旨
g
な
鮫
冨
艮
①
9
び
暮
昌
g
臨
8
勲
一
。
凝
§
β
、
（
や
露
〉

H
＜
9
導
蓋
＆
跨
建
蕊
．
目
①
け
目
き
鍍
ぼ
け
匡
の
8
琶
ぞ
。
匡
①
身
ぎ
髭
暮
註
一
ご
。
隔
h
霜
一
婁
。
ω
浮
魯
貰
。
磯
箏
算
貫
跨
Φ

　
　
　
け
震
旨
の
仙
0
8
げ
Φ
因
8
a
8
弩
き
q
陰
く
。
器
貰
ω
”
、
（
や
一
象
）
、

＜
9
§
慧
、
守
馨
ω
馨
く
。
q
。
§
暮
三
コ
g
昌
。
三
①
馨
ω
”
げ
葺
ぎ
馨
臣
Φ
。
団
馨
喜
α
Q
爵
①
。
8
ε
一
①
拐
幕
Φ
ξ

　
　
　
5
冨
旨
ω
暮
≦
臣
駐
冨
≦
旨
信
o
げ
日
0
3
ぎ
島
o
跨
讐
饗
名
器
団
o
吋
目
o
巨
零
．
（
窓
」
8
－
o
じ

　
≦
q
ミ
ミ
§
執
、
↓
ぎ
協
鴛
目
。
。
冒
O
o
旨
≦
龍
轟
①
鴨
旨
邑
眞
8
一
Φ
騨
霧
団
8
8
自
3
窪
g
薯
窪
q
－
8
。
器
鷲
の
．
λ
や
一
ま
）
・

＜
口
o
§
⑪
ミ
執
§
R
．
臣
。
醇
墓
馨
舅
巨
一
三
の
ε
巳
霧
①
畏
。
⇒
ぼ
①
ρ
ω
。
く
窪
。
目
巳
ロ
。
逢
量
げ
暮
ω
Φ
苺
二
の
跨
Φ
馨
馨

　
　
　
α
q
窪
段
餌
＝
零
霧
も
s
お
8
一
鴇
弩
団
賃
8
a
β
ぎ
9
．
（
り
一
a
y
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VIII　Z）8γ勿3んゼγθ‘．The　faTms　are　generally　upon　a　small　scale，and　the　tenallts　c五iefly　hold　at　wi11，．（p．181）

IX　Oωoπ3痂γθ

X　．Ooγsθご‘The　farms　are　in　general　let　for　fourteen　or　twenty－one　years，．（p，197）．

XI　D％蛾α窺‘Farms，in　the　westem　p＆rt　of伽e　county，＆τe皿ore　commonly　let　on　leases　than　by　the

　　　　year，but　in　other　qllarters　they　are　generally　held　at　wi11・・（p・201）・

XII　E3sθガThe　farms　in　Essex　are　most　commonly　let　on　leases　for　seven　or　fourteen　years’．（p．206），

XIIIθZ・鉱・醜73肋8‘Leasesaregenerallygr＆ntedf・rseven・rf・urteenye＆rsltherearescarecely＆nyf・r

　　　a　longer　term’．（p．215）．

XIV　磁即哲謝7θ‘Farms　in　tllis　county　are，or　at　least　have　been　until　lately　most　usually　let　on　leases　l

　　　but＆pracitce　is　gaining　ground　of　holding　them　only　at　wi11．’（p，241）．

XV　酌γヴbγ♂sんぢθ‘Farms　in　Herefordsllire　are　chiefly　let　only　by　the　year．，（p．233）．

XVI　挽吻b7d謝γθ‘Leases　are　most　usually　granted　for　seven　or　fourteen　years．，（p．237），

XVII　磁幡伽g♂oπsん伽‘The　farms　are　chiefly　iet　only　by　the　year．ン（p．245）．

XVIII　1ζε窺‘Leases　are　not　so　generally　granted　in　this　county　as　in　some　others，the　land，in　many

　　　part∫being　held　at　wi11，but　the　gre＆ter　proportion　of　it　is　rent　for　either　seven　or　fourteen　years，，

　　　　（p。248〉

　　　　　　　ヤ恥K無題螺蕪遡個烈嘲躍躍　　　　　　　　　　　　　　　　　博1



　　　　　　　　1撃繍螂瞬く執麟酬。。　　　　　　　　　　　　　　1判
XIX　Lωπσα3ん乞7θ‘They（farms）are　most　commonly　let　on　leases　for　seven　yearsノ（p，255）。

XX　Lθ60θ3哲θγ戯γθ‘The　ten乱nts　lnost　commonly五〇1d　at　wi11。，（p．261）、

XXIL伽。Z翻γθ‘Thegeneralcust・minLincQlnshireis，t・1etthefa皿s・nleasesf・rseven・rf・u「teen

　　　　yearsノ　（p．266）。

XXII　囲面Zθ8θの

XXIIIN。雌‘Leasesaregenerallygra亘tedf・rseven・rf・urteenyearslafewf・rtwenty・・neyea「sノ

　　　　（pp。285・86）。

XXIVN。伽剛・π5伽‘thefarmsarem・stc・mm・nlylet・nlyfr・myeart・yearノ（P・282）・

XXV　1“oγ6ん％励θγZαπd‘Leases　are　granted　for　seven，fourteen，or　twenty－one　years…・，（P・279）・

XXVI　1“066伽gんαηし3んゼγθ‘The　tenants　in　general　in　this　county　hold　only　at　w皿ノ（p，292）、

XXVII　O釘b7♂3んゼγθ‘1eases　are　granted　for　seven　or　fourteen　yearsノ（p．297）．

XXV皿　伽記απ己‘The　farms　llere　are　generally　held　at　wi11。，（p。300〉

・XXIX　Sん70P3属γθ‘The　farms　in　general　are　he1（10nly　fro皿year　to　ye乱r・，（P・303）・

XXX　Somεγ3θ6‘且s廿ally　granted　for　eight　or　twelve　yearsノ（p．309）。

XXXI　S6媚oγ4s雇ゲ8‘The　tenants，in　genera1，1101d＆t　wi11．，（p、327）。

XXXIIS卿乃‘Thefarmsareusu＆11ylet・nleasesf・rseven・rf・urteenyearsノ（P・314）・
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①
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＜
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旨
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．
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図
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§
野
奪
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、
爵
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辱
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Φ
昌
暑
。
匡
Φ
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。
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ω
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図
図
図
≦
ミ
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憂
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ω
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讐
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H
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①
p
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巳
。
一
器
昌
る
§
』
且
ω
。
犀
薯
。
量
6
器

　
　
団
Φ
帥
誘
◎
．
（
や
ω
ホ
）
、

図
図
図
＜
H
H
ミ
§
き
、
↓
げ
①
穿
日
の
ぽ
垂
一
醇
一
聴
①
跨
㊤
瞳
馨
ξ
匿
q
。
巳
。
節
馨
団
。
塞
Φ
く
Φ
p
塙
。
畦
奮
p
。
賊
8
毒
な
6
器

　
　
｝
Φ
曽
誘
。
．
（
や
器
O
）
●

図
図
図
く
日
§
§
§
蓉
き
．
審
露
ω
鴨
器
冨
ξ
鳴
彗
邑
む
暮
8
な
翫
。
塞
げ
。
↓
＝
Φ
匿
ω
置
。
げ
霧
け
ぼ
。
ρ
穿
①
。
＝
Φ
く
①
口

　
　
圃
Φ
の
お
。
糟
（
づ
■
ω
鴇
y

図
図
図
臭
寄
蕃
憂
還
．
犀
爵
。
寓
寡
。
巳
『
ぎ
目
思
窪
＝
。
器
彗
、
（
や
象
恥
）
。

　
こ
れ
ら
各
州
に
つ
い
て
の
記
載
か
ら
次
の
二
点
が
明
瞭
に
な
ろ
う
。
即
ち
第
一
は
、
こ
の
不
況
期
に
お
い
て
一
度
対
仏
抗
争
中
「
年
々

契
約
」
へ
の
切
り
か
え
が
行
な
わ
れ
た
「
長
期
借
地
」
が
、
全
国
的
に
見
れ
ば
再
ぴ
支
配
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
十
八
世
紀

末
に
起
り
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
全
く
逆
の
現
象
が
起
っ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
、
こ
の
揚
合
で
も
借
地
期
間
は
七
年
或
い
は
一
四
年
が
多
数

を
占
め
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
第
二
に
、
「
年
々
契
約
」
或
い
は
「
任
意
借
地
」
保
有
は
セ
ヴ
ァ
ー
ン
河
以
北
、
つ
ま
り
牧
畜
・
酪

農
地
域
で
不
況
の
影
響
の
比
較
的
弱
い
か
又
は
全
く
受
け
な
か
っ
た
よ
う
な
地
域
に
存
在
す
る
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
主

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三
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8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四

が
不
況
期
に
借
地
農
の
犠
牲
に
お
い
て
進
ん
で
地
代
収
益
の
安
定
化
を
計
り
、
借
地
農
に
よ
る
資
本
投
下
を
促
す
た
め
に
採
用
し
た
手
段

で
あ
る
と
推
定
せ
ら
れ
る
。
「
毎
年
契
約
」
か
ら
「
長
期
契
約
」
へ
の
転
換
は
比
較
的
簡
単
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
長
期

借
地
の
揚
合
の
よ
う
に
契
約
期
日
の
切
れ
る
日
の
到
来
を
待
つ
必
要
も
な
か
っ
た
し
、
又
、
借
地
農
の
方
に
も
1
少
な
く
と
も
一
部
は

ー
別
の
面
で
大
き
な
利
益
、
つ
ま
り
改
良
の
成
果
を
自
己
の
手
に
し
得
る
と
い
う
安
心
感
か
ら
改
良
を
昂
め
生
産
の
増
大
を
計
る
こ
と

が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
一
般
的
に
言
え
ば
不
況
期
に
な
っ
て
土
地
改
良
の
余
力
の
あ
る
借
地
農
は
平
均
以
上
の
限
ら
れ
た
層
で
あ

り
、
地
主
の
揚
合
も
、
財
政
的
余
力
の
あ
る
大
地
主
の
み
が
地
代
維
持
の
た
め
こ
の
時
期
に
逆
に
積
極
的
に
投
資
を
進
め
る
こ
と
が
出
来

　
　
　
（
1
1
）

た
の
で
あ
る
。

　
次
に
第
二
点
に
つ
い
て
は
改
め
て
注
目
に
値
す
る
。
つ
ま
り
、
一
言
に
い
え
ば
農
業
地
と
し
て
将
来
性
の
あ
る
地
域
は
以
前
の
時
期
と

同
じ
事
態
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
チ
ェ
シ
ャ
に
お
い
て
は
十
八
世
紀
末
に
は
三
代
借
地
か
ら
七
～
一
二
年
借
地
へ
の
切
り
か

え
が
進
行
し
て
い
た
が
、
こ
の
段
階
に
な
る
と
、
史
料
の
示
す
よ
う
に
任
意
借
地
へ
の
転
落
が
更
に
こ
れ
に
続
い
て
進
行
し
て
い
る
こ
と

が
分
る
。
「
高
度
集
約
農
業
」
の
中
心
地
チ
ェ
シ
ャ
の
地
代
の
一
貫
し
た
顕
著
な
増
大
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
史
料
の
綿
密
な
分
析
に
も
と
づ
い
て
、
筆
者
は
「
定
期
借
地
の
人
気
の
更
に
大
き
衰
退
は
、
戦
後
期
に
起
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

　
　
　
（
1
2
）

る
」
と
説
く
、
ト
ム
ス
ン
の
主
張
に
ど
う
し
て
も
組
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
彼
は
、
更
に
こ
の
上
に
、
当
時
の
不
況
調
査
委
員
会
の
証

言
に
お
け
る
、
二
〇
年
前
に
は
借
地
農
が
長
期
借
地
を
欲
し
て
い
た
の
に
現
在
は
そ
れ
を
誰
れ
も
欲
す
る
者
は
い
な
い
と
い
う
指
摘
を
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

み
上
げ
て
、
「
毎
年
契
約
の
最
終
的
普
及
は
地
主
の
弱
さ
の
結
果
で
あ
っ
て
彼
の
カ
の
証
明
で
は
な
い
」
と
結
ん
で
い
る
が
、
事
実
は
全

く
逆
な
の
で
あ
っ
て
、
借
地
農
は
年
々
契
約
を
欲
し
た
に
も
拘
ら
ず
地
主
の
ぺ
ー
ス
に
よ
り
七
－
一
四
年
の
定
期
借
地
が
進
行
し
た
と
考



え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀

　
　
（
1
）
　
こ
の
農
業
不
況
に
関
し
て
は
労
作
、
毛
利
健
三
稿
「
一
八
一
五
－
一
六
年
の
イ
ギ
リ
ス
農
業
不
況
」
（
「
土
地
制
度
史
学
」
二
四
号
）
が
参
照

　
　
　
さ
る
べ
き
で
あ
る
o

　
　
（
2
）
句
■
冨
い
弓
げ
o
日
℃
8
p
o
り
鼻
‘
や
8
ど
b
や
田
“
～
軌
。

　
　
（
3
）
ρ
南
国
馨
に
昏
目
9
B
讐
8
一
》
讐
一
。
巳
け
葺
毘
＆
冨
琶
。
墓
段
醇
蜜
宕
一
8
巳
。
≦
器
b
8
8
巨
。
国
馨
。
望
H
一
ら
b
。
。
タ

　
　
　
な
お
最
近
の
通
史
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
9
臨
・
○
㎏
名
ぼ
欝
≦
①
昌
鱒
B
o
や
o
霊
一
や
鴇
・

　
　
（
4
）
　
い
O
ポ
℃
崖
帥
目
甲
国
8
ロ
o
日
8
国
一
の
8
曙
9
寓
a
R
ロ
ω
ユ
鼠
一
P
劃
b
唱
一
雛
～
ま
’
な
お
こ
の
主
張
は
最
近
の
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
の
書
物
で

　
　
　
も
受
入
れ
ら
れ
・
今
や
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
宮
崎
・
米
川
訳
「
世
界
の
工
揚
」
八
七
頁
参
照
。

　
　
（
5
）
い
・
囚
Φ
自
Φ
身
欝
日
ω
■
○
冨
轟
①
」
6
『
。
写
窃
。
馨
ω
茸
。
o
h
島
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↓
9
き
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0
隔
罫
け
α
言
9
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国
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（
6
）
O
。
国
3
馨
一
一
欝
ド
9
目
讐
o
P
o
や
。
一
け
‘
や
一
〇
。
9

　
　
（
7
）
　
本
書
の
一
三
〇
頁
に
も
及
ぷ
序
文
は
真
に
要
領
を
得
な
い
「
難
解
」
な
も
の
で
あ
っ
て
、
結
局
最
も
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
農
業
保
護

　
　
　
の
必
要
性
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
農
業
不
況
の
も
と
で
旧
借
地
農
へ
の
補
償
が
借
地
経
営
資
本
を
圧
迫
し
て
い
る
と
い
う
主
張
が
本

　
　
　
書
の
成
立
と
関
連
し
て
最
も
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
8
）
　
「
農
業
改
良
会
」
の
調
査
に
は
「
定
期
借
地
」
の
他
に
「
土
地
保
有
」
な
る
節
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
各
州
に
お
け
る
定
期
借
地
の
比
重

　
　
　
を
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
（
9
）
　
つ
ま
り
、
自
由
保
有
地
が
減
少
し
、
借
地
形
態
で
は
コ
ビ
ー
・
ホ
ウ
ル
ド
が
年
々
契
約
或
い
は
任
意
借
地
に
切
り
変
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る

　
　
　
か
ら
、
十
八
世
紀
と
比
較
し
て
土
地
保
有
形
態
の
斉
一
化
が
急
速
に
進
行
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
（
1
0
）
　
本
稿
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
み
を
問
題
と
す
る
。
デ
ヴ
ォ
ン
シ
ャ
は
借
地
形
態
に
言
及
な
く
、
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
は
全
く
叙
述
が
な
い
。

　
　
　
　
　
イ
ギ
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農
業
制
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を
廻
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諸
問
題
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1
1
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（
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）

（
1
3
）
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年
報
　
人
文
科
学
研
究
　
8

労
客
。
r
の
げ
o
目
℃
8
P
o
や
9
f
り
b
o
鴇
諏
；

一
げ
崔
‘
う
N
い
ρ

H
ぴ
一
自
‘
や
N
ω
一
・

一
七
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
続
い
て
わ
れ
わ
れ
は
四
〇
年
代
以
降
に
入
ろ
う
。
三
〇
年
代
末
か
ら
農
業
は
上
向
に
転
じ
て
い
た
。
既
に
始
ま
っ
て
い
た
不
況
の
末
期

の
人
工
肥
料
の
利
鳳
硯
、
「
長
期
借
地
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
農
業
の
将
来
に
対
す
る
期
待
の
高
揚
は
、
し

か
し
、
無
論
以
前
の
十
八
世
紀
末
の
よ
う
な
大
き
な
も
の
で
も
急
激
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
事
後
的
に
考
察
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
農
業

は
確
か
に
「
黄
金
時
代
」
の
入
口
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
。
た
だ
穀
物
法
の
存
続
に
対
す
る
不
安
と
廃
止
さ
れ
た
時
の
農
産
物
価
格
の
低

落
懸
念
が
強
く
底
流
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
廃
止
」
運
動
の
高
ま
り
と
借
地
経
営
資
本
の
保
障
を
主
要
な
目
的
と
し
て
四
〇
年
代
初
頭
を
中
心
に
各
地
に
「
借
地
農
ク
ラ
ブ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

国
費
巨
Φ
透
9
5
が
誕
生
す
る
。
し
か
し
穀
物
法
は
四
六
年
遂
に
廃
棄
せ
ら
れ
、
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
農
業
の
国
際
競
争
力
を
培
養
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ヨ
ロ

め
に
借
地
農
資
本
の
保
護
を
意
図
し
た
「
ピ
ュ
ジ
ー
法
案
」
は
地
主
の
強
力
な
反
撃
に
あ
い
流
産
し
た
。

　
バ
ー
ク
シ
ャ
の
進
歩
的
地
主
ピ
ュ
ジ
ー
を
委
員
長
と
す
る
議
会
の
「
全
国
農
業
慣
行
調
査
委
員
会
」
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
ア
）
の
よ
う
な
状

況
の
産
物
で
あ
り
、
こ
の
期
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
農
業
を
知
る
彪
大
な
史
料
で
あ
る
。
多
く
の
州
か
ら
諮
問
さ
れ
た
証
人
に
対
し
て

行
な
わ
れ
た
尋
問
は
一
〇
、
O
O
O
を
越
え
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
す
ぺ
て
出
身
州
の
事
情
に
通
じ
て
い
た
わ
け
で
な
い
．
｝
と
は
、
内
容



を
一
読
し
た
者
に
は
明
瞭
で
あ
る
。
，
加
う
る
に
設
間
が
定
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
結
論
的
に
言
え
ば
、
こ
の
調
査
報
告
と

証
言
記
録
は
当
時
の
農
業
の
総
合
的
把
握
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
借
地
契
約
期
間
の
動
向
を
知
る
も
の
と
し
て
は
余
り
役
立

た
な
い
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
こ
の
史
料
の
利
用
は
専
ら
後
に
廻
し
て
、
「
索
引
」
に
記
載
さ
れ
た
も
の
だ
け
を
こ
こ
に
あ
げ
る
に
止
め
る
。
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Φ
貰
8
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彗

こ
れ
ら
の
断
片
史
料
か
ら
も
借
地
契
約
期
限
は
一
年
限
り
の
契
約
に
再
度
逆
転
し
て
お
り
、
そ
れ
が
支
配
的
に
根
を
下
し
て
い
る
こ
と



が
う
か
が
わ
れ
る
。
実
は
前
記
「
借
地
農
ク
ラ
ブ
」
の
創
立
は
、
こ
の
よ
う
な
「
年
々
契
約
」
借
地
の
増
大
を
背
景
に
考
え
れ
ば
よ
り
理

解
し
易
す
か
ろ
う
。

　
だ
が
、
こ
の
当
時
の
記
録
と
し
て
最
も
包
括
的
で
信
懸
性
を
主
張
し
得
る
の
は
、
一
八
五
〇
年
に
世
に
出
た
既
述
ケ
ア
ー
ド
の
著
述
で

あ
ろ
う
。
こ
の
中
の
借
地
保
有
期
間
の
記
録
は
、
必
ず
し
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
全
州
を
覆
っ
て
い
な
い
し
、
各
州
に
つ
い
て
も
厳
密
に
言

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

え
ば
こ
れ
は
妥
当
す
る
。
し
か
し
彼
の
よ
う
な
見
識
の
あ
る
エ
キ
ス
パ
ー
ト
が
単
独
で
行
な
っ
た
、
つ
ま
り
判
定
に
む
ら
の
な
い
調
査
報

告
と
し
て
矢
張
り
大
き
な
プ
ラ
ス
点
を
主
張
し
得
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
彼
の
著
作
か
ら
網
羅
的
に
わ
れ
わ
れ
は
次
の
記
録
を
見
い
出
す

　
　
　
　
（
7
）

こ
と
が
出
来
た
。
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　　　　　　　　臨《紳酬母騨く執麟闘。。　　　　　　　　　　　　　　　1くO
IV　Oα励γ嘱gθsん¢γθ（the　Fen　County）‘Not　many　of五is（the　Duke　of　Bedford）Grace，s　ten＆nts　here　ho1（1

　　　0nlease，…．’（P．182），

V（7んθ3んづγθ

VI　O％励θγZ飢4‘The　farms　are　a111et　on　le＆se　at　money　rents　for　a　period　of　fourteen　years，…。，

　　　　（p，353）．

VII　1）87吻3漉γθ

VIII　ヱ）θ”oπsんゼγθ‘Life　leases　are　now　replaced　as　they　fall　out　by　leases　of　seven　to　ten　years，for　large

　　　　farms，and　of　six　years　for　sma11ノ（p．50）。

IX　Do73θ6‘The　farms　are　c五iefly　hold　on　yearly　agreement，though　leases　from　seven　and　ten　to　twen－

　　　　ty－one　years　afe　not　uncommon，…。，（p．58），

X　Z）％γんαηがthe　farms　are　lle1（1from　year　to　year，but　the　same　families　continue　in　tlleir　farms　for

　　　　generations．，（p。344）．

XI　E3sθの‘The　holdings　are　gener乱11y　from　year　to　year，especially　where　the魚rms　are　small　and　the

　　　　tenantsεし1ess　enlig五tend　class．，（p．135）。

XII　σZo％oθ3哲873ん伽‘many　of　the　most　wealt五y　of　t血e　farmers　hold　their　lands　on　lease，but　the　tenure

　　　　are　ehiefly　from　ye＆r　to　year。7（p，32）．



　　　　‘The　farms　are　generally　held　from　year　to　year．，（p．42）．

XIII　出窩p3ん伽‘In　both　divisions　the　farms　are　commonly　held　on　ye＆rly　tenuresノ（p。89），

XIV　肋吻bγ4sん¢γθ

XV　伽窺伽9♂oπ3んかθ

XVI　Lαπoα3ん乞γ8‘Unfortmately　the　great　proportion　of　t116country　is　he1（1by　small　faτmers…，while

　　　much　oHt　being　lleld　on　life　le＆ses，and　the　gre＆t　proportion　of　tlle　rest　on　ten廿res　from　year　to

　　　year．2（p．265）．‘The　farms　are　generally五eld　on　seven　ye乱rs　leases，some　on　fourteen（in　the　dairy

　　　district）．，（p．281）．

XVII　Lθ¢θθ3哲θγ3雇78‘The　tenants　almost　invari乱bly五〇1d　from　year　to　year．P（p・219）・

XVIII　LれooZπ3んゼγθ‘as　leases　were　not　the　fashion　of　the　county，…．，（p．194）、

XIX　脇面Zθsθ砂

XX　NoげbZゼ1ease　for21years　being　now　common　over　Norfolk，…，，（pp，165－6）．

XXI　ハωγ哲加観μoπ3ん伽‘The　farms　are　all　he1（1from　year　to　year　l　and　there　is　no　desire　on　the　part　of

　　　　t五e　tenants　for　leases．，（p．432）．

XXII　No7仇麗鵬δ8γZαπd

XXIII　ハ石oむむれg勧窺sんゼγ8‘The1＆nd　in　the　county　is　chiefly　in　the　hands　of　large　proprietors，…，1etting

　　　　　　　ヤ嵜笥K奪翼躍蝋語囲如製即灘躍腰　　　　　　　　　　　　　　　　　　1く1



　　　　　　　　1曄照紳凄駕廿騨く肱紬駅。。　　　　　　　　　　　　　　　1く11

　　　　their　farms　from　year　to　year　at　moderate　rents．ン（P．144），

XXIV　O勾b743雇7θ‘The　farms　are　generally　held　from　ye＆r　to　year，1eases　being　t五e　exception．ン（p．17）．

　　　　‘Greatpart・fthelandwhic五farmsthesubjects・fthisletterislet・nyearlytenure．ン（P．25）．

XXV　E撹Zαπ4

XXVI　8匁がbγ4sんゼγθ‘The　tenantry　llold　chiefly　on　yearly　tenures，and　prefer　to　do　so．，（p．231）．

XXVII　S励Z乃‘The　lighter　soils　on　the　eastem　and　westem　side　of　the　county　are　held，…，by1乱rge　f訂m－

　　　　ers，gener＆11y　men　of　capita1，who　have　leases　Qf7and8to14years．，（pp．151－2）．

　　　　‘t五e　farms　are　held　chiefly　from　year　to　year　by　men　of　little　capit＆1（on　t五e五eavy　lands）．，（p．152）．

XXVIII　S％γγθ写‘Farms　are　principally　lleld　on　yearly　tenures，thoug111eases　of7to14ye＆rs2duration

　　　arenOtuncommon．’（P．119）．

XXIX　S秘∬8¢‘The　farmers　usually　hold　tlleir　farms　on　yearly　tenures，，（p．127）．

XXX　肱γ”¢o加雇惚‘Farms　are　generally　let　fro皿year　to　year．，（P．222）。

XXXI　昭θ諮ηoγZα蜴

XXXII　碗伽ん吻‘Tlle　farms…，held　from　year　to　year…．，（p．75）．

　　　　‘The　farmers，in　fact，who　generally　llold　on　lease，are　a　superior　class　of　men，…．ン（p．81）．

XXXIII％廊んゼ7θ（WR，）‘丁五ere　are　few　le＆ses，the　holding　being　chiefly　from　year　to　year，…．，（p．290），



（
国
菊
り
）
百
匡
o
胤
跨
巨
の
碧
Φ
巴
一
げ
o
匡
呼
o
ヨ

き
》
o
爵
巽
貰
『
昏
鴨
目
窪
ミ
（
℃
」
鴇
）
．

岩
畦
8

器
葺
呂
山
浮
。
お
誌
ま
註
路
8
爵
。
冨
ヰ
o
属
浮
①
＄
壼
算
無
○
吋

　
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
ピ
ュ
ジ
ー
委
員
会
証
言
記
録
に
関
し
て
持
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
推
論
を
動
か
し
難
い
も
の
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

「
長
期
借
地
」
は
今
や
急
速
に
減
少
し
つ
つ
あ
り
、
「
年
々
契
約
」
の
増
大
が
顕
著
に
観
察
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
転
換
が
予
想

外
に
急
速
で
あ
る
時
に
関
し
て
は
、
前
の
不
況
期
の
借
地
契
約
期
間
が
長
期
と
い
っ
て
も
七
ー
一
四
年
で
あ
っ
た
点
を
念
頭
に
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
外
に
非
経
済
的
要
因
が
考
え
ら
れ
得
る
か
？
　
恐
ら
く
無
視
出
来
な
い
の
は
一
八
三
二
年
の
選
挙
法
改
正
で
あ
ろ

う
。
マ
ッ
ク
レ
ガ
ー
は
最
近
借
地
形
態
・
期
間
に
支
配
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
は
経
済
的
要
因
で
は
な
く
政
治
的
要
因
で
あ
っ
た
と
主

　
（
8
）

張
す
る
。
本
稿
の
史
料
は
長
期
的
趨
勢
に
も
と
づ
い
て
彼
の
主
張
が
一
方
的
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
が
、
三
二
年
改
正
で
借
地
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
投
票
権
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
地
主
に
よ
る
借
地
農
支
配
の
欲
望
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
、
当
時
主
張
さ
れ
た
点
で
あ
り
、
或
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

度
考
慮
に
入
れ
る
に
価
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
勿
論
こ
の
揚
合
で
も
、
農
業
に
対
す
る
長
期
的
に
は
強
気
の
気
配
が
底
流
に
存
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

で
あ
る
。
四
〇
年
以
降
の
荒
蕪
地
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
最
後
の
高
ま
り
は
、
こ
れ
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
一
般
に

地
主
と
借
地
農
を
比
較
し
た
揚
合
、
前
者
の
方
が
そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
ホ
ラ
イ
ズ
ン
に
関
す
る
限
り
遙
か
に
広
か
っ
た
こ
と
を
頭
に
入
れ
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
借
地
農
は
専
ら
目
先
の
利
益
し
か
眼
中
に
な
か
っ
た
。
ケ
ア
ー
ド
は
特
に
こ
の
点
を
指
摘
し
た
の
で

（
1
2
）

あ
る
。
彼
ら
の
中
に
「
年
々
契
約
」
を
選
ぶ
傾
向
が
み
ら
れ
た
の
は
こ
の
点
と
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
が
、
こ
れ
は
後
に
問
題
に
す
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三



一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
8

一
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四

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

　
書
簡
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
簡
単
に
終
え
て
い
る
州
も
あ
る
。

（
7
）
　
ブ
ラ
ン
ク
の
州
は
借
地
形
態
に
つ
い
て
の
一
般
的
叙
述
を
筆
者
が
発
見
し
得
な
か
っ
た
州
で
あ
る
。

（
8
）
　
本
稿
一
五
九
頁
註
（
5
）
参
照
。

（
9
）
　
い
わ
ゆ
る
「
チ
ャ
ン
ド
ス
条
項
」
で
、
チ
ャ
ン
ド
ス
伯
の
動
議
に
よ
り
加
え
ら
れ
た
。
五
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
地
代
を
支
払
う
借
地
農
に
投
票

　
縮
を
与
え
た
も
の
で
、
プ
ル
ジ
日
ワ
ジ
ー
に
与
え
た
投
票
権
の
対
価
と
看
徹
さ
れ
る
。
0
8
い
》
b
ユ
の
鴨
噸
↓
富
卜
α
q
o
g
H
旨
鷺
o
お
巨
①
旨
”

　
や
蹟
ポ
ま
P

（
1
0
）
　
オ
ウ
ィ
ン
“
ウ
ェ
イ
タ
ム
の
書
物
も
こ
の
点
を
可
成
強
調
し
て
い
る
。
○
ヨ
ぎ
曾
≦
o
浮
”
旨
”
o
や
o
拝
℃
マ
お
1
曾

（
n
）
》
国
こ
。
巨
の
。
p
巨
器
唱
。
跨
慧
8
。
＝
冨
の
目
p
一
一
ぎ
巳
。
≦
希
↓
も
ヒ
ρ

（
皿
）
　
い
O
a
a
い
国
ロ
屯
一
旨
》
鵯
一
〇
巳
言
輔
ρ
や
頓
O
G
o
・

○
甲
閃
ロ
紹
o
旨
昏
鼠
．
9
旨
讐
o
ロ
。
o
マ
9
け
‘
や
“
0
8
臼

前
掲
拙
稿
、
「
フ
ァ
ー
マ
ー
の
歴
史
に
関
す
る
一
試
論
」
一
八
一
ー
八
二
頁
。

同
稿
、
　
一
八
六
－
八
八
頁
。

国
①
宕
濤
ヰ
o
巨
爵
o
の
〇
一
〇
g
9
ヨ
目
一
g
8
自
》
讐
一
〇
巳
葺
旨
一
〇
拐
8
巨
。
。
堕
ぎ
留
き
や
賂
・

H
げ
箆
‘
℃
や
ひ
い
～
弁

こ
の
ケ
ア
ー
ド
の
書
物
は
五
六
通
の
書
簡
と
し
て
タ
イ
ム
ズ
に
連
載
さ
れ
た
も
の
を
一
巻
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
ほ
ぼ
一
州
が
二
通
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
シ
ュ
・
ッ
プ
シ
ャ
の
よ
う
に
全
く
触
れ
ら
れ
な
い
州
も
あ
れ
ぱ
ハ
ン
テ
ィ
ン
ド
ン
シ
ャ
の
よ
う
に
き
わ
め
て



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
五
〇
年
代
、
特
に
後
半
の
「
黄
金
時
代
」
の
頂
点
を
経
過
し
、
七
五
年
頃
か
ら
十
九
世
紀
末
の
い
わ
ゆ
る
「
長
期
農
業
不
況
」
昌
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
お
簿
U
8
お
隆
8
9
国
凝
一
一
旨
》
讐
ざ
巳
言
お
が
始
ま
る
。
し
か
し
既
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
最
初
構
造
的
不
況
と
し
て
意
識
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ず
、
地
代
は
七
〇
年
代
末
ま
で
上
昇
傾
向
を
続
け
る
。
七
九
年
に
「
農
業
不
況
調
査
委
員
会
」
が
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
伯
を
委
員
長
と
し
て
生

ま
れ
、
証
言
記
録
と
し
て
七
〇
、
O
O
O
近
い
途
方
も
な
い
数
の
質
疑
が
八
O
年
二
月
か
ら
二
年
間
以
上
も
続
け
ら
れ
「
証
言
記
録
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

跨
Φ
Φ
く
達
窪
8
竃
且
9
①
ω
ω
窃
と
し
て
公
に
さ
れ
た
。
更
に
こ
れ
と
平
行
し
て
数
人
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
・
コ
、
・
・
シ
ョ
ナ
ー
が
任
命
せ
ら

れ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
始
め
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
に
ま
で
も
及
ぶ
調
査
が
行
な
わ
れ
て
、
彼
ら
の
サ
ブ
・
レ
ポ
ー
ト
が
作
製
提

　
　
（
4
）

出
さ
れ
た
。
こ
の
調
査
報
告
は
必
ず
し
も
統
一
が
と
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
対
象
と
し
た
地
域
の
各
所
に
質
問
書
を
配
布
し
、

そ
れ
を
回
収
・
集
計
し
た
デ
ー
タ
か
ら
報
告
書
を
作
製
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
当
面
の
対
象
に
つ
い
て
み
れ
ぱ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

東
・
南
部
と
ミ
ド
ラ
ン
ド
を
対
象
に
し
た
「
ド
ル
ス
報
告
」
三
け
u
益
8
．
ω
幻
巷
o
濤
、
北
部
を
調
査
し
た
「
コ
ー
ル
マ
ン
報
告
」
罵
け

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

O
o
一
①
ヨ
翠
、
ω
閃
琶
o
濤
南
西
部
を
受
持
っ
た
「
リ
ト
ル
報
告
」
呂
け
＝
琶
o
、
ω
閃
①
宕
濤
こ
の
三
者
と
も
本
章
の
問
題
点
に
関
し
て
は
利
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

度
の
高
い
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。

〔
史
料
五
〕

ω
　
　
「
ド
ル
ス
報
告
」
U
旨
8
．
ω
困
6
0
旨

　
　
「
農
揚
保
有
」
8
塁
曽
蕊
毫
誉
『
詳
吻

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題

一
八
五
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一
八
六

H
寒
§
蕊
詮
還
．
ヒ
目
馨
毘
貯
琶
ω
冒
臣
ω
。
。
自
蔓
貰
①
富
崔
庫
＆
R
罵
跨
ζ
夷
お
Φ
日
窪
鍔
6
げ
。
お
畦
①
げ
暮
く
。
蔓

　　

　協

一
。
翫
g
、
（
や
α
）
●

ロ
b
ピ
§
蕊
ξ
ぎ
ミ
罫
誉
．
竃
o
警
o
＝
げ
①
協
跨
目
ω
酵
臣
の
。
。
暮
け
曙
舘
。
げ
巴
自
以
鼠
雪
｝
①
畦
信
謎
擁
。
§
g
葺
註
爵
匹
図
言
o
ロ
ー

　　

　
爵
ω
、
昌
＆
8
8
ρ
巳
壁
6
冨
↓
Φ
畦
。
陣
胤
署
一
。
器
。
ω
嚇
、
（
や
目
y

H
目
　
爵
導
註
＆
塁
ミ
還
　
大
略
右
州
と
同
じ
（
や
蹟
y

H
＜
b
恥
＆
窒
ミ
還
、
O
p
跨
Φ
ロ
鑛
Φ
Φ
の
鼠
け
。
の
ぎ
昌
①
8
一
跨
9
爵
①
8
巨
昌
昌
。
隔
跨
虜
設
。
げ
。
匡
ロ
＆
①
q
雷
H
眞
＄
壁
目
鰐
｝

　　

　
註
跨
の
貯
目
8
跨
ω
、
p
＆
8
8
ρ
巳
賃
（
や
8
y

＜
肉
跨
§
、
男
胃
日
一
Φ
器
窃
胃
Φ
〈
Φ
曙
8
巨
目
8
旨
け
匡
ω
8
ロ
暮
累
需
旨
巷
ω
同
o
轟
巨
8
ω
醸
爵
暮
爵
2
ミ
ミ
㊥
＜
。
q

　　

　
8
日
貸
。
P
h
。
↓
跨
2
零
Φ
β
。
妻
8
馨
冒
壁
ξ
び
巴
凝
。
弩
8
一
一
①
α
｝
…
、
（
り
賠
）
。

≦
嵐
ミ
慧
壕
勢
蕊
ま
．
問
舘
B
の
ぼ
浮
駐
8
自
q
胃
。
℃
鴨
器
邑
信
呂
紹
匹
轟
堕
げ
①
一
α
自
留
↓
器
醇
信
轟
お
弩
曾
け
る
且
一
①
霧
Φ
ω

　　

　
跨
①
自
8
目
目
自
。
．
（
や
睾
y

＜
H
H
愛
蕊
旨
鼠
旨
罫
帖
還
　
大
略
右
州
と
同
じ
（
サ
台
y

＜
一
目
富
§
§
昌
ミ
醤
同
（
や
＆
y

H
図
敦
§
9
謹
ミ
ま
同
（
や
器
y

図
ミ
＆
§
馨
．
目
塁
｝
g
跨
。
鼠
艮
旨
臣
の
。
。
琶
け
鴇
畦
。
ぽ
一
q
偉
＆
Φ
二
雷
ω
8
げ
暮
帥
寓
α
Q
Φ
謹
日
げ
g
彗
q
R
岩
彗
な

　　

　
帥
α
Q
お
。
日
Φ
旨
9
、
（
や
ひ
N
y



2
）

（
3
）

図
H
さ
さ
騨
．
臣
①
一
藷
Φ
＝
跨
霧
ぎ
酵
。
。
琶
9
㊤
注
Φ
の
b
。
。
一
＆
コ
げ
。
ω
①
ぎ
≦
。
馨
2
。
誉
一
ぎ
§
の
①
昌
Φ
β
一
信
匿
α

　　

　
琶
α
Φ
二
塞
Φ
う
且
甚
。
邑
。
↓
①
跨
Φ
旨
a
。
H
ξ
。
団
浮
①
寧
虜
一
巳
g
お
匿
山
毒
山
霞
『
8
身
騨
讐
8
墓
議
ー
、
（
や
α
軌
y

図
目
き
轟
§
慧
§
§
慧
．
寄
目
ω
首
臣
ω
8
毒
な
馨
鴨
器
邑
好
匿
山
・
匿
Φ
芝
§
一
葦
。
q
馨
馨
募
｝
惹
爵
舞
B
。
暮
冴
、

　　

　
昌
＆
8
ε
ρ
巳
“
げ
暮
け
ぼ
8
跨
Φ
”
h
署
一
8
の
①
の
■
、
（
や
認
）
。

図
目
H
　
≧
。
§
鳶
ぎ
義
ミ
ま
　
大
略
右
州
と
同
じ
（
や
N
o
。
y

図
一
く
訪
§
ぎ
蕊
同
（
や
o
。
o
o
y

図
＜
。
。
ミ
§
、
閃
。
爵
の
違
Φ
墓
。
＝
窪
彗
β
p
電
§
ε
げ
。
8
目
馨
三
β
の
鼠
団
鼻
る
＆
①
〈
雲
琶
。
昌
蓉
ω
弩
Φ
Φ
塁
＄

　　

　
ω
。
馨
断
跨
募
醇
Φ
富
匡
虐
且
①
二
①
塁
①
も
＆
o
島
①
誘
ロ
呂
R
魯
㎎
8
ヨ
。
暮
幹
、
（
も
や
。
一
－
N
）
。

　　

「
コ
ー
ル
マ
ン
報
止
口
」
O
o
一
①
巨
跨
昌
げ
因
Φ
℃
o
旨

図
≦
さ
博
§
忌
毘
§
』
、
固
昌
。
夷
三
。
凝
一
虜
①
の
冒
。
〈
＆
ぼ
弩
信
鼠
旨
一
ξ
。
旨
”
暮
団
舞
。
お
ぎ
け
げ
Φ
言
冥
。
〈
Φ
馨
旨

　　

　
。
鴫
跨
巨
・
鉾
暮
爵
。
冥
。
器
昌
＝
ぎ
ρ
塁
山
①
琶
Φ
。
芭
ξ
馨
8
け
冨
げ
＆
試
轄
ω
8
日
馨
蓉
a
ω
。
墓
臣
く
。
器
器
夷
。
』

　　

　
鴨
Φ
跨
。
冨
凝
Φ
o
＝
。
。
一
一
轟
匿
の
0
8
匡
同
。
P
塁
α
日
即
昌
鼠
§
①
誘
ぎ
巳
α
ぎ
嵩
胃
忠
Φ
け
”
器
彗
、
の
づ
＆
8
註
爵
ま
Φ
琶

　　

　
8
＆
葺
o
塁
器
ε
け
①
轟
旨
－
博
蒔
冥
、
（
や
い
y

図
＜
H
H
卜
§
§
ミ
惹
．
（
巨
a
巳
冤
）
d
注
霞
鴇
＄
同
甘
魯
頓
馨
馨
異
．
（
や
＆
）
臼

図
く
日
9
c
－
恥
ミ
還
θ
”
区
一
ζ
浮
。
鴬
ξ
げ
畳
8
琶
コ
琶
尋
畦
ρ
惹
爵
身
馨
葺
訂
、
ぎ
ユ
8
◎
、
（
や
邑
’

　　

「
リ
ト
ル
報
告
」
＝
琶
の
、
。
。
国
O
℃
O
旨

　　

　　

　　

ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七
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8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八

　
「
農
揚
保
有
」
↓
§
ミ
。
県
誉
『
醤
恥

図
H
図
　
Q
ミ
醤
ミ
9
割
　
．
↓
げ
3
賃
閃
げ
o
暮
爵
Φ
8
β
昌
な
一
け
貫
H
審
ロ
o
＜
ρ
信
聲
巴
8
一
①
幹
｛
巽
目
の
o
ロ
一
〇
霧
Φ
ω
o
協
ざ
一
♪
o
↓
N
一
巻
貰
ω
｝

　
　
日
o
暮
ぼ
Φ
ρ
虐
o
暮
灯
団
o
↓
峯
鴇
g
諾
。
、
（
や
刈
y

図
図
b
§
醤
ミ
還
、
H
げ
零
①
げ
Φ
窪
ひ
q
窪
Φ
邑
ぢ
獣
。
馨
8
爵
舞
爵
。
旨
・
警
霧
壼
一
一
①
H
目
賄
o
擁
妻
ぼ
g
爵
。
蜀
鼠
坊
一
g
冒

　
　
u
Φ
〈
8
冴
目
q
R
鈴
一
Φ
器
Φ
｛
o
↓
零
圃
。
鴛
ω
■
、
（
b
、
一
。
。
y

図
図
H
　
U
ミ
恥
9
　
、
一
騨
旨
ぽ
o
匡
け
げ
暮
魯
一
鈴
霞
Φ
日
且
o
ユ
蔓
o
胤
爵
①
隔
畦
目
ω
ぼ
跨
腕
o
o
以
昌
け
鴇
跨
Φ
一
9
ぼ
o
旨
岩
畦
8
｝
雷
同
｝

　
　
①
諄
・
こ
＆
R
程
轟
塞
日
Φ
旨
。
・
量
。
g
ε
旨
蓉
暮
富
、
β
＆
8
8
曾
’
8
＆
ぎ
・
～
ξ
藁
①
馨
。
暮
、
（
や
N
N
y

図
図
H
H
。
っ
§
霧
象
、
H
げ
①
一
一
Φ
〈
Φ
島
暮
即
。
q
↓
Φ
暮
B
a
。
ユ
蔓
。
胤
浮
。
醇
墓
畦
①
一
。
け
ぼ
。
目
器
舞
ε
器
芦
且
島
Φ
酵
R
ひ

　
　
o
励
旨
目
o
ロ
跨
ω
、
β
o
江
8
8
ρ
巳
け
■
、
（
や
象
）
。

　
こ
れ
ら
の
史
料
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
全
土
を
覆
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
断
定
的
な
結
論
を
出
す
べ
き
で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、

「
年
々
契
約
」
の
増
大
は
ケ
ア
ー
ド
の
史
料
の
時
期
で
あ
る
五
〇
年
代
よ
り
も
「
黄
金
時
代
」
を
通
過
す
る
過
程
で
更
に
強
め
ら
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
ノ
ー
フ
ァ
ク
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
等
に
観
察
さ
れ
る
切
り
か
え
が
こ
れ
で
あ
る
（
図
H
－
図
く
口
）
。
そ
れ

以
上
に
間
題
に
な
る
の
は
こ
の
時
期
の
史
料
が
「
黄
金
時
代
」
末
期
の
状
況
を
示
す
記
録
と
さ
れ
る
ぺ
き
か
、
或
い
は
、
不
況
期
の
そ
れ

を
示
す
も
の
と
解
す
ぺ
き
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
こ
の
点
で
は
ま
ず
前
者
に
軍
配
を
上
げ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
両
者
の
力
関
係

に
異
な
っ
た
解
説
を
下
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
前
者
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
地
主
の
貸
手
市
揚
を
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
と
す
れ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
P
）

ば
、
史
料
（
V
）
の
中
に
も
あ
る
如
く
、
不
況
下
に
お
け
る
借
地
の
借
手
市
揚
を
意
味
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
第
二
次
農
業
不
況
委

員
会
」
の
設
置
さ
れ
る
八
○
年
代
末
か
ら
九
〇
年
代
を
通
じ
て
借
地
は
十
九
世
紀
初
頭
の
不
況
の
よ
う
に
長
期
借
地
に
転
換
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
こ
の
時
期
に
至
り
、
史
上
初
め
て
借
地
市
揚
の
バ
ラ
ン
ス
が
借
地
農
の
側
に
傾
き
だ
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
イ
ギ
リ
ス
は
史
上
初
め
て
市
民
革
命
と
産
業
革
命
を
達
成
し
、
急
速
な
工
業
の
発
展
と
そ
れ
に
伴
な
う
人
口
の
急
増
を
迎
え
た
。
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
農
業
は
、
そ
の
工
業
人
口
に
供
給
す
る
農
産
物
を
、
法
的
（
穀
物
法
廃
止
以
前
）
に
も
、
或
い
は
事
実
上
（
「
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

輸
革
命
」
以
前
）
独
占
し
て
い
た
。
こ
れ
が
、
農
業
部
門
に
お
け
る
幾
多
の
不
況
を
経
過
し
な
が
ら
も
、
以
上
の
史
料
が
語
る
よ
う
に
、
借

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

地
が
常
に
貸
手
市
揚
で
あ
っ
た
基
盤
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
原
因
を
探
る
こ
と
は
、
本
稿
の
当
面
の
問
題
点
で
は
な
い
。

（
1
）
　
十
九
世
紀
末
の
「
畏
期
農
業
不
況
」
に
つ
い
て
も
最
近
で
は
そ
の
地
域
差
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
八
○
年
代
後
半
に
入
り

　
冷
凍
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
畜
産
地
域
に
ま
で
不
況
が
拡
大
し
て
行
っ
た
基
本
的
事
実
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
O
Q
蔑
・
↓
・
名
・

　
国
一
9
0
げ
霞
》
↓
げ
o
O
3
暮
U
①
胃
o
器
δ
ロ
9
国
β
笹
す
げ
》
讐
陣
o
巳
葺
博
ρ
一
〇
〇
刈
㌣
一
〇
。
0
9
国
p
国
，
因
‘
凶
一
一
．

（
2
）
　
こ
の
点
は
一
八
五
〇
ー
一
九
二
〇
年
の
間
の
地
代
傾
向
を
図
示
し
た
ダ
ン
ピ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
タ
ム
の
書
物
な
ど
を
参
照
。
ρ
U
跨
目
豆
9
－

　
≦
げ
Φ
け
げ
ゆ
ヨ
”
b
o
一
詳
一
8
鱒
旨
伍
跨
o
U
碧
昌
9
這
ミ
》
り
一
〇
y

（
3
）
　
こ
の
証
言
記
録
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
は
前
掲
の
フ
レ
ッ
チ
ャ
論
文
が
有
益
で
あ
る
。
彼
は
特
に
こ
の
中
で
証
人
が
穀
作
地
域
の
代
表
に

　
偏
し
て
い
た
事
実
を
強
調
し
て
い
る
。

　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
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一
九
〇

（
4
）
　
ア
シ
ス
タ
ン
ト
・
コ
ミ
シ
日
ナ
ー
の
調
査
対
象
と
な
っ
た
諸
国
は
ヨ
ー
・
ッ
バ
・
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
他
に
ド
イ
ル
の
ウ
ェ
イ
ル
ズ
、
ウ
ォ
ー

　
カ
ー
と
ホ
ウ
プ
の
手
に
な
る
ス
コ
ソ
ト
ラ
ン
ド
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
・
バ
；
ト
ス
ン
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
あ
る
。
ア
シ
ス
タ
ン
ト
．
コ
、
・
、

　
シ
ョ
ナ
ー
の
多
く
は
証
言
台
に
も
立
っ
て
い
る
。

（
5
）
因
o
轟
一
9
旨
巨
邑
8
8
》
管
。
巳
9
吋
①
■
男
ξ
浮
R
寄
8
詳
o
胤
属
弊
u
置
8
（
ρ
い
鴇
軌
自
）
」
。
。
。
。
ド

（
6
）
刀
8
。
旨
ξ
冒
け
9
一
。
B
き
（
ρ
呂
試
－
＜
）
し
。
。
。
。
P

（
7
）
　
園
o
宕
詳
げ
矯
竃
き
臣
葺
o
（
ρ
ω
い
誤
山
y
一
〇
。
o
o
N
●

（
8
）
　
リ
ト
ル
や
コ
ー
ル
マ
ン
の
報
告
に
は
夫
々
彪
大
な
附
録
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
借
地
契
約
に
関
し
て
も
豊
富
な
実
例
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
の
個
々
の
例
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
全
く
利
用
さ
れ
な
い
。

（
9
）
　
「
黄
金
時
代
」
の
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
を
経
く
と
、
「
定
期
借
地
」
を
要
求
し
「
年
々
契
約
借
地
」
を
弾
劾
す
る
記
事
が
数
多
く
見
い
だ
さ

　
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
政
治
的
意
図
を
考
慮
し
た
上
で
、
な
お
借
地
農
の
要
求
の
高
ま
り
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
1
0
）
　
周
知
の
よ
う
に
エ
セ
ッ
ク
ス
は
そ
の
粘
土
性
土
質
の
関
係
上
、
不
況
の
影
響
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
最
も
強
く
受
け
た
州
で
あ
り
、
当
地
域
で

　
は
多
く
借
地
農
が
破
産
し
て
土
地
を
離
れ
た
の
で
あ
る
。
史
料
の
叙
述
は
、
二
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
借
地
農
の
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ブ
に
よ
り
年
々

　
借
地
契
約
が
進
行
し
て
い
る
と
看
倣
さ
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

第
三
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

前
章
で
わ
れ
わ
れ
は
定
期
借
地
期
間
は
常
に
地
主
側
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
た
。

っ
ま
り
、
決
定
権
は
常
に
地
主



側
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
得
た
。
議
論
を
一
歩
進
め
て
、
資
本
主
義
的
借
地
農
業
経
営
の
実
態
と
「
土
地
に
残
さ
れ
た
価
値
」
（
旺

「
消
耕
し
て
い
な
い
価
値
」
）
の
補
償
間
題
、
そ
の
価
値
と
補
償
の
関
係
、
よ
り
正
確
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
を
立
証
す
る
の
が
本
章
の
目
的
で

あ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
「
高
度
（
集
約
）
農
業
」
獣
管
団
費
巨
凝
を
経
済
学
的
に
一
言
で
表
す
と
す
れ
ば
、
経
営
単
位
面
積
当
り
の
資
本
投
下
の

増
大
に
よ
り
、
土
地
の
生
産
性
向
上
を
意
図
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
揚
合
集
約
と
は
、
労
働
に
対
し
て
資
本
集
約
で
あ
る
こ
と
を

必
ず
し
も
意
味
せ
ず
、
投
下
資
本
が
賃
金
に
向
け
ら
れ
よ
う
と
購
入
肥
料
に
向
け
ら
れ
よ
う
と
・
そ
れ
簡
題
で
は
麓
・
歴
史
的
観

察
す
る
と
、
ハ
イ
．
フ
ァ
i
、
・
、
ン
グ
の
展
開
と
は
農
業
そ
の
も
の
の
特
化
過
程
で
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

あ
る
部
門
の
特
化
と
拡
大
は
、
当
面
労
働
集
約
的
な
農
業
部
門
の
拡
大
に
通
ず
る
こ
と
も
あ
れ
ぱ
、
他
の
部
門
で
は
資
本
集
約
的
な
傾
向

を
採
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
都
市
化
弩
富
艮
N
p
畠
自
の
進
展
に
伴
な
う
と
こ
ろ
の
穀
作
か
ら
酪
農
・
疏
菜
・
果
実
部
門
な
ど

へ
の
転
換
は
、
投
下
固
定
資
本
の
よ
り
一
層
の
増
大
よ
り
も
雇
用
労
働
量
の
増
大
の
方
が
よ
り
大
な
る
比
率
を
も
っ
て
進
行
し
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

史
実
は
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
揚
合
で
も
、
同
一
農
業
部
門
を
貫
ぬ
く
長
期
的
法
則
は
資
本
集
約
の
原
理
と
言
え
よ
う
。
穀
物
地
域

で
の
五
〇
年
代
以
来
の
農
機
具
の
導
入
が
こ
れ
を
裏
付
け
る
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
、
絶
え
ざ
る
技
術
革
新
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に

資
本
主
義
社
会
で
「
農
業
は
絶
え
ず
進
歩
す
る
産
業
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
素
材
的
転
換
が
加
わ
っ
て
複
雑
な
問
題
を
内
包
し
て
い
る
が
、

資
本
主
義
経
済
の
中
に
景
気
の
波
が
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
農
業
史
を
鳥
鰍
し
た
者
は
誰
れ
も
が
、
そ
の
発
展
の
中
で
も
土
地

の
生
産
性
を
高
め
る
の
に
カ
の
あ
っ
た
数
々
の
改
良
が
、
夫
々
あ
る
時
点
に
お
い
て
と
り
わ
け
注
目
を
浴
ぴ
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
に

は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
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農
業
資
本
の
投
下
に
よ
る
「
改
良
」
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
後
年
の
「
農
地
法
」
毎
鴨
ざ
巳
9
奏
一
国
o
匡
注
鴨
》
9

ω
、
「
排
水
」
「
灌
瀧
」
「
建
築
」
な
ど
の
「
永
続
的
」
℃
9
目
程
o
旨
性
格
を
持
つ
も
の

ω
、
「
泥
炭
土
」
「
石
灰
」
投
入
な
ど
の
「
持
続
的
」
α
畦
暮
ざ
性
格
を
持
つ
も
の

⑥
、
「
厩
肥
」
「
購
入
肥
料
」
な
ど
の
「
一
時
的
」
お
巨
言
声
q
性
格
の
改
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

に
分
け
て
問
題
を
整
理
す
る
道
を
選
ぼ
う
。

　
一
九
二

の
分
類
に
従
っ
て
、

　
農
業
の
「
改
良
」
冒
冥
o
お
唐
Φ
旨
に
関
し
て
、
ま
ず
第
一
に
わ
れ
わ
れ
が
直
ち
に
想
い
起
す
の
は
、
第
二
次
エ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
と
ノ

ー
フ
ァ
ク
農
法
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
エ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
は
地
主
の
資
本
投
下
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

あ
え
ず
問
題
に
し
な
い
。
対
象
は
後
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
の
考
察
に
関
す
る
限
り
、
ノ
ー
フ
ァ
ク
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
（
4
）

洩
ぼ
ギ
樹
畏
期
借
地
契
紺
び
皮
ゴ
曜
点
か
ら
始
め
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
ー
椎
名
教
授
が
採
ら
れ
た
よ
う
に
1

十
九
世
紀
初
頭
の
戦
後
の
不
況
期
か
ら
始
め
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ノ
ー
フ
ァ
ク
農
法
は
、
N
．
リ
ッ
チ
ェ
ス
の
指
摘
し
た
よ
う
に

「
泥
炭
土
」
な
ど
の
投
入
に
よ
る
土
質
の
改
良
が
そ
の
一
特
徴
を
成
し
て
お
り
、
そ
れ
は
或
る
揚
合
に
は
借
地
農
に
よ
る
継
続
的
な
資
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
ロ

投
下
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
ノ
ー
フ
ァ
ク
農
法
、
即
ち
、
四
輪
作
（
家
畜
用
植
物
の
導
入
）
、
長
期
借
地
、
土
質
改
良
な
ど
が
、
か
つ
て
主
張
さ
れ

た
よ
う
に
十
八
世
紀
末
、
つ
ま
り
穀
物
騰
貴
の
時
期
の
産
物
で
は
な
く
、
十
八
世
紀
に
既
に
成
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
R
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

A
・
C
・
パ
ー
カ
ー
の
論
稿
以
来
学
界
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
七
七
〇
年
以



前
に
は
全
国
的
な
農
業
調
査
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ノ
ー
フ
ァ
ク
農
法
の
発
生
地
た
る
ノ
ー
フ
ァ
ク
の
所
領
に
つ
い
て
・
借

地
農
の
行
な
っ
た
「
改
良
」
の
帰
属
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
で
足
れ
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ノ
ー
フ
ァ
ク
、
特
に
、
後
の
「
定
期
借
地
」
の
誕
生
地
た
る
当
州
西
部
に
お
い
て
、
中
世
か
ら
近
世
に
亘
っ
て
農
業
改
良
の
最
大
の
障

害
を
成
し
て
い
た
も
の
は
、
地
主
が
開
放
耕
地
を
答
め
た
所
領
地
走
持
・
て
い
た
牧
羊
区
窪
・
・
き
の
権
利
で
あ
つ
（
4
養

は
ア
｝
れ
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
損
害
か
ら
自
ら
を
守
る
た
め
に
自
ら
の
手
に
よ
る
エ
ン
ク
ロ
ゥ
ジ
ャ
を
行
な
い
、
市
民
革
命
期
に
至
る
と
こ

の
よ
う
な
農
民
の
攻
勢
に
あ
っ
て
地
主
の
牧
羊
区
は
漸
次
制
限
せ
ら
れ
、
或
は
協
定
に
よ
り
廃
止
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も

こ
の
よ
う
な
傾
向
が
最
も
早
く
観
察
さ
れ
る
の
は
、
農
民
保
育
地
が
比
較
的
優
勢
で
あ
っ
た
当
州
東
部
で
あ
り
、
西
部
の
大
所
領
地
に
お

い
て
は
、
か
よ
う
な
牧
羊
区
の
存
在
が
依
然
と
し
て
借
地
農
民
の
頭
痛
の
種
と
な
っ
て
お
り
、
農
業
の
一
層
の
発
展
に
対
す
る
意
慾
を
そ

い
で
い
た
。

　
ア
）
れ
を
タ
ウ
ン
ぜ
ン
ト
伯
ホ
ル
カ
ム
の
所
領
経
営
史
料
で
み
る
と
、
一
六
六
〇
年
代
か
ら
八
0
年
代
に
か
け
て
、
当
時
牧
羊
権
の
地
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

の
手
へ
の
集
中
は
、
借
地
農
に
よ
る
農
業
経
営
を
殆
ど
不
能
に
し
て
い
た
し
、
ナ
ザ
ニ
エ
ル
・
ケ
ン
ト
が
そ
の
管
理
人
と
な
っ
て
い
た
ノ

リ
ッ
ジ
近
郊
に
位
置
し
バ
レ
ッ
ト
家
所
属
の
フ
ォ
ー
ス
フ
ァ
ド
男
○
窃
8
箆
の
所
領
に
つ
い
て
も
、
当
時
は
改
良
の
た
め
の
投
資
は
未
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
レ

殆
ど
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
な
い
。

　
と
ア
一
ろ
が
十
八
世
紀
に
入
る
と
地
主
に
よ
る
所
領
の
改
善
が
活
発
に
行
な
わ
れ
る
に
至
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に
地
主
階
級
が
封
建
時
代

の
領
主
権
に
基
礎
を
置
い
て
い
た
牧
羊
経
営
か
ら
徐
々
に
穀
物
・
酪
農
経
営
に
眼
を
向
け
る
時
期
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
レ
イ
ナ

ム
農
揚
に
お
い
て
は
、
タ
ー
ニ
ッ
プ
、
ク
ロ
ー
ヴ
ァ
ー
、
ス
ン
フ
ォ
ア
ン
の
播
種
が
広
く
観
察
さ
れ
始
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
栽
培

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
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一
九
四

の
た
め
に
エ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
が
行
な
わ
れ
、
泥
灰
土
の
投
入
も
益
々
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
更
に
、
鴨
、
七
面
鳥
、
鶏
、
牛
等
の
記

録
が
あ
り
・
暫
甦
に
力
窪
が
豹
・
ホ
亥
フ
ァ
芝
つ
い
て
は
ぎ
か
．
「
ホ
ー
ス
フ
ァ
ド
に
諄
る
貴
方
の
借
地
人
楚
期

借
．
地
を
持
た
な
い
。
更
に
彼
ら
の
農
揚
を
使
用
し
或
い
は
あ
と
に
す
る
方
法
を
記
載
し
た
契
約
書
も
な
い
の
で
、
今
に
大
変
不
便
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ロ

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
」
と
管
理
人
が
書
い
た
の
は
一
七
〇
一
年
で
あ
っ
た
が
、
一
七
二
三
年
に
な
る
と
地
主
と
の
間
に
結
ば
れ
た
二
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
じ
マ

借
地
契
約
書
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
主
要
な
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

①
牧
草
地
の
牽
耕
禁
止

②
　
穀
物
の
連
作
は
三
年
を
限
度
と
す
る
。
た
だ
し
タ
ー
ニ
ソ
プ
は
穀
物
と
は
看
徹
さ
な
い
。

④
　
乾
草
・
麦
藁
の
利
用
許
可
、
厩
肥
の
処
置
規
定
。

⑤
　
作
離
れ
に
関
す
る
規
定
。

⑥
　
借
地
農
に
よ
る
百
本
の
樹
木
を
燃
や
す
権
利
、
或
は
そ
の
代
り
に
二
〇
シ
ル
を
受
取
る
。

こ
の
所
領
経
営
の
方
針
は
、
借
地
農
に
よ
っ
て
農
業
改
良
を
遂
行
せ
し
め
、
地
主
は
間
接
的
に
そ
れ
を
将
励
し
て
そ
の
成
果
を
掌
中
に

③
（
そ
の
後
）
夏
が
終
っ
た
ら
摯
耕
・
施
肥
を
行
な
う
か
、
或
い
は
少
く
と
も
三
年
間
レ
イ
と
し
て
放
置
す
る
ま
で
再
び
摯
耕
し
な
い
。

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
借
地
農
に
は
泥
灰
土
散
布
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
荒
地
は
次
第
に
「
改
良
」
地
．
冨
旨
b
同
o
く
。
山
、
、
一
曽
⇒
q

に
生
ま
れ
変
っ
（
煙
。
「
私
は
勤
勉
で
あ
り
農
場
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
つ
い
て
質
素
で
あ
っ
た
。
と
ア
》
ろ
が
私
の
捧
げ
た
農
揚
は
私
に

何
も
利
益
を
生
ん
で
は
く
れ
な
い
」
（
借
駕
の
醜
．
こ
の
よ
う
に
借
養
の
努
力
に
よ
・
て
酬
い
ら
れ
た
の
は
彼
で
は
な
く
地
主
な
の

で
あ
っ
た
。
或
る
借
地
農
は
改
良
に
一
四
〇
ポ
ン
ド
を
使
用
し
た
が
何
ら
酬
い
ら
れ
る
と
．
一
ろ
な
く
、
地
代
を
払
う
た
め
に
借
金
を
し
な



　
　
　
　
　
　
　
　
（
婚
）

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
近
代
農
法
発
生
の
地
た
る
ノ
ー
フ
ァ
ク
に
お
い
て
は
、
既
に
資
本
主
義
的
借
地
経
営
の
成
立
と
同
時
に
、
借
地
経
営
資
本

の
保
障
の
欠
如
に
対
す
る
借
地
農
の
嘆
き
を
読
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
長
期
借
地
契
約
が
借
地
農
の
不
満
を
或
る
程

度
解
消
し
た
。
と
言
う
よ
り
次
の
よ
う
に
言
っ
た
方
が
よ
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
経
済
的
に
は
比
較
的
停
滞
期
と
目
さ
れ
る
こ
の
時
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

お
い
て
「
ノ
ー
フ
ァ
ク
農
法
」
の
発
展
は
、
両
者
の
関
係
に
お
い
て
み
る
と
相
対
的
に
は
前
後
の
時
期
と
比
較
し
て
地
主
の
絶
対
的
優
位

が
後
退
し
た
時
期
の
産
物
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
。
「
諸
国
民
の
富
」
に
み
ら
れ
る
ス
ミ
ス
の
借
地
権
に
関
す
る
楽
観
的

見
解
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
限
り
に
お
い
て
大
き
く
的
を
は
ず
れ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
1
）
　
ジ
目
ウ
ン
ズ
の
説
く
よ
う
に
「
高
度
集
約
農
業
」
の
意
味
は
か
な
り
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
「
産
出
量
の
増
大
に
よ
り
価
格
下
落

　
を
相
殺
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
投
入
量
の
増
大
」
匪
Φ
冒
R
雷
器
9
嘗
り
β
駐
け
o
鼠
馨
ぎ
四
ぎ
讐
謹
る
器
伍
暮
5
日
讐
ω
8
0
評
9
蜜
民
冒
の

　
胃
δ
8
げ
『
碧
昌
ぎ
o
お
器
＆
o
β
ε
暮
と
定
義
し
、
ケ
ア
ー
ド
と
彼
の
同
調
者
の
主
張
の
経
済
学
的
定
義
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
国
い
孤
o
ロ
9
・

　
↓
げ
Φ
O
げ
き
の
ぽ
の
ω
器
冨
o
出
国
昌
瞬
冴
げ
｝
讐
一
〇
巳
け
畦
巴
瞑
o
巷
の
ユ
な
”
一
〇
。
鴇
も
ρ
》
碧
’
国
駐
6
・
カ
①
く
’
〆
唱
一
〇
命

（
2
）
　
例
え
ば
果
樹
栽
培
・
酪
農
業
が
当
時
き
わ
め
て
労
働
集
約
的
部
門
で
あ
っ
た
こ
と
は
通
常
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
椎
名
重
明
著
「
イ

　
ギ
リ
ス
産
業
革
命
期
の
農
業
構
造
」
三
六
五
頁
。

（
3
）
》
讐
一
。
三
け
畦
巴
国
o
巨
轟
ω
（
国
護
一
き
α
）
》
g
｝
ω
o
。
鱒
ω
。
〈
算
‘
。
F
O
N
●
軌
。

　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
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一
九
六

（
4
）
　
「
一
七
四
〇
年
代
初
頭
の
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
の
農
業
に
つ
い
て
の
一
叙
述
は
結
局
は
『
高
度
集
約
農
業
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
諸
要

　
素
の
多
く
を
持
っ
て
い
た
」
》
■
胃
甘
げ
P
6
・
9
£
ゆ
三
9
口
」
・

（
5
）
　
前
掲
拙
稿
に
お
い
て
は
こ
の
点
の
配
慮
が
欠
け
て
い
た
よ
う
に
反
省
し
て
い
る
。
つ
ま
り
泥
炭
土
や
粘
土
．
石
灰
な
ど
の
散
布
に
よ
る
土
質

　
の
改
良
は
、
以
下
本
稿
で
触
れ
る
よ
う
に
、
持
続
性
と
い
う
点
で
は
購
入
肥
料
よ
り
も
長
期
に
亘
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
補
償
問
題
に
と
り
見
逃

　
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
6
）
男
■
＞
■
評
詩
①
♪
o
。
ざ
。
胤
2
良
。
野
§
ま
ゴ
①
＞
讐
蝕
§
カ
。
ぐ
。
一
象
。
p
国
ρ
田
。
・
“
評
〈
こ
く
日
（
ま
凱
ソ
3
・
，
員
ピ
」
。
一
6
幹

　
＞
凶
ユ
o
巳
9
お
騨
づ
島
国
8
昌
o
ヨ
δ
の
8
≦
爵
一
⇒
田
薦
一
餌
β
ρ
一
一
ひ
O
l
一
誤
ρ
一
〇
霞
ゴ
巳
o
｛
国
ρ
国
一
ω
け
‘
這
訟
・

（
7
）
以
下
の
叙
述
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
中
・
近
世
ノ
ー
フ
ォ
ク
に
お
け
る
社
会
経
済
的
発
展
」
（
一
橋
大
学
経
済
学
博
士
修
得
論
文
）
第
五
．

　
六
章
　
お
よ
ぴ
P
一
く
．
》
一
一
房
O
P
ω
げ
8
マ
Ω
冒
昌
国
β
ω
σ
碧
凶
擁
曳
帥
昌
け
げ
o
の
訂
審
Φ
P
け
げ
卑
ロ
山
ω
o
＜
o
旨
①
①
昌
け
げ
O
o
昌
↑
信
吋
冤
乞
o
民
9
置
毎
α
q
け
国
一
醗
“

　
因
①
く
り
を
参
照
。

（
8
）
国
’
≦
望
琶
3
歩
巽
器
墨
塁
ひ
q
①
ヨ
婁
暮
寄
一
昌
彗
ぎ
豪
藩
誤
一
ひ
ひ
一
ム
α
。
。
α
碧
巳
き
ρ
客
。
邑
一
一
｛
跨
。
富
8
一
（
）
拳

　
巳
メ
リ
や
轟
o
o
～
P

（
9
）
β
国
。
■
。
彗
琶
為
吾
｝
H
肇
今
。
山
ぎ
p
議
。
畠
畳
審
多
壁
鴨
募
暮
暮
国
。
蕪
・
旨
費
一
身
讐
ぎ
一
詳
き
2
。
。
二
一
〇
舞
・
三
皿

　
乞
o
龍
o
蒔
■
匪
8
『
㊤
Φ
O
一
〇
瞬
ざ
図
！
℃
℃
、
一
〇
〇
〇
1
一
〇
ー

（
－
o
）
国
、
≦
の
程
巳
①
葺
8
ら
一
け
”
や
ω
o
ふ
曾

（
1
1
）
　
β
甲
■
①
ヨ
一
畦
ρ
o
》
9
壁
一
や
一
三
・

（
皿
）
　
H
び
5
‘
や
一
雛
、

（
1
3
）
　
H
一
）
雛
‘
や
二
N
諏
‘



（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

H
げ
崔
‘
や
一
い
9

同
び
匡
‘
つ
一
雛
。

第
二
編
、
第
二
・
四
章
参
照
、

「
借
地
農
が
長
期
の
契
約
を
持
つ
な
ら
ば
彼
は
完
全
に
独
立
で
あ
る
。
」
（
大
内
訳
口
二
四
二
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
次
に
わ
れ
わ
れ
は
地
代
の
高
騰
期
、
つ
ま
り
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
至
る
時
期
を
考
察
し
よ
う
。
端
的
に
言
っ
て
、
こ
の

時
期
は
借
地
農
に
よ
る
継
起
的
資
本
投
下
を
論
ず
る
に
当
っ
て
は
、
無
視
出
来
な
い
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
。
即
ち
、
ト
ム
ス
ン
お
よ
ぴ

ミ
ン
ゲ
イ
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
一
般
に
農
業
の
好
況
期
、
特
に
こ
の
時
期
は
、
農
業
に
対
す
る
投
下
資
本
に
見
ら
れ
る
地
主
と
借
地
農

の
負
担
領
域
が
流
動
的
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
地
主
の
機
能
と
考
え
ら
れ
て
い
た
「
永
続
的
」
或
い
は
「
持
続
的
」
改
良
に
対
す
る
負
担
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

借
地
農
の
肩
に
か
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
つ
に
は
彼
自
身
が
戦
時
の
好
況
に
酔
っ
て
地
主
の
改
良
を
待

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

た
ず
に
自
ら
積
極
的
に
改
良
に
乗
り
出
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
更
に
、
借
地
の
貸
手
市
揚
が
一
層
強
め
ら
れ
た
結
果
に
も
負
う
の
で
あ
る
。

　
「
農
業
改
良
会
」
の
各
州
の
「
農
業
調
査
」
は
、
そ
の
う
ち
の
一
章
を
「
農
業
改
良
」
H
冒
勺
因
○
＜
国
ピ
国
2
↓
に
向
け
て
、
「
排
水
」

象
a
冨
鴨
「
灌
概
」
膠
含
撃
菖
8
「
施
肥
」
目
魯
弩
。
な
ど
の
節
を
設
け
て
、
対
象
に
な
っ
た
州
に
お
け
る
現
況
を
記
録
し
て
い
る
。
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

論
、
こ
の
調
査
は
担
当
官
に
よ
り
そ
の
内
容
に
可
成
り
出
来
不
出
来
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
そ
の
精
度
を
一
概
に
断
ず
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
例
え
ぱ
「
施
肥
」
の
項
目
を
検
討
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
夫
々
の
州
に
つ
い
て
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

な
各
種
の
肥
料
の
利
用
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
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一
九
八

〔
史
料
六
〕

　
一

溢酋蚤図園白茜s＜署目目H　 －　　　　　　　　　H　 H
ト→　　　　　　　　　　　H

零
良
興
房
匡
8
　
泥
炭
土
（
目
弩
一
）
、
白
璽
・
土
灰
（
9
跨
涛
程
q
一
酵
Φ
）
、
粘
土
（
〇
一
鎚
）
、
厩
肥
（
葦
a
含
蔓
）
、
泥
炭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

灰
（
b
9
一
霧
げ
）
、
え
ん
ど
う
、
種
子
類
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ω
曾
寄
匡
希
　
　
　
　
　
　
泥
炭
灰
（
b
雷
け
器
げ
）
、
白
墓
・
石
灰

○
げ
8
匡
器
　
　
　
　
　
　
麦
芽
粉
（
日
巴
紳
3
g
）
、
羊
毛
屑
（
≦
o
＆
窪
蜜
鵯
）
、
石
鹸
灰
（
8
避
①
議
霧
げ
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

u
Φ
吾
場
匡
お
　
　
　
　
　
泥
炭
土
、
石
灰
、
灰
・
煤
煙
（
器
げ
8
9
）
、
骨
粉
（
げ
o
器
）
、
堆
肥
（
8
旨
8
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

∪
①
〈
o
霧
匡
器
　
　
　
　
　
泥
炭
土
、
石
灰
、
灰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

u
o
易
g
　
　
　
　
白
垂
、
石
灰
、
海
藻
（
ω
8
≦
①
a
）
、
泥
炭
土
、
鯖
（
目
8
ぎ
8
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

U
偉
跨
跨
旨
　
　
　
　
　
　
石
灰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

国
。
。
ω
Φ
図
　
　
　
　
　
　
　
泥
炭
土
、
粘
土
、
白
墓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
一
〇
琴
g
3
丞
匡
旨
　
　
　
石
灰
、
泥
炭
土
、
下
肥
（
旨
讐
寓
o
ε
、
煤
煙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

閏
卑
目
営
の
匡
お
　
　
　
　
　
泥
炭
土
、
白
聖
、
白
垂
岩
（
旨
銑
白
）
、
石
灰
、
石
膏
（
o
q
着
誓
目
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斑
）

国
曾
焦
O
a
旨
詫
o
　
　
　
白
垂
、
煤
煙
、
石
灰
、
灰
、
麦
芽
粉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

囚
o
旨
　
　
　
　
　
　
　
厩
肥
、
白
垂
、
泥
炭
灰
、
煤
煙
、
石
炭
灰
、
海
草
、
羊
毛
屑
、
石
灰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

い
彗
。
霧
匡
話
　
　
　
　
　
泥
灰
土
、
石
灰



図
H
〈
　
　
　
い
o
一
〇
〇
馨
円
ω
げ
マ
o

図
く
　
　
　
■
ぎ
o
o
一
ロ
ω
け
ぼ
o

〉
【
＜
一
　
　
　
　
　
ピ
一
翫
［
翫
［
一
①
の
①
図

図
く
目
　
　
　
2
0
跳
o
一
犀

図
＜
一
目
　
　
2
0
旨
『
ε
目
げ
o
ユ
曽
昌
α

図
H
図
　
　
2
0
g
ぎ
㎎
け
騨
ヨ
の
ぼ
器

図
図
　
　
　
　
○
図
団
o
↓
山
ω
げ
冒
Φ

図
図
一
　
　
　
閑
ロ
ニ
帥
昌
山

図
図
H
H
　
　
ω
げ
8
場
匡
8

》
【
〉
【
H
H
H
　
　
　
の
O
昌
P
①
↓
ω
O
げ

〉
【
〉
【
一
＜
　
　
　
　
ω
け
暫
融
O
け
α
ω
一
「
一
一
①

図
図
く
　
　
　
ω
ロ
論
〇
一
犀

図
図
＜
H
　
ω
偉
旨
曙

図
図
く
目
　
　
名
出
a
げ
マ
o

図
図
く
H
H
一
　
吋
o
噌
犀
ω
ゴ
一
お

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

石
灰
、
骨
粉
、
泥
炭
土

（
1
8
）灰

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

骨
粉
、
石
炭
灰
、
白
墓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

泥
炭
土
、
石
灰
、
石
膏
、
油
糟
、
煤
煙
、
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

厩
肥
、
石
灰
、
泥
炭
土
、
海
草
、
石
炭
灰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

白
灰
、
骨
粉
、
ぶ
ど
う
の
し
ぼ
り
か
す
（
β
需
）
、
油
糟
（
o
苧
8
富
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

石
灰
、
灰
、
屑
、
石
膏
、
堆
肥

　
（
盟
）

石
灰

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

厩
肥
、
石
灰
、
泥
炭
土

　
　
　
　
　
（
％
）

泥
炭
土
、
石
灰

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

厩
肥
、
石
灰
、
泥
炭
土

　
　
　
　
　
（
2
8
）

泥
炭
土
、
粘
土

　
　
　
　
（
2
9
）

石
灰
、
堆
肥

　
　
　
　
（
3
0
）

白
墓
、
石
灰

　
厩
肥
、
堆
肥
、
骨
粉
、
石
灰
、
泥
炭
灰
、
海
草
灰
（
匹
昌
－
器
げ
霧
）
、

海（

草む

’

イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題

一
九
九
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二
〇
〇

　
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
投
下
資
本
の
既
述
の
分
類
の
⑥
に
属
す
る
も
の
は
今
更
言
う
に
及
ば
ず
、
ω
に
属
す
る
ー
そ
し
て
当
時
に

お
い
て
は
肥
料
と
し
て
厩
肥
と
と
も
に
最
も
利
用
さ
れ
た
1
泥
灰
土
、
石
灰
、
白
墓
土
の
混
入
が
、
し
ば
し
ば
借
地
農
の
手
に
よ
っ
て

現
実
に
は
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
A
・
ヤ
ン
グ
の
「
ノ
ー
フ
ァ
ク
農
業
調
査
」
に
は
、
油
糟
、
厩
肥
、
特
に
泥
炭
土
の

混
入
に
つ
い
て
豊
富
な
実
例
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
示
さ
れ
た
実
例
を
丹
念
に
検
討
す
れ
ば
、
そ
の
主
体
の
何
割
か
が
借

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

地
農
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
「
排
水
」
の
例
証
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
ヤ
ン
グ
が
、
「
地
主
が
、
借
地
農
が

二
一
年
間
の
借
地
契
約
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
甘
ん
じ
て
支
出
し
て
い
る
よ
う
な
す
べ
て
の
費
用
を
喜
ん
で
自
ら
負
担
し
た
ら
、
長

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

期
借
地
に
対
す
る
必
要
（
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
ノ
ー
フ
ァ
ク
で
は
所
領
が
長
期
借
地
契

約
な
く
し
て
は
改
良
さ
れ
得
な
い
し
、
従
来
の
改
良
を
維
持
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
、
と
い
う
の
が
正
し
い
主
張
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」

　
　
（
3
3
）

と
説
く
時
、
実
は
改
良
が
借
地
農
に
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
時
代
の
「
改
良
」
が
地
主
の
手
に
な
る
も
の
ぱ
か
り
で
は
な
く
、
少
く
と
も
或
る
ー
可
成
り
の
1

部
分
は
借
地
農
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
と
い
う
結
論
に
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
ト
ム
ス
ン
・
、
・
・
ン
ゲ
イ
説
の
承
認
で
あ
る

が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
改
良
借
地
農
の
投
下
し
た
資
本
は
契
約
書
で
如
何
に
扱
わ
れ
、
そ
の
結
果
は
各
地
の
農
業
に
如
何
な
る
影
響

を
与
え
て
い
た
か
が
同
じ
史
料
に
対
し
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謎
）

　
ま
ず
、
ノ
ー
フ
ァ
ク
の
ク
ク
家
の
借
地
契
約
文
書
を
N
・
ケ
ン
ト
の
「
ノ
ー
フ
ァ
ク
農
業
調
査
」
の
「
付
録
」
か
ら
考
察
す
る
と
、
、
・
・

ン
ゲ
イ
が
、
契
約
条
項
は
十
九
世
紀
に
な
る
と
益
々
煩
項
に
な
る
と
説
い
た
の
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
禁
止
規
定
は
著
し
く
増
加
し

　
（
％
）

て
い
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
契
約
条
項
が
本
来
改
良
農
業
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
く
、
地
味
の
保
全
を
第
一
義
的
目
的
と
し
た
と
す



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

る
主
張
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
ク
ク
家
の
契
約
内
容
に
は
「
改
良
」
を
強
制
す
る
規
定
も
そ
れ
に
対
す
る
補
償
も
な
い
。
恐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

ら
く
、
改
良
に
対
す
る
規
制
は
、
夫
々
の
所
領
の
状
態
に
よ
り
異
な
る
と
考
え
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
補
修
は
材
料
を
地
主
が
提
供

す
る
の
み
で
運
搬
・
労
働
者
へ
の
賃
金
負
担
は
借
地
農
負
担
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
更
に
、
六
輪
作
（
ω
訂
圏
肇
の
）
が
厳
格
に
規
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

れ
て
い
る
の
は
、
市
揚
需
要
に
適
っ
た
農
業
経
営
に
は
恐
ら
く
大
き
な
障
害
を
成
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
ノ
ー
フ
ァ
ク
の
借
地
契
約
条
項
は
次
の
「
西
部
」
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
借
地
農
業
経
営
に
は
ま
だ
し
も
良
好
で
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
章
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
（
〔
史
料
口
図
図
図
。
貫
）
「
西
部
」
で
は
十
八
世
紀
ま
で
に
三
代
借
地
が

　
　
　
　
（
4
0
）

支
配
的
で
あ
り
、
こ
の
譲
渡
権
を
持
つ
借
地
人
は
、
普
通
、
そ
れ
を
更
に
様
々
な
契
約
期
限
を
付
し
て
「
又
貸
」
し
て
、
土
地
所
有
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

占
有
者
の
間
の
「
仲
介
者
」
巨
＆
一
Φ
B
導
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
錯
綜
し
た
借
地
関
係
が
農
業
の
発
展
に
阻
止
的
要
因
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弗
）

形
成
し
て
い
た
こ
と
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
明
白
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
三
代
借
地
人
と
小
作
人
（
巨
益
Φ
旨
Φ
壼
馨
）

と
の
間
の
契
約
条
項
を
分
析
す
る
と
、
「
西
部
」
に
存
在
し
た
強
い
地
主
の
権
力
と
そ
れ
が
及
ぼ
し
た
農
業
に
対
す
る
阻
止
的
な
カ
を
推

　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
（
岨
一
）

定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ぱ
、
地
主
（
三
代
借
地
人
）
の
保
留
す
る
権
利
の
中
に
は
、
マ
ナ
法
廷
開
催
権
、
採
鉱
・
採
石
権
が
明
記

さ
れ
て
お
り
、
建
築
物
の
補
修
は
借
地
農
が
放
置
し
た
揚
合
地
主
が
行
な
っ
て
後
に
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
し
、
最
後
に
同

意
事
項
を
実
行
し
な
い
揚
合
、
新
借
地
人
を
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
旨
明
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
借
地
農
の
同
意
事
項
で
あ
る

　
　
　
　
　
ノ
し
ド
サ
ソ
ド

が
、
石
灰
・
海
砂
の
一
定
量
の
投
入
規
定
の
他
、
西
洋
あ
ぶ
ら
な
・
大
麻
・
亜
麻
・
大
青
・
ほ
そ
ば
も
く
せ
い
草
・
西
洋
あ
か
ね
．
ポ
テ

ト
の
市
揚
用
栽
培
禁
止
を
読
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ラ
る
ラ
ソ
ド

　
そ
こ
で
農
業
の
実
態
は
ど
う
か
？
　
当
地
方
は
、
土
地
の
半
分
か
ら
三
分
の
二
が
牧
草
地
で
あ
り
、
残
り
が
耕
地
或
い
は
果
実
園
と
な

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
二

っ
て
い
た
。
そ
し
て
耕
地
の
半
分
な
い
し
そ
れ
以
上
が
レ
イ
で
あ
っ
た
。
W
・
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
れ
ば
牧
草
地
へ
の
草
類
播
種
と
肥
料
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弼
）

し
て
の
石
灰
の
導
入
が
十
八
世
紀
の
中
頃
に
実
現
し
「
改
良
の
｝
段
階
（
原
文
大
文
字
）
が
達
成
さ
れ
た
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
後
進
的

契
約
条
項
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
で
も
「
改
良
」
は
地
代
騰
貴
以
前
の
産
物
で
あ
っ
た
。
タ
ー
ニ
ッ
プ
は
五
〇
年
も
前
か
ら
、
ポ
テ
ト
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

二
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
導
入
さ
れ
、
大
麻
・
亜
麻
栽
培
も
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
借
地
農
は
契
約
の
禁
止
条
項
の
た
め
支
出
簿
に
ポ
テ
ト

　
　
　
　
　
　
　
（
弟
）

を
記
入
出
来
な
か
っ
た
！

　
次
に
「
持
続
的
」
改
良
た
る
肥
料
は
、
以
前
は
海
砂
が
海
岸
よ
り
内
陸
に
運
搬
さ
れ
て
大
い
に
使
用
さ
れ
た
が
徐
々
に
衰
退
し
て
石
灰

　
　
　
　
　
　
　
（
弼
）

に
そ
の
地
位
を
譲
っ
た
。
こ
の
投
入
は
前
記
の
契
約
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
投
入
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
が
補
償
は
み
ら
れ
な
い
。
又
、

野
焼
き
に
よ
る
灰
肥
の
産
出
を
禁
じ
て
い
る
。
「
永
続
的
」
改
良
に
関
し
て
は
、
地
主
（
三
代
借
地
人
）
は
マ
ー
シ
ャ
ル
に
従
え
ば
資
力
に

乏
し
く
彼
に
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
マ
ー
シ
ャ
ル
の
こ
の
書
物
は
「
排
水
」
「
灌
概
」
に
つ
い
て
全
く
触
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
は
或
い
は
こ
の
地
方
に
お
い
て
耕
地
の
占
め
る
割
合
が
著
し
く
低
か
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
西
部
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

の
農
業
で
特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
果
実
栽
培
」
で
あ
り
こ
の
地
方
の
特
産
物
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
苗
木
は
地
主
或
い

は
借
地
農
が
植
え
た
。
こ
れ
が
「
永
続
的
改
良
」
で
最
も
重
要
な
事
項
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
「
北
部
」
の
例
と
し
て
ヨ
ー
ク
シ
ャ
を
W
・
マ
ー
シ
ャ
ル
「
ヨ
ー
ク
シ
ャ
の
農
村
経
済
」
と
「
改
良
会
」
の
「
ヨ

ー
ク
シ
ャ
農
業
調
査
」
を
中
心
に
検
討
し
よ
う
。
こ
の
揚
合
、
筆
者
は
特
に
次
の
よ
う
な
点
に
読
者
の
注
意
を
向
け
た
い
。
即
ち
、
ヨ
ー

ク
シ
ャ
の
経
済
発
展
は
毛
織
物
工
業
の
早
期
的
成
立
と
い
う
事
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
業
の
低
位
に
規
定
せ
ら
れ
、
全
体
と
し
て
み
れ

ば
十
七
・
八
世
紀
に
至
り
全
国
的
市
揚
の
成
立
が
問
題
と
な
る
ま
で
、
そ
の
生
来
持
っ
て
生
ま
れ
た
工
業
地
帯
と
し
て
の
発
展
の
可
能
性



が
十
分
に
開
花
し
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
十
八
世
紀
に
入
り
首
都
市
揚
圏
と
の
接
触
と
と
も
に
飛
躍
的
な
発
展

を
開
始
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
地
域
に
は
、
発
展
の
波
に
未
だ
巻
き
込
ま
れ
ず
伝
統
的
な
経
営
活
動
を
続
け
る
地
域
と
工

業
化
の
影
響
を
直
接
受
け
と
め
て
い
る
地
域
と
が
好
一
の
対
象
を
成
し
、
か
つ
そ
の
伝
波
を
発
展
的
に
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

り
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
と
い
う
地
域
の
横
断
的
侑
撤
は
同
時
に
地
域
経
済
の
発
展
と
い
う
縦
の
変
貌
を
も
提
示
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ヨ
ー
ク
シ
ャ
は
土
地
保
有
形
態
と
い
う
点
で
は
フ
リ
ー
・
ホ
ウ
ル
ド
が
支
配
的
で
コ
ピ
i
・
ホ
ウ
ル
ド
が
こ
れ
に
次
ぎ
定
期
借
地
は
未

だ
十
九
世
紀
末
に
至
る
も
き
わ
め
て
少
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
当
州
の
経
済
発
展
は
そ
の
工
業
発
展
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ

こ
で
は
工
業
に
お
い
て
成
功
し
た
資
本
家
（
目
程
一
a
日
窪
）
が
、
彼
の
資
産
を
土
地
投
資
に
よ
っ
て
増
す
た
め
に
ヨ
ー
マ
ン
リ
の
土
地

の
購
入
に
狂
奔
し
、
こ
れ
ら
フ
リ
ー
・
ホ
ウ
ル
ド
の
土
地
の
売
買
が
自
由
か
つ
活
澄
に
行
な
わ
れ
た
結
果
、
借
地
が
漸
次
増
大
し
公
平
な

市
場
価
椿
、
土
地
価
格
の
変
動
が
明
瞭
に
観
察
さ
れ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
地
価
の
傾
向
は
そ
の
急
激
な
上
昇
で
あ
り
、
四
－
五
〇
年
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

代
分
（
8
1
8
罵
胃
ω
．
℃
畦
9
霧
o
）
に
達
す
る
に
至
っ
た
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
自
由
保
有
地
に
お
け
る
活
溌
な
土
地
売
買
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
周
辺
の
コ
ビ
ー
・
ホ
ウ
ル
ド
の
土
地
に
影
響
を
与

え
た
。
伝
統
的
地
代
を
払
う
こ
の
世
襲
的
保
有
地
の
も
と
で
は
、
家
屋
の
補
修
も
新
し
い
建
造
も
全
く
保
有
農
に
委
ね
ら
れ
、
農
業
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

も
農
民
の
意
志
に
任
せ
ら
れ
て
お
り
、
す
べ
て
は
「
口
約
束
」
で
充
分
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
自
由
保
有
地
の
地
価
騰
貴
に
つ
れ
コ
ピ
ー
・
ホ
ウ
ル
ド
の
地
代
の
価
上
り
が
続
い
た
。
コ
ピ
ー
・
ホ
ウ
ル
ダ
ー
の
保
有
権
は

非
常
に
弱
く
、
彼
ら
が
、
「
任
意
借
地
農
」
慧
ぢ
暮
諄
≦
目
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
土
地
を
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
だ
が
地
代
の
値
上
が
五
〇
％
を
越
え
る
と
今
ま
で
建
物
の
修
理
ぱ
か
り
か
新
建
築
物
も
農
民
の
費
用
で
行
な
い
農
業
改
良
も

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三
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二
〇
四

所
有
地
の
つ
も
り
で
自
ら
行
な
っ
て
い
た
の
が
す
べ
て
停
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
理
由
は
と
言
え
ば
「
す
ぺ
て
の
信
頼
が
失
な
わ
れ

（
嶺
）

た
」
。
任
意
借
地
農
と
地
主
と
の
間
の
「
唯
一
の
絆
」
は
信
頼
に
あ
っ
た
。
ラ
ッ
ク
・
レ
ン
ト
を
要
求
さ
れ
る
任
意
借
地
農
が
地
主
の
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駈
）

益
に
関
心
を
払
う
は
ず
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
規
制
事
項
を
詳
述
し
た
同
意
書
」
の
必
要
が
生
ま
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

コ
ピ
ー
・
ホ
ウ
ル
ド
か
ら
「
年
々
契
約
」
へ
の
移
行
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
製
造
業
の
借
地
へ
の
影
響
も
ノ
ー
ス
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
に
は
十
八
世
紀
末
ま
で
は
未
だ
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。
こ

こ
で
の
保
有
形
態
に
つ
い
て
は
当
州
の
他
地
方
と
変
り
な
く
、
借
地
農
が
テ
ナ
ン
ト
・
ア
ト
・
ウ
ィ
ル
と
呼
ぱ
れ
て
い
た
こ
と
も
同
様
で

あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
地
主
と
借
地
農
の
摩
擦
は
起
ら
ず
、
借
地
農
は
相
変
ら
ず
代
々
に
亘
り
同
じ
土
地
に
摯
を
入
れ
家
畜
を
放
っ
て

い
た
。
当
州
は
「
純
粋
に
農
業
州
で
あ
り
、
唯
土
地
の
耕
作
者
の
み
か
ら
成
っ
て
い
る
住
民
は
そ
の
職
業
か
ら
来
る
美
徳
を
身
に
つ
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）

お
り
、
近
隣
或
い
は
製
造
業
者
の
悪
に
感
染
し
て
い
な
い
。
」
「
こ
の
（
任
意
借
地
）
保
有
は
結
婚
の
絆
の
よ
う
に
作
用
す
る
」
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

「
借
地
農
は
不
似
合
な
方
法
で
振
舞
わ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
結
果
は
良
き
農
場
・
良
き
地
主
の
喪
失
で
あ
る
か
ら
。
」
地
代
は
法

的
に
は
と
も
か
く
現
実
に
は
貨
幣
価
値
の
下
落
以
上
に
引
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
地
主
に
対
す
る
報
酬
は
「
彼
の
隣
人
た
ち
の

愛
慕
心
と
良
き
サ
ー
ヴ
ィ
ス
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
当
地
域
の
「
農
業
調
査
」
の
著
者
で
あ
っ
た
同
地
の
地
主
J
・
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

ウ
ク
の
強
く
讃
美
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
続
い
て
ヨ
ー
ク
シ
ャ
の
農
業
実
態
に
眼
を
転
ず
る
と
、
一
般
に
当
州
は
イ
ー
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
一
部
を
除
き
、
ほ
ぼ
そ
の
全
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

に
亘
っ
て
牧
畜
・
酪
農
が
第
一
義
的
な
重
要
性
を
持
っ
て
お
り
、
バ
タ
ー
は
・
ン
ド
ン
や
当
州
の
工
業
地
帯
に
送
ら
れ
、
馬
と
牛
の
飼
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

が
盛
ん
で
そ
の
た
め
の
特
別
な
歳
市
・
週
市
が
開
か
れ
て
い
た
。
更
に
工
業
地
帯
の
周
辺
に
は
、
面
積
に
お
い
て
小
経
営
規
模
の
借
地
農



や
ヨ
！
マ
ン
が
商
品
作
物
、
つ
“
、
“
り
工
業
原
料
植
物
（
亜
麻
・
か
ん
ぞ
う
・
西
洋
あ
ぶ
ら
な
・
大
青
そ
れ
に
ポ
テ
ト
）
の
栽
培
に
従
事
し

た
り
、
、
、
、
ル
ク
の
需
要
に
答
え
て
い
た
。
一
戸
当
り
二
〇
～
三
〇
頭
の
乳
牛
飼
育
が
普
及
し
、
食
肉
用
家
畜
の
飼
育
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

た
。
　
「
こ
の
地
方
（
ウ
エ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
）
で
は
製
造
業
が
農
業
を
改
良
す
る
の
に
顕
著
な
影
響
を
与
え
た
」
。

　
と
ア
）
ろ
で
「
製
造
業
の
悪
に
感
染
し
て
い
な
い
」
ノ
ー
ス
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
も
農
業
の
素
材
面
に
お
い
て
は
ヨ
ー
ク
シ
ャ
の
地
域
と
殆

ど
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
ポ
テ
ト
も
導
入
さ
れ
て
ほ
ぽ
四
〇
年
経
過
し
て
お
り
、
商
品
作
物
と
同
じ
様
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

だ
一
部
で
は
未
だ
タ
ー
ニ
ッ
プ
の
導
入
も
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
遅
れ
た
地
方
も
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
さ
て
「
改
良
」
に
移
る
と
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
観
察
し
た
ピ
カ
リ
ン
グ
峡
谷
（
イ
ー
ス
ト
・
ノ
ー
ス
両
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
境
界
）
で
は
「
石

灰
」
が
農
業
の
「
頼
み
の
綱
」
”
の
げ
8
？
き
9
8
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
多
用
さ
れ
て
、
当
地
方
の
農
業
改
良
の
原
動
力
と
な
り
、
借
地
農
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
6
2
）

け
の
石
灰
釜
が
盛
ん
に
販
売
さ
れ
た
。
つ
ま
り
そ
の
担
い
手
は
借
地
農
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
排
水
工
事
は
一
ル
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

ド
当
り
六
ペ
ン
ス
か
ら
一
シ
ル
六
ペ
ン
ス
を
必
要
と
し
借
地
農
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
。
又
、
「
灌
概
」
も
製
造
工
業
地
域
で
は
大
規
模
に
行

な
わ
れ
た
が
、
そ
の
主
体
は
明
ら
か
で
な
い
。
ウ
ェ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
肥
料
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
種
々
の
「
骨
粉
」
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
艦
）
　
　
　
　
　
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

遠
隔
地
か
ら
輸
入
さ
れ
た
。
ノ
ー
ス
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
で
は
「
石
灰
」
の
利
用
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
排
水
に
つ
い
て
は
進
歩
は
は
か
ば

か
し
く
な
か
っ
た
。
土
地
が
任
意
借
地
と
し
て
保
有
さ
れ
て
い
る
揚
合
に
は
、
地
主
が
費
用
を
共
同
で
負
担
す
る
か
、
或
い
は
借
地
を
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

る
揚
合
に
給
付
を
受
け
れ
ば
更
に
普
及
し
よ
う
と
調
査
官
は
説
い
て
い
る
。

　
最
後
に
、
借
地
契
約
条
項
の
内
容
に
触
れ
る
と
、
一
般
に
「
口
約
束
」
の
段
階
か
ら
「
同
意
書
」
に
進
む
に
つ
れ
て
規
制
が
煩
項
に
な

っ
た
．
｝
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
細
目
に
つ
い
て
は
余
り
明
ら
か
で
な
く
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
稀
少
な
借
地
契
約
期
間
の

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五
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二
〇
六

一
つ
で
あ
る
十
四
年
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
も
「
そ
こ
に
は
良
き
借
地
農
で
あ
れ
ぱ
反
対
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
諸
条
項
が
含
ま
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

る
」
と
言
う
の
み
で
多
く
を
語
ら
な
い
。
ウ
ェ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
借
地
契
約
条
項
は
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
エ
ー
カ
ー
当
り
ニ
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

ヤ
ル
ダ
ル
（
三
六
ブ
ッ
シ
ェ
ル
）
の
石
灰
散
布
を
義
務
付
け
て
い
る
他
は
、
特
記
す
る
よ
う
な
も
の
も
な
い
。
何
時
も
の
こ
と
な
が
ら
、
土

地
に
課
せ
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
税
金
は
借
地
農
負
担
で
あ
り
、
条
項
違
反
に
対
し
て
は
途
方
も
な
い
罰
金
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
借
地
農
は

六
ヶ
月
の
予
告
期
間
を
も
っ
て
借
地
を
あ
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
要
す
る
に
、
現
存
す
る
大
部
分
の
契
約
条
項
の
真
の
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

格
は
改
良
に
有
害
で
あ
っ
た
」
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
制
約
的
規
制
条
項
よ
り
一
歩
前
進
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
企
業
家
的
大
地
主
と

し
て
知
ら
れ
た
フ
ィ
ツ
ウ
イ
リ
ア
ム
公
（
田
二
固
9
惹
一
萄
日
）
の
借
地
契
約
条
項
中
に
は
、
休
閑
地
に
対
し
て
最
後
の
二
年
間
と
草
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

に
対
し
て
最
後
の
年
に
行
な
っ
た
施
肥
そ
の
他
の
雑
費
に
対
し
て
補
償
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。

　
更
に
ノ
ー
ス
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
契
約
条
項
に
な
る
と
借
地
農
に
と
り
も
っ
と
シ
ビ
ア
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
封
建
時
代
の
諸
義
務
が

そ
の
ま
ま
義
務
と
し
て
契
約
条
項
に
採
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
各
種
商
品
作
物
の
播
種
禁
止
、
石
灰
搬
出
に
対
し
て
一
荷
当
り
四
ペ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

の
支
払
い
等
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
っ
ま
り
、
フ
ィ
ッ
ゥ
ィ
リ
ア
ム
公
は
あ
く
ま
で
例
外
で
あ
り
、
借
地
農
の
行
な
っ
た
「
改
良
」
に
対
し
て
ー
そ
れ
は
今
ま
で
み
た
よ
う
に

多
く
彼
ら
の
手
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
1
殆
ど
全
く
資
本
の
何
の
保
障
も
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
ヨ
ー
ク
シ
ャ
の
一
般
的
状
況
で
あ
っ
た
。

　
少
々
冗
長
に
過
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
東
部
、
西
部
、
北
部
を
代
表
す
る
三
州
を
例
と
し
て
農
業
の
実
態
、
特
に
「
改

良
」
の
有
無
と
そ
の
ト
レ
ー
ガ
ー
、
借
地
契
約
条
項
な
ど
に
つ
い
て
、
夫
々
の
持
つ
地
域
経
済
的
背
景
を
描
写
し
つ
つ
考
察
し
て
み
た
。



そ
し
て
．
一
こ
か
ら
到
達
し
た
結
論
は
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
の
ウ
ェ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
を
調
査
し
た
R
・
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
り
最
も
単
簡
明
瞭

に
説
か
れ
た
次
の
主
張
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
ヨ
ー
ク
シ
ャ
農
業
の
第
一
の
失
策
は
、
借
地
農
に
可
成
な
期
間
に
亘
る
所
有
の
保
障
を
与
え
な
い
こ
と
に
わ
る
。
次
に
、
第
二
の
・

そ
し
て
同
様
に
重
要
な
失
策
は
、
彼
が
農
暢
を
占
有
す
る
間
彼
に
課
せ
ら
れ
る
制
約
か
ら
起
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
彼
の
経
営
方
法
を
変
え
、

彼
の
播
種
す
る
穀
物
を
彼
が
所
有
す
る
土
壌
の
性
質
に
適
合
さ
せ
る
の
を
妨
げ
る
。
農
業
㈹
前
吻
ぎ
に
進
歩
ひ
グ
グ
蹴
都
秤
学
で
か
か
、

雰
紬
於
袈
で
憎
卿
ぎ
輪
伶
か
決
ど
瀞
か
射
か
だ
奪
鍵
、
紗
験
ど
観
察
ゆ
駅
で
・
御
ゆ
は
欠
階
雰
か
問
連
が
で
罫
ど
か
姶
⑪

、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

で
あ
る
。
」
（
傍
点
引
用
者
）

　
こ
の
ブ
ラ
ウ
ン
の
主
張
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
農
業
調
査
」
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
次
は
、
筆
者
が
各
州
の
レ
ポ
ー
ト
に
つ
い

て
検
討
す
る
の
が
順
序
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
そ
の
記
録
を
す
べ
て
こ
こ
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
。
既
に
〔
史
料
一
〕

の
ノ
ー
フ
ァ
ク
〔
図
邑
臨
〕
、
ハ
ー
フ
ォ
ド
シ
ャ
〔
図
≦
〕
、
ハ
ン
プ
シ
ャ
〔
艮
く
〕
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
の
ウ
ニ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
〔
図
図
図
訂
〕

の
記
録
に
付
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
短
期
借
地
契
約
の
切
り
変
え
の
記
述
に
続
い
て
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
そ
れ
が
農
業
の
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）
　
　
　
　
　
　
（
雅
）

良
に
有
害
で
あ
り
不
幸
な
傾
向
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
記
の
州
の
他
に
、
ダ
ラ
ム
、
レ
ス
タ
シ
ャ
、
シ
ュ
ロ
ッ
プ
シ

（
7
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

ヤ
、
ド
ー
セ
ッ
ト
シ
ャ
、
サ
マ
セ
ッ
ト
シ
ャ
、
バ
ー
ク
シ
ャ
な
ど
に
こ
の
趣
旨
の
記
録
が
見
い
だ
さ
れ
、
チ
ェ
シ
ャ
で
は
「
ど
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

し
て
改
良
の
精
神
が
最
も
よ
く
喚
起
さ
れ
る
が
」
国
o
≦
節
の
甘
馨
o
P
目
旨
薯
Φ
目
o
旨
目
爵
冨
訂
曾
賃
鼻
a
と
い
う
標
題
で
、
リ
ン

　
　
（
S
O
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

カ
ン
シ
ャ
や
ノ
ー
サ
ン
バ
ラ
ン
ド
で
は
「
定
期
借
地
の
効
用
と
濫
用
」
○
ロ
爵
o
q
ω
①
…
彗
α
》
ゴ
器
9
い
Φ
拐
窪
或
い
は
「
改
良
に
対
す
る

障
害
」
○
げ
の
け
暫
。
一
。
ω
8
H
日
鷺
o
話
日
。
馨
と
い
う
標
題
で
別
箇
に
論
及
せ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
、
契
約
条
項
を
改
良
農
業
に
対
す
る
阻
止
的

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
舩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
冊
）
　
　
　
　
　
　
（
胆
）

要
因
と
看
倣
す
見
解
は
前
者
ほ
ど
強
く
主
張
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
ベ
ド
フ
ォ
ド
シ
ャ
、
、
・
・
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
、
ラ
ト
ラ
ン
ド
に
読
み
取
る

こ
と
が
出
来
る
。

　
総
括
は
筆
者
に
代
っ
て
同
時
代
人
に
語
ら
せ
よ
う
。
刊
行
中
の
「
農
業
改
良
会
」
の
「
各
州
農
業
調
査
」
を
読
ん
だ
、
差
額
地
代
の
発

想
者
と
言
わ
れ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ア
ン
ダ
ー
ス
ン
は
、
「
農
業
・
農
村
問
題
論
集
」
国
ω
旨
場
お
一
暮
首
o
q
8
＞
讐
一
窪
一
昌
富
§
α
因
彗
a

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

》
篭
巴
お
の
（
一
七
七
七
－
九
六
）
に
お
い
て
、
農
業
改
良
に
対
す
る
障
害
と
し
て
こ
の
問
題
に
読
者
の
注
意
を
喚
起
し
た
。
そ
し
て
、
「
現
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

の
地
代
理
論
の
本
来
的
発
見
者
」
J
・
ア
ン
ダ
ー
ス
ン
の
こ
の
主
張
が
「
資
本
論
」
で
触
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

（
1
）
　
男
目
『
↓
げ
o
日
づ
8
詳
○
つ
9
∫
b
や
器
ひ
ー
ミ
「
乙
れ
ら
の
諸
発
展
（
各
種
改
良
の
借
地
農
負
担
）
の
す
ぺ
て
は
地
主
の
資
本
と
借
地

　
農
の
資
本
の
間
の
区
別
を
ぼ
か
す
の
に
役
立
っ
た
」
。
9
中
冒
ぎ
α
Q
塁
●
o
マ
9
ダ
唱
甲
鴇
o
o
「
こ
の
結
果
、
十
八
世
紀
の
以
前
よ
り
繁
栄
せ
る
後

　
半
期
は
、
こ
の
種
の
支
出
に
更
に
多
く
の
部
分
が
借
地
農
に
肩
が
わ
り
さ
れ
る
強
い
傾
向
が
あ
っ
た
」
。

（
2
）
　
こ
の
時
期
に
お
け
る
エ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
急
速
な
進
展
は
、
借
地
に
対
す
る
需
要
の
増
大
を
反
映
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

（
3
）
　
最
も
周
知
の
も
の
は
W
。
マ
ー
シ
ャ
ル
の
批
判
で
あ
る
。
O
o
匡
．
≦
、
目
騨
お
げ
巴
一
”
》
因
o
く
δ
≦
9
9
0
閃
①
℃
。
同
酔
ω
け
。
爵
。
切
o
臼
↓
α
9

　
》
鳴
ざ
巳
践
3
（
一
〇
〇
〇
〇
〇
）
■
9
ρ
・
ま
た
椎
名
重
明
、
前
掲
書
四
〇
頁
以
下
も
参
照
さ
る
ぺ
き
で
あ
る
。

（
4
）
当
節
は
執
筆
者
に
よ
り
叙
述
に
む
ら
が
あ
り
、
こ
れ
が
対
象
と
な
ワ
た
種
目
数
の
差
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
種
目
の
多
い
と
ア
》
ろ
は
肥

　
料
が
多
用
さ
れ
た
と
考
ん
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
当
時
の
肥
料
に
つ
い
て
の
最
も
詳
し
い
叙
述
は
A
・
ヤ
ン
グ
の
次
の
書
物
で
あ
り
、
．
一
．
｝
に
は

　
数
十
種
の
肥
料
が
考
察
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
》
吋
o
ロ
け
単
R
竃
導
目
霧
一
一
一
因
弩
昌
8
8
ぎ
目
楓
。
擁
国
ω
の
帥
望
。
。
9
浮
Φ
℃
『
帥
。
二
。
伊
一

　
℃
置
駐
o
隔
げ
島
げ
貰
益
目
ざ
N
β
山
①
山
‘
旨
N
9



（
5
）
日

　
調
査
」

（（（（（（（（（（（（（（（（21　　20　　19　　18　　17　　16　　15　　14　　13　　12　　11　　10　　9　　8　　7　　6

））））））））））））））））
ρθρい詣ρい≦い毎い日いいい｝イ

ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題

切
暮
o
け
巴
o
♪
O
o
昌
震
a
く
一
Φ
≦
亀
跨
o
＞
磯
ユ
o
巳
菖
冨
象
爵
①
○
○
葺
一
牙
o
㌦
弱
＆
8
置
｝
や
お
轟
卑
隆
以
下
に
掲
げ
る

は
す
ぺ
て
第
二
章
第
一
節
に
引
用
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
チ
ェ
シ
ャ
に
つ
い
て
は
当
該
記
録
が
み
い
だ
せ
な
か
っ
た
。

．
竃
粋
く
O
罰
　
O
唱
。
O
帥
け
己
　
℃
。
　
O
頓
㎝
臨
；

男
即
巳
O
鴇
℃
O
℃
・
O
一
け
；
　
℃
■
　
一
〇
ひ
中
，

＜
帥
昌
O
O
β
〈
O
↓
匂
O
℃
甲
O
一
⇔
■
℃
　
℃
，
O
一
一
崩
■
。

●
の
け
O
〈
O
口
の
O
β
一
〇
唱
■
O
一
け
こ
　
℃
’
い
轟
N
臣
；

O
同
騨
一
昌
凶
O
ρ
O
℃
臼
O
一
ダ
　
℃
，
斜
一
’

＜
鎖
昌
O
O
β
く
Φ
弓
｝
　
O
℃
■
O
一
θ
4
　
唱
、
　
一
斜
一
中
：

閃
口
α
m
O
｝
O
廿
。
O
一
け
；
　
℃
。
N
ひ
刈
由
；

＜
帥
β
O
O
β
く
O
J
　
O
℃
■
O
一
け
こ
　
づ
、
ω
O
O
中
：

国
O
冤
ω
　
①
け
O
■
｝
O
b
■
O
一
け
■
℃
，
一
凱
刈
ぬ
；

切
。
蚤
》
o
窪
。
巨
≦
霜
。
障
げ
。
言
ユ
。
葺
自
。
。
h
跨
①
9
巷
ξ
。
h
囚
。
暮
口
這
Q
も
」
ω
。
。
内
。
。

】
国
O
一
∬
O
℃
り
O
一
壁
｝
℃
勺
■
い
ひ
1
斜
N
●

冒
O
口
犀
｝
O
℃
り
O
一
け
；
℃
℃
量
一
刈
1
一
℃
ひ

の
幹
O
口
O
｝
O
℃
，
O
一
“
隔
憎
。
一
ひ
，

竃
一
α
α
一
〇
け
O
昌
｝
O
唱
ひ
O
一
ρ
｝
b
’
ω
〇
一
融
；

＜
o
β
昌
鉾
o
や
9
∫
や
8
N
臣
。
ヤ
ン
グ
は
全
部
で
二
〇
種
の
肥
料
を
あ
げ
て
い
る
。

】W

出
O
蜜
簿
○
’
0
ロ
一
一
〇
賓
℃
O
℃
，
O
一
“
℃
●
一
い
O
崩
■
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
九

「
州
別
農
業
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閑
■
U
Q
類
9
0
0
■
9
叶
4
や
一
■
ひ
識
；

＞
■
嘱
O
β
β
㌍
O
や
O
一
け
‘
サ
N
旨
庸
：

い
0
↓
ロ
8
匡
o
ざ
o
サ
9
f
サ
昌
・

い
ω
冨
げ
8
P
o
や
9
け
■
｝
や
o
o
鵠
：

㎏
■
臣
三
ロ
ひ
q
巴
o
ど
o
や
9
け
‘
や
一
認
捨
・

≦
。
層
一
菖
‘
○
や
9
f
づ
や
旨
U
I
N
S

》
■
紹
o
μ
昌
斡
o
や
9
f
や
一
〇
〇
ひ
唐
；

い
≦
三
鼠
目
欝
い
≧
巴
8
一
臼
一
〇
や
9
け
‘
℃
や
8
1
葭
・

↓
・
U
獅
≦
ρ
o
や
o
＃
こ
や
置
O
中
：

い
↓
ρ
屏
ρ
o
や
9
f
り
N
8
南
こ
㌍
国
8
毛
P
o
や
9
け
‘
や
蹟
O
R
・

ヤ
ン
グ
は
泥
炭
土
の
散
布
に
よ
っ
て
土
地
改
良
に
成
功
し
た
約
三
〇
の
実
例
を
記
録
し
て
い
る
が
、

二
一
〇

そ
の
具
体
的
に
明
記
さ
れ
た
施
肥
主
体

　
は
、
ま
ず
全
部
が
借
地
農
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
三
例
は
、
借
地
農
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
地
主
が
別
記
さ
れ
て
い
る
た
め
借

　
地
農
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
｝
＜
8
目
o
Q
・
o
ゆ
9
f
℃
や
8
N
I
貰

（
3
3
）
　
H
げ
箆
‘
り
≒
・

（
3
4
）
　
客
国
窪
“
○
窪
雲
巴
く
δ
譲
亀
♂
げ
o
＞
讐
δ
註
ξ
お
9
浮
o
O
窪
昌
¢
9
客
o
鳳
〇
一
F
鴇
0
9
づ
や
器
ω
ー
毬
・
な
お
、
よ
り
簡
単
で
は

　
あ
る
が
、
同
じ
ク
ク
家
の
借
地
契
約
書
が
A
・
ヤ
ン
グ
の
「
調
査
」
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
》
吋
o
ロ
b
α
R
”
o
や
9
f
b
や
8
1
q
一
・

（
3
5
）
　
ρ
国
，
≧
ぎ
吸
節
ざ
o
や
9
け
こ
や
旨
9

（
茄
）
　
プ
・
ジ
・
ウ
の
名
著
以
来
十
八
世
紀
の
農
業
改
良
の
遂
行
主
体
は
地
主
で
あ
っ
た
と
す
る
説
が
ご
く
最
近
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
わ
廿



　
だ
が
今
で
は
、
「
彼
ら
の
主
要
な
関
心
は
地
代
と
所
領
経
営
で
あ
っ
た
」
（
G
・
E
・
ミ
ン
ゲ
イ
）
と
主
張
せ
ら
れ
、
農
業
技
術
の
改
良
は
実
地
の
借

　
地
農
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
借
地
契
約
条
項
に
対
す
る
評
価
も
、
農
業
の
進
歩
に
対
す
る
阻
止
的
役
割
が
強

　
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
二
の
よ
う
な
説
を
最
初
に
提
起
し
た
の
は
ハ
バ
カ
ク
教
授
で
あ
っ
た
。
界
舅
蜀
8
爵
段
P
の
ぽ
臣
o
諾
①
誘
き
α

　
b
8
讐
o
ω
の
o
塙
国
β
範
一
静
閃
程
目
ゆ
昌
堕
一
〇
。
o
。
o
。
。
○
●
頃
冒
『
ひ
q
亀
｝
o
や
o
一
け
‘
ゆ
ま
N
り
串
ト
国
呂
帥
犀
犀
β
ド
国
8
け
o
唐
一
Φ
津
誉
o
菖
o
一
一
ω
o
胤

冒
呂
。
毒
①
誘
一
コ
げ
Φ
ω
Φ
〈
①
暑
①
β
け
『
目
伍
田
讐
羅
ロ
島
o
窪
ξ
ユ
①
の
鳶
畳
。
韓
一
8
ω
冒
国
・
酔
居
お
器
畦
巨
匡
ω
ε
蔓
矯
≦
（
ま
ω
y

（
3
7
）
　
前
章
で
利
用
し
た
ノ
ー
フ
ァ
ク
の
所
領
で
は
改
良
の
規
定
が
存
在
し
た
こ
と
は
既
に
検
討
し
た
通
り
。
こ
の
よ
う
な
例
は
決
し
て
稀
で
は
な

　
く
む
し
ろ
一
般
的
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
ウ
ェ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
ブ
ラ
ウ
ン
の
次
の
指
摘
を
参
照
。
「
借
地
農
は
、
彼
と
地
主

　
の
間
に
結
ぱ
れ
た
契
約
条
項
に
よ
っ
て
、
土
地
に
石
灰
を
投
入
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
、
あ
ま
り
に
多
す
ぎ
る
」
。
塑
田
o
名
P

　
o
つ
9
f
り
嶺
弁
も
っ
と
も
マ
ー
シ
ャ
ル
の
か
の
「
イ
ギ
リ
ス
の
土
地
資
産
」
の
中
の
代
表
的
な
借
地
契
約
条
項
に
は
、
こ
れ
に
関
係
し
た
項

　
目
は
見
当
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
名
●
寓
跨
旨
騨
F
O
β
跨
o
U
帥
づ
山
＆
閲
8
b
曾
蔓
9
国
β
α
R
言
β
9
一
〇
〇
〇
♪
や
鴇
一
中
。

（
3
8
）
　
他
に
「
作
離
れ
規
定
」
に
属
す
る
若
干
の
規
定
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
合
計
十
六
条
項
か
ら
な
る
。
こ
の
契
約
条
項
は
そ
の
目
的
が

　
専
ら
農
業
改
良
で
は
な
く
地
味
の
保
存
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
な
お
オ
ゥ
イ
ン
”
ウ
ニ
イ
タ
ム
の
書
物
は
ク
ク
家
の
契
約
書
規
定

　
に
触
れ
、
そ
こ
で
は
作
付
規
定
が
自
由
で
あ
っ
た
と
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
が
何
の
史
料
に
よ
る
も
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
○
吋
ミ
言
鱒
巧
甲

　
一
げ
碧
白
一
〇
や
9
σ
‘
や
頴
o
o
■

（
3
9
）
　
本
稿
一
五
三
頁
以
下
。

（
4
0
）
巧
・
冒
鴛
の
9
一
ど
幻
霞
巴
国
0
8
0
B
冤
o
h
爵
o
≦
Φ
ω
け
o
団
国
昌
閃
鼠
民
し
ご
ざ
や
ω
o
。
鱒

（
4
1
）
　
H
げ
一
辞
や
総
・
こ
の
地
主
と
三
代
借
地
と
の
間
に
は
、
次
に
述
べ
る
後
者
と
小
作
人
と
の
間
の
借
地
契
約
と
は
別
の
借
地
契
約
が
結
ば
れ

　
る
わ
け
で
あ
る
。
同
書
同
頁
。

　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
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二
一
二

（
4
2
）
　
H
げ
一
匹
‘
や
器
9

（
4
3
）
　
H
三
ρ
づ
や
雛
－
治
ー

（
4
4
）
　
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
れ
ば
マ
ナ
法
廷
は
未
だ
規
則
的
に
開
廷
さ
れ
、
三
代
借
地
人
は
乙
こ
で
は
コ
ビ
ー
・
ホ
ウ
ル
ダ
ー
と
看
徹
さ
れ
た
。
H
三
P

　
や
ω
P

（
葡
）
　
わ
れ
わ
れ
の
利
用
し
て
い
る
W
・
マ
ー
シ
ャ
ル
の
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
西
部
の
農
村
経
済
」
は
「
西
部
」
を
幾
つ
か
の
地
域
に
分
類
し
て
叙
述

　
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
初
の
「
デ
ヴ
ォ
ン
西
部
」
を
中
心
と
し
た
地
域
の
記
録
が
最
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
利
用
し
た
も
の
も
主

　
と
し
て
こ
の
部
分
の
記
録
で
あ
る
。

（（（（（（51　　50　　49　　48　　47　　46

））））））
同
玄
自
‘
ゆ
峯
避

H
げ
答
」
や
O
o
o
噂
蹟
O
一
総
o
o
．

H
び
置
‘
や
一
＆
昌

H
菖
α
‘
や
睾
ρ

目
げ
置
‘
や
一
象
●

な
お
、
以
下
の
叙
述
は
本
稿
の
当
面
の
課
題
か
ら
若
干
横
道
に
そ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
は
な
る
が
、

　
を
念
頭
に
お
い
て
筆
者
が
意
識
的
に
挿
入
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
5
2
）
　
≦
・
家
跨
旨
巴
ご
殉
畦
毘
国
8
ロ
o
目
『
鑑
畷
9
冨
獣
8
一
＜
〇
一
』
｝
b
や
8
1
呂
・

（
5
3
）
　
H
げ
箆
‘
唱
や
践
～
9

（
5
4
）
　
H
げ
一
F
や
誤
・
「
こ
の
（
テ
ナ
ン
ト
・
ア
ト
・
ウ
ィ
ル
）
の
揚
合
信
頼
が
唯
一
の
き
ず
な
で
あ
る
」

　
異
な
り
、
借
地
契
約
が
こ
の
揚
合
に
は
き
ず
な
で
あ
る
」
。

が

こ
れ
は
専
ら
本
稿
の
後
半
部

「
定
期
借
地
契
約
の
場
合
は
事
情
が



（
6
1
）

（
6
2
）

（
6
3
）

（
6
4
）

（
6
5
）

（
6
6
）

（
5
5
）
　
一
げ
崔
4
り
ω
N

（
5
6
）
　
い
↓
ρ
犀
ρ
O
魯
Φ
β
一
く
一
〇
白
o
協
跨
o
》
讐
ざ
三
9
お
o
出
島
0
2
0
博
浮
閃
達
言
㎎
隔
o
吋
o
詩
の
匡
β
や
斜
P

（
5
7
）
　
H
げ
箆
‘
唱
や
軌
o
o
ー
ω
P

（
5
8
）
　
」
・
ト
ゥ
ク
の
強
調
し
た
の
は
「
任
意
借
地
」
形
態
の
及
ぼ
す
道
徳
的
・
政
治
的
傾
向
で
あ
り
、
土
地
を
純
粋
に
生
産
手
段
と
看
倣
す
考
え

　
方
を
斥
け
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
5
9
）
　
白
・
呂
弩
跨
包
ご
o
や
9
け
‘
く
〇
一
」
一
や
N
8
中
，
界
国
8
≦
P
o
や
9
け
●
一
や
ミ
’
い
6
仁
犀
ρ
o
や
o
一
f
も
や
一
〇
一
跨
＝

（
6
0
）
　
国
■
ゆ
8
ミ
蜀
o
や
o
一
け
‘
り
器
頓
．

　
　
　
　
な
お
椎
名
教
授
は
「
米
川
氏
は
小
規
模
経
営
の
数
が
多
い
こ
と
を
も
っ
て
ラ
ン
カ
シ
ヤ
ー
、
チ
ュ
シ
ャ
ー
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
；
等
に
お
い
て

　
　
　
は
小
経
営
が
『
支
配
的
』
で
あ
る
と
の
ぺ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
ま
り
で
あ
ろ
う
。
」
（
三
一
三
頁
）
と
説
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
全
く
教
授
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　

ヤ
　
　

ヤ
　
　

ヤ
　
　

ヤ
　
　

ヤ
　
　
ヤ
　
　

ヘ

　
　
　
誤
読
で
あ
っ
て
、
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
私
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
む
し
ろ
逆
に
農
業
規
模
は
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
最
早
経

　
　
　
営
面
積
を
も
っ
て
し
て
は
測
定
し
が
た
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
念
の
た
め
教
授
の
論
法
を
も
っ
て
す
れ
ぱ
こ
れ
ら
三
州
は

　
　
　
二
〇
世
紀
に
お
い
て
も
小
経
営
の
支
配
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
一
ρ
　
　
亭
o
o

い
↓
信
吋
ρ
o
や
　
　
一
や
　
　
噂
一
お
’

譲
陰
目
胃
旨
2
ど
o
や
9
計
や
O
舞

閑
。
膨
8
薯
P
o
や
9
計
℃
■
一
≒
。

H
び
一
自
‘
や
一
訟
’

い
↓
偉
犀
ρ
り
8
ド

H
び
鵠
‘
や
蕊
避

イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題

二
一
．
三
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毛
’
竃
跨
円
㎝
げ
卑
一
一
噂
O
b
。
O
一
け
4
　
℃
●
斜
N

閃
．
国
『
O
名
昌
一
〇
℃
。
O
一
壁
｝
b
．
斜
O
，
　
ア

H
げ
達
：

H
げ
一
山
4
　
℃
。
轟
一
。

いい一い日日≦ヤ≦いいい舛｝↓
ロ
一
《
①
｝
O
℃
●
O
一
ρ

国
↓
O
毒
昌
博
O
℃
。

の
↓
倉
一
け
頓
O
J
　
O
℃
、

冒
○
口
犀
一
〇
℃
’
O
一
け

H
W
一
の
げ
δ
O
β
噂
O
b
’

、
の
什
O
く
O
昌
の
O
口
『

】
W
一
一
一
一
昌
の
〇
一
〇
矯
一

『
ピ
簿
く
O
吋
｝
O
廿
’

≦
①
山
咬
O
》
O
℃
。

の
け
O
昌
O
博
O
℃
、

M“

旨
O
璃
欝
｝
。

国
暮
9
①
一
〇
ど

冒
一
山
山
一
〇
一
〇
β
”

O
鷺
β
け
O
げ
一
〇
図
一

O

｝
れ
は
ブ
ラ

　
　
｝
℃
●
ひ
O
融
。
。

　
O
一
け
こ
　
唱
℃
，
斜
一
I
I
轟
N
－

　
　
O
一
梓
遭
　
℃
、
U
恥
、

　
　
‘
や
軌
P

　
O
一
壁
｝
℃
●
邸
o
刈
●

　
O
℃
。
O
一
け
●
｝
℃
b
■
　
一
〇
斜
1
ω
■

　
O
℃
。
O
一
叶
こ
　
℃
，
N
O
ひ
■

　
O
一
け
こ
　
℃
。
一
〇
〇
，

　
O
一
δ
“
　
唱
℃
。
¶
O
I
刈
一
●

　
O
仁
一
一
Φ
鴇
｝
O
℃
・
O
一
け
■
一
〇
げ
、

　
O
℃
、
O
一
け
“
　
℃
．
轟
一
、

O
℃
　
O
一
壁
｝
℃
、
N
N
，

O一

｝
℃
℃
、
O
Q
Q
I
一
〇
一
●

O
℃
　
O
一
ρ
　
b
・
刈
ω
臨
：

ウ
ン
が

図
≦
●

例
と
し
て
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。

一
一
“

四



（
8
5
）

（
8
6
）

い
》
昌
伍
Φ
田
o
P
国
o
。
墨
遂
お
一
跨
江
ロ
顧
ε
＞
鰻
一
2
犀
霞
o
国
ロ
山
因
β
旨
一
》
中
巴
誘
”
〈
〇
一
」
芦
℃
，

「
資
本
論
」
第
六
編
三
七
章
（
長
谷
部
訳
第
三
部
八
七
三
頁
）
。

9
や
昌
崩
、
隆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
本
節
で
は
、
戦
後
つ
ま
り
一
八
一
四
年
か
ら
始
ま
っ
た
農
業
不
況
期
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
時
期
は
、
ト
ム
ス
ン
に
よ
り
「
年
々
契
約
」

が
根
を
下
し
た
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
地
主
の
カ
の
衰
退
」
を
意
味
す
る
も
の
と
説
か
れ
た
。
し
か
し
、
筆
者
が
前
章
で
疑
問
の
余
地

な
く
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
不
況
期
に
は
、
む
し
ろ
ト
ム
ス
ン
が
例
外
的
事
例
と
し
て
引
用
し
た
定
期
借
地
（
七
－
一
四
年
）
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

特
に
穀
作
地
域
を
中
心
に
支
配
的
に
存
在
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
彼
の
見
解
と
は
逆
に
、
こ
の
農
業
不
況
期
の
農
業
に
対
す
る
期

待
値
が
必
ず
し
も
高
く
な
い
時
期
に
お
い
て
も
、
な
お
、
地
主
対
借
地
農
の
力
関
係
の
ネ
ッ
ト
・
バ
ラ
ン
ス
は
地
主
の
側
に
存
し
た
、
と

解
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
節
で
は
時
期
を
こ
の
不
況
期
に
移
し
て
、
前
節
で
考
察
し
た
諸
点
を
ケ
ネ
デ
ィ
＆
グ
レ
イ
ン
ジ
ャ
の
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
土
地

保
有
の
現
況
」
を
再
び
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
し
た
い
。
た
だ
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
椎
名
教
授
の
論
稿
に
よ
っ
て
若
干
の
主
要

な
論
点
に
関
し
て
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
作
離
れ
料
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
「
新
借
地
農
対
旧
借
地
農
」
甚
巴
蓉
？

巨
茜
慧
α
讐
一
轟
富
壁
馨
の
慣
行
と
し
て
、
多
様
な
形
態
を
採
り
つ
つ
各
地
に
お
い
て
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
教
授
の
作
製
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

た
図
表
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
依
存
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
第
二
に
、
「
地
主
対
借
地
農
間
の
慣
行
」
○
霧
ε
白
富
薯
Φ
竃
一
き
亀
自
侮
器
q
盆
鍔
暮
．
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
借
地
契
約
条
項
、

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五
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一
二
六

同
意
書
、
或
い
は
単
な
る
口
約
束
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
各
州
に
よ
り
そ
の
内
容
を
若
干
異
に
し
つ
つ
も
、
可
成
り
ス
テ
・
タ
イ

プ
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
主
要
な
も
の
は
次
の
諸
事
項
で
あ
る
。

　
ω
　
牧
草
地
の
摯
耕
禁
止
。
［
》
8
塁
旨
す
α
⇔
窪
。
露
ξ
円
o
ω
艮
9
a
ぼ
O
ヨ
訂
塁
江
罐
ロ
づ
冨
ω
9
8
ポ
邑
］

　
こ
れ
は
専
ら
牧
草
地
か
ら
成
る
州
に
存
在
す
る
慣
行
で
、
そ
の
た
め
特
定
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
い
例
は
ダ
ー
ビ
ー
シ
ャ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

あ
り
、
当
州
は
北
部
は
牧
草
地
で
南
部
は
耕
作
地
中
心
で
あ
る
た
め
、
こ
の
規
制
は
北
部
地
方
に
し
か
普
及
し
て
い
な
い
。
同
様
の
規
制

を
読
取
る
こ
と
が
出
来
る
州
は
、
ベ
ド
フ
ァ
ド
シ
ャ
、
チ
ェ
シ
ャ
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
シ
ャ
、
コ
ー
ン
ウ
ァ
ル
、
ハ
ン
テ
ィ
ン
ド
ン
シ
ャ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

レ
ス
タ
シ
ャ
、
サ
マ
セ
ッ
ト
シ
ャ
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
の
諸
州
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
こ
れ
に
関
係
し
て
新
し
い
事
実
の
発
見
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
諸
州
は
そ
の
殆
ど
が
、
既
述
の
如
く
定
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

借
地
（
七
－
一
四
年
）
の
支
配
的
な
な
か
で
、
「
年
汝
契
約
」
の
地
域
で
あ
る
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
筆
者
は
前
章
で
地
代
動
向

に
関
連
さ
せ
て
説
明
し
た
。
つ
ま
り
農
業
不
況
は
専
ら
穀
物
（
U
小
麦
）
不
況
を
意
味
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
不

況
の
影
響
の
軽
い
こ
れ
ら
の
地
方
は
、
十
九
世
紀
初
頭
の
動
向
を
変
え
る
こ
と
な
く
、
地
主
に
と
り
年
々
契
約
借
地
或
い
は
任
意
借
地
契

約
の
締
結
が
最
も
優
利
で
あ
っ
た
と
。
筆
者
は
こ
こ
で
も
う
一
つ
の
論
点
を
吟
味
し
て
お
き
た
い
。
即
ち
、
一
般
に
長
期
の
定
期
借
地
が

ノ
ー
フ
ァ
ク
の
耕
作
地
帯
で
最
初
根
を
下
し
た
の
は
、
借
地
農
に
よ
る
改
良
を
必
要
と
し
た
た
め
で
も
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
畜
産
地
帯
を

こ
れ
と
比
較
す
る
時
、
少
く
と
も
こ
の
時
期
に
関
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
畜
産
地
帯
は
借
地
農
に
よ
る
継
続
的
な
資
本
投
本
を
必
要
と
し
な

か
っ
た
（
だ
か
ら
、
こ
の
面
か
ら
の
長
期
借
地
へ
の
誘
因
が
地
主
側
に
な
か
っ
た
）
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
回
答
は
端
的
に
言
っ
て
否
定
的

で
あ
る
。
例
え
ば
肥
料
な
ど
を
取
り
出
し
て
考
え
る
と
畜
産
地
帯
で
の
投
下
量
は
穀
作
地
に
及
ば
な
か
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
．
）
れ
は
或
い



は
排
水
工
事
に
つ
い
て
も
言
え
た
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、
一
般
的
に
言
っ
て
、
農
業
の
素
材
的
構
造
転
換
に
よ
っ
て
不
況
期
を
乗
り
切

ろ
う
と
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
農
業
に
と
っ
て
は
、
こ
の
構
造
的
変
化
故
に
、
両
地
帯
に
関
係
な
く
借
地
農
に
よ
る
永
続
的
・
持
続
的
改
良

を
必
要
と
し
て
い
た
と
看
倣
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
家
畜
小
屋
の
新
設
或
い
は
補
修
は
「
年
々
契
約
」
で
は
補
償
の
慣
習
が
な
い
限
り
、
借

地
農
に
は
資
本
の
・
ス
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
補
償
慣
行
が
あ
っ
，
た
か
ど
う
か
？
　
そ
れ
は
本
節
の
後
半
で
触

れ
ら
れ
よ
う
。

　
②
　
乾
草
．
麦
藁
の
借
地
外
へ
の
搬
出
禁
止
。
［
》
＄
轟
旨
δ
ぎ
ロ
鼠
8
富
①
q
毘
一
げ
曙
き
q
誓
β
≦
巷
自
跨
Φ
冥
o
ヨ
δ
8
”

》
葱
き
二
ω
鴨
諾
邑
蔓
虜
鼠
。
け
a
胤
8
目
8
暮
≦
茜
。
酵
霞
げ
曙
。
寓
ぎ
≦
ぎ
日
跨
。
鷲
Φ
巨
弱
山

　
こ
れ
は
三
圃
制
度
の
も
と
で
飼
料
（
“
肥
料
）
と
し
て
使
用
し
地
味
を
保
存
す
る
慣
習
が
依
然
と
し
て
「
慣
行
」
と
し
て
残
っ
た
も
の

で
あ
る
。
肥
料
の
種
類
が
増
加
し
、
都
市
近
郊
で
は
こ
れ
を
販
売
し
て
購
入
肥
料
に
依
存
し
た
方
が
よ
り
合
理
的
と
な
り
、
こ
の
種
の
規

制
は
漸
次
極
棺
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
規
制
は
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
、
後
に
述
べ
る
若
干
の
州
を
除
き
ほ
ぼ
全
土
を
支

配
し
て
い
た
。
若
干
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
販
売
（
”
搬
出
）
は
許
可
す
る
が
、
代
り
に
別
な
肥
料
例
え
ぱ
厩
肥
の
投
入
を
要
求
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
い
る
州
（
エ
セ
ソ
ク
ス
、
ケ
ン
ト
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
）
が
あ
る
。

　
⑥
作
付
．
輪
作
規
制
。
［
》
器
轟
旨
δ
び
薯
鼠
身
浮
o
一
き
色
o
置
8
℃
ビ
轟
げ
爵
Φ
一
き
α
ぎ
誓
。
げ
冥
8
0
註
o
昼
9
暮
陣

。
貫
ξ
冒
旨
。
＝
け
日
錯
お
β
昌
壁
讐
婁
団
。
コ
ぼ
8
罵
誤
』
匿
8
募
く
①
簿
お
凶
巳
跨
馨
8
ω
ω
一
。
三
昌
喜
R
。
℃
ω
］

　
こ
れ
は
単
に
作
付
率
を
規
定
し
た
比
較
的
緩
い
も
の
か
ら
、
具
体
的
な
輪
作
に
ま
で
介
入
し
た
厳
し
い
も
の
ま
で
か
な
り
な
幅
が
存
在

す
る
。
お
お
ざ
っ
ぱ
に
み
て
、
約
三
分
の
二
の
州
に
こ
の
種
の
規
制
を
見
い
だ
せ
る
が
、
ハ
ー
フ
ァ
ド
シ
ャ
の
よ
う
に
規
制
は
記
録
さ
れ

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
七
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二
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

て
い
て
も
「
決
し
て
一
般
的
で
な
い
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ω
の
規
制
と
こ
の
⑥
と
の
関
係
で
、
ω
の
存
在
す
る
州
で
は
お
お
む
ね
⑥
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
こ
の
規
制
が
輪
作
農
業
と
深
く
関
係
し
て
い
る
以
上
驚
く
に
当
ら
な
い
。
こ
ん
な
わ
け
で
、
ベ
ド
フ
ァ
ド
シ
ャ
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
シ
ャ
、
ハ
ン
テ
ィ
ン
ド
ン
シ
ャ
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
な
ど
に
は
こ
の
記
載
は
な
い
。
し
か
し
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
の
説
く
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
穀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

物
規
制
自
体
が
農
業
の
構
造
転
換
の
阻
害
的
要
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
＠
　
肥
料
投
入
規
制
。
［
》
富
壁
暮
8
お
壼
暮
ω
8
ロ
昌
α
巽
寅
寄
一
塁
ぎ
＝
霧
警
罫
β
ω
ぼ
受
ゑ
ぼ
畠
Φ
簿
理
言
跨
。
〆
o
＝
一
旨
o
b
g

8
冨
出
o
円
匡
の
け
貰
艮
場
o
㎏
≦
げ
雷
“
毒
げ
霞
ω
o
≦
ロ
唇
o
昌
魯
置
一
〇
≦
“
》
け
Φ
壁
糞
日
霧
け
一
還
琶
8
昌
①
鴨
o
§
α
8
＝
①
ω
ω
践
き

g
。
げ
巷
爵
a
≦
ぼ
畠
①
器
㎏
げ
ロ
跨
①
冒
。
＝
ぎ
。
b
R
8
β
騰
。
唖
爵
Φ
讐
警
R
。
巳

　
こ
れ
は
専
ら
石
灰
の
散
布
を
義
務
付
け
た
も
の
で
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
、
コ
ー
ン
ウ
ァ
ル
、
デ
ヴ
ォ
ン
シ
ャ
、
レ
ス
タ
シ
ャ
、
ウ
ェ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ト
モ
ラ
ン
ド
な
ど
に
存
在
す
る
。

　
㈲
無
規
制
州
。

　
最
後
に
殆
ど
前
記
の
諸
規
制
の
存
在
し
な
い
州
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
バ
ー
ク
シ
ャ
は
「
定
期
借
地
の
最
後
の
年
、
或
い
は
若
干
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

揚
所
で
は
最
後
の
二
年
間
以
前
に
は
、
土
地
の
耕
作
或
い
は
輪
作
方
法
に
関
し
て
借
地
農
に
は
制
限
は
な
い
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ
に
つ
い
て
も
「
こ
の
州
の
借
地
農
は
、
一
般
的
に
言
っ
て
殆
ど
何
の
規
制
も
受
け
て
い
な
い
」
と
あ
り
、
ダ
ー
ビ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ヤ
南
部
も
同
様
で
あ
る
。
更
に
「
サ
セ
ッ
ク
ス
の
借
地
農
に
対
す
る
制
約
は
そ
れ
自
身
非
常
に
不
充
分
で
あ
る
ば
か
り
か
、
現
在
殆
ど
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

制
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
記
録
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
以
上
の
四
州
に
限
ら
れ
、
ま
ず
例
外
で
あ
る
。



．
然
ら
ば
土
地
「
改
良
」
の
実
態
は
如
何
。
前
節
と
同
様
に
こ
れ
を
ω
「
肥
料
」
㈲
「
排
水
」
ω
「
建
築
」
の
三
項
目
に
つ
い
て
考
察
す

る
。　

ω
　
　
「
肥
料
」
に
つ
い
て
は
余
り
詳
細
な
記
録
は
な
く
、
各
州
に
つ
い
て
せ
い
ぜ
い
一
種
類
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
、
全
く
記
載
が
な

い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
種
類
は
、
だ
い
た
い
前
の
時
期
と
大
差
な
く
最
も
多
い
の
が
石
灰
、
そ
れ
に
白
聖
と
泥
炭
、
こ
の
三
種
で
大

部
分
を
占
め
る
ゆ
あ
と
は
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
の
骨
粉
と
油
粕
、
ラ
ト
ラ
ン
ド
の
骨
粉
、
サ
リ
の
塩
と
ソ
ー
プ
・
ア
ッ
シ
ュ
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ

の
羊
毛
屑
な
ど
が
筆
者
の
拾
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
ど
の
程
度
利
用
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
無
論
、
確
答
を
得
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
し
か
し
、
ま
ず
大
過
な
く
言
え
る
こ
と
は
、
以
前
の
農
産
物
の
高
騰
期
に
比
較
す
れ
ば
、
改
良
一
般
に
対
す
る
意
慾
が
借
地
農
の

間
で
低
下
し
、
従
っ
て
投
下
肥
料
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
資
本
的
に
余
裕
の
あ
る
少
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

の
大
借
地
農
を
除
け
ば
、
一
般
論
と
し
て
ま
ず
間
違
い
な
い
。
既
に
引
用
し
た
フ
ァ
ッ
ス
ル
＆
コ
ム
ト
ン
の
論
稿
は
、
「
特
に
、
こ
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
距
）

況
の
終
り
に
至
っ
て
耕
作
の
改
良
と
肥
料
使
用
の
増
大
」
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
著
者
の
利
用
し
た
史
料
か
ら
判
断
し
て
三
〇
年

代
に
入
っ
て
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
同
論
文
も
不
況
期
に
お
け
る
農
業
改
良
の
停
滞
を
少
し
も
否
定
し
て
い
な
い
。

　
②
　
　
「
排
水
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
農
業
不
況
期
に
資
本
家
的
機
能
と
し
て
地
主
の
果
す
領
域
が
確
定
し
た
と
は
ト
ム
ス
ン
の
主
張
で

　
（
1
6
）

あ
る
が
、
こ
れ
は
承
認
を
得
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
当
史
料
に
即
せ
ば
、
地
主
の
負
担
と
考
え
ら
れ
る
「
永
続
的
改
良
」
た
る
排
水
工

事
は
、
各
州
に
よ
り
一
般
的
傾
向
を
云
々
し
難
い
ほ
ど
一
種
の
混
乱
状
態
に
あ
る
こ
と
が
分
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
借
地
農
の
負
担
で
な
さ
れ
て
い
る
揚
合
が
大
変
多
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
ベ
ド
フ
ァ
ド
シ
ャ
、
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
シ
ャ
、

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
九
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二
二
〇

ダ
ー
ビ
シ
ャ
、
エ
セ
ッ
ク
ス
、
ケ
ン
ト
、
ノ
ー
サ
ン
バ
ラ
ン
ド
、
サ
フ
ァ
ク
、
サ
セ
ッ
ク
ス
、
ウ
ォ
リ
ッ
ク
シ
ャ
、
な
ど
九
州
が
こ
れ
に

　
　
（
1
7
）

該
当
す
る
。
他
方
、
何
の
見
返
り
も
な
く
1
史
料
が
語
る
限
り
1
地
主
が
こ
れ
を
行
な
っ
た
の
は
、
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ
唯
一
州
に

　
（
1
8
）

す
ぎ
ず
、
こ
れ
も
契
約
期
間
中
に
行
な
わ
れ
た
も
の
か
否
か
明
ら
か
で
な
い
。
第
二
に
地
主
が
こ
れ
を
行
な
っ
て
利
子
相
当
部
分
を
借
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

農
か
ら
徴
収
す
る
例
と
し
て
は
、
カ
ン
バ
ラ
ン
ド
、
コ
ー
ン
ウ
ァ
ル
、
ド
ー
セ
ッ
ト
シ
ャ
、
な
ど
が
あ
る
。
最
後
に
何
ら
か
の
形
態
で
両

者
の
共
同
負
担
ー
こ
の
中
で
最
も
多
い
の
は
地
主
が
材
料
を
提
供
し
借
地
農
が
労
働
力
を
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
が
ー
と
な
っ
て
い

る
の
が
、
デ
ヴ
ォ
ン
シ
ャ
、
ダ
ラ
ム
、
ハ
ン
プ
シ
ャ
、
レ
ス
タ
シ
ャ
、
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
、
ラ
ト
ラ
ン
ド
、
シ
ュ
ロ
ッ
プ
シ
ャ
、
ス
タ
フ
ァ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

ド
シ
ャ
、
サ
マ
セ
ソ
ト
シ
ャ
、
ウ
ー
ス
タ
シ
ャ
な
ど
第
一
の
揚
合
よ
り
一
州
多
い
合
計
一
〇
州
。
そ
の
他
の
州
に
関
し
て
は
記
録
が
な
い

が
、
こ
の
中
に
は
排
水
を
余
り
必
要
と
し
な
い
州
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
ノ
ー
フ
ァ
ク
の
よ
う
に
主
体
の
記
録
さ
れ
て
い
な
い
州
も
こ
の
中

に
入
っ
て
い
る
。

　
⑥
　
　
「
建
築
物
」
　
o
暮
げ
巳
一
象
夷
は
正
確
に
は
「
附
属
建
築
物
」
即
ち
、
納
屋
、
家
畜
小
屋
な
ど
を
対
象
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
専

ら
補
修
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
代
表
的
な
も
の
は
「
共
同
負
担
」
営
暮
昌
跨
鴨
と
全
部
が
地
主
負
担
の
揚
合
で
、
前
者
の

方
が
僅
か
に
多
く
、
バ
ー
ク
シ
ャ
、
チ
ェ
シ
ャ
、
ダ
ー
ビ
ー
シ
ャ
、
ド
ー
セ
ッ
ト
シ
ャ
、
エ
セ
ソ
ク
ス
、
ヘ
リ
フ
ァ
ド
シ
ャ
、
ハ
ン
プ
シ

ャ
、
ケ
ン
ト
、
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
、
サ
マ
セ
ッ
ト
シ
ャ
、
サ
フ
ァ
ク
、
サ
リ
、
サ
セ
ッ
ク
ス
、
ウ
ェ
ス
ト
モ
ラ
ン
ド
、
ウ
｝
ス
タ
シ
ャ
な
ど

　
（
2
1
）

の
諸
州
。
逆
に
あ
ら
ゆ
る
補
修
の
責
任
が
借
地
農
の
肩
に
か
か
っ
て
い
る
の
が
、
レ
ス
タ
シ
ャ
、
ノ
ー
サ
ン
プ
ト
ン
シ
ャ
、
ス
タ
フ
ァ
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

シ
ャ
、
ラ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ォ
リ
ッ
ク
シ
ャ
、
ノ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
の
六
州
で
あ
る
。

　
結
論
と
し
て
、
史
料
を
丹
念
に
検
討
し
て
み
る
と
、
か
よ
う
に
本
来
所
領
の
維
持
費
或
い
は
改
良
費
と
し
て
地
主
が
支
出
す
べ
き
も
の



と
考
え
ら
れ
、
更
に
、
現
実
に
も
そ
の
履
行
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
付
属
建
築
物
・
排
水
工
事
な
ど
の
「
永
続
的
改
良
」
さ
え
も
、
実
際

に
は
か
な
り
借
地
農
の
手
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ト
ム
ス
ン
の
説
く
と
こ
ろ
に
も
疑
念
を
払

拭
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
農
業
不
況
と
い
わ
れ
る
当
期
に
お
い
て
も
、
本
来
な
ら
借
地
農
は
借
地
期
限
の
到
来
と
と
も
に
土
地
に
帰
属
す
る
土
地
改

良
の
重
要
な
遂
行
者
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
資
本
の
保
障
の
実
態
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
建
築
物
・
排
水
工
事
の
永
続
的
改
良
に
つ
い
て
考
祭
す
る
と
、
前
者
の
補
償
－
借
地
を
去
る
場
合
の
ー
は
全
く
存
在
し
な

い
。
た
だ
こ
の
揚
合
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
補
修
”
維
持
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
改
良
」
に
入
れ
る
こ
と
は
厳
密
に
は
正
し
く
な
い
の

で
あ
る
。
後
者
は
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
こ
の
揚
合
、
借
地
農
は
地
主
に
よ
る
「
排
水
工
事
」
を
契
約
書
に
記
入
さ
せ
た
上
で
借
地
契
約

に
調
印
し
た
も
の
で
な
い
限
り
（
こ
の
よ
う
な
例
は
き
わ
め
て
稀
な
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
）
、
こ
の
改
良
に
対
し
て
対
価
を
支
払
う
義
務

が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
借
地
農
の
支
出
が
、
改
良
以
降
ど
の
程
度
の
借
地
期
間
の
存
続
に
よ
っ
て
償
還
さ
れ
た
と
考
え

る
べ
き
か
は
、
そ
も
そ
も
工
事
内
容
自
身
千
差
万
別
で
あ
り
、
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
参
考
と
し
て
ピ
ュ
ジ
i
委
員
会
で
の
あ
る
証
言
を

信
頼
す
れ
ぱ
材
料
を
地
主
が
負
担
し
労
働
力
を
借
地
農
が
提
供
し
た
揚
合
き
借
地
農
が
支
出
資
本
を
回
収
す
る
の
に
要
す
る
歳
月
は
七
年

　
　
　
　
（
羽
）

で
あ
る
と
い
う
。
っ
ま
り
、
共
同
負
担
す
る
揚
合
は
七
年
以
上
の
借
地
契
約
で
、
し
か
も
契
約
の
切
れ
る
七
年
前
に
そ
れ
を
行
な
わ
な
い

限
り
、
資
本
の
保
障
は
与
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
更
に
、
多
数
の
州
に
み
ら
れ
る
借
地
農
の
全
額
負
担
は
、
恐
ら
く
一
二
年
契
約
借
地
の
．
こ
く
初
期
の
う
ち
に
改
良
を
始
め
な
い
限
り
そ

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
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二
二
二

の
資
本
を
回
収
す
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
地
主
は
こ
の
借
地
農
の
行
な
っ
た
改
良
に
対
し
て
、
利
子
そ
の

他
の
形
で
借
地
農
に
報
い
る
必
要
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
若
し
契
約
期
限
内
で
そ
の
資
本
が
回
収
さ
れ
て
そ

の
上
土
地
に
改
良
の
果
実
が
残
さ
れ
な
い
よ
う
な
も
の
な
ら
、
地
主
に
と
り
何
の
関
係
も
な
い
も
の
で
あ
り
、
資
本
と
改
良
の
果
実
の
両

者
が
、
或
い
は
後
者
の
み
が
土
地
に
残
さ
れ
て
改
良
が
眼
に
見
え
て
い
た
と
し
て
も
、
コ
モ
ン
．
ロ
ー
に
従
っ
て
そ
れ
は
自
動
的
に
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

に
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
地
主
の
掌
中
に
さ
れ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
か
ら
。

　
次
に
、
同
様
に
重
要
な
も
の
が
「
肥
料
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
数
州
に
亘
っ
て
補
償
規
定
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
限
り
で
確
か
に
注
目
に
値

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
慎
重
に
検
討
し
吟
味
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
補
償
が
、
新
借
地
農
が
旧
借
地
農
に

対
し
て
畠
に
残
さ
れ
た
作
物
に
対
し
て
支
出
し
た
労
働
力
・
種
子
と
と
も
に
そ
れ
に
使
用
し
た
肥
料
に
対
し
て
も
支
払
わ
れ
る
揚
合
、
換

言
す
れ
ば
、
融
ゆ
残
ぎ
か
だ
伶
物
の
構
成
要
素
と
し
て
の
側
面
か
ら
由
来
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
「
改
良
」
に
対
す
る
補
償
と
看

徹
す
こ
と
は
無
理
で
あ
り
、
「
作
離
れ
料
」
の
枠
の
中
で
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
エ
セ
ソ
ク
ス
、
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
、
サ
リ
、
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

フ
ァ
ク
な
ど
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。

　
し
か
し
、
投
下
肥
料
に
対
す
る
補
償
は
こ
の
時
点
で
は
止
ま
ら
ず
、
更
に
期
限
の
切
れ
る
一
年
前
以
上
に
さ
か
の
ぽ
っ
て
、
つ
ま
り
、

そ
れ
以
前
に
投
下
さ
れ
た
肥
料
も
対
象
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
投
下
し
た
肥
料
が
一
回
の
作
付
で
は
全
部
消
耗
せ
ず
土
地

に
残
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
生
ま
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
ケ
ン
ト
、
シ
ュ
・
ッ
プ
シ
ャ
、
サ
セ
ッ
ク
ス
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

に
二
回
の
作
付
つ
ま
り
二
年
の
有
効
期
間
を
査
定
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
帯
は
投
下
肥
料
か
ら
み
る
と
新
し
い
骨
粉
な
ど

の
使
用
地
域
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
ら
の
肥
料
は
第
ご
章
の
冒
頭
の
資
本
分
類
に
即
せ
ば
、
⑥
の
、
つ
ま
り
「
一
時
的
」
な
回
収
期
間
の



極
め
て
早
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
は
補
償
期
間
ロ
資
本
の
回
収
期
間
が
正
当
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
若
し
こ
の
前
提
が
く
ず
れ
れ
ば
、
か
よ
う
な
記
録
は
補
償
が
な
い
よ
り
一
歩
前
進
で
あ
る
に
せ

よ
、
逆
に
利
用
す
れ
ば
、
補
償
が
如
何
に
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
シ
ュ
ロ
ッ
プ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ロ

ヤ
で
は
石
灰
は
二
年
に
ま
た
が
る
補
償
が
慣
習
と
し
て
成
立
し
て
い
る
が
、
無
論
投
入
量
に
も
よ
る
が
、
石
灰
の
有
効
期
限
は
普
通
五
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
ロ

七
年
と
看
傲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
補
償
が
数
年
間
に
及
ぶ
こ
と
を
暗
示
し
た
ノ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
の
記
録
が
、
特
に
注
目
さ

　
　
　
　
　
（
器
）

れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
本
節
で
の
分
析
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
の
得
た
結
論
は
お
お
よ
そ
翫
の
よ
う
に
言
え
よ
う
か
。
「
改
良
」
に
対
す
る
補
償
の
芽
が
こ
の
時

期
に
は
発
見
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
如
何
に
小
さ
な
も
の
で
あ
れ
芽
と
し
て
持
つ
意
味
は
無
視
出
来
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
新
借
地
農

が
旧
借
地
農
に
支
払
う
、
実
質
的
に
も
純
粋
に
両
借
地
農
間
の
問
題
で
あ
り
、
ひ
⑪
種
慶
の
槽
償
慨
徐
で
は
地
代
の
規
定
性
に
影
響
を
与

え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
故
に
地
主
に
与
え
た
影
響
力
も
極
め
て
ニ
グ
リ
ジ
プ
ル
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
ろ
う
。
必
要
な
の
は

「
骨
粉
」
な
ど
の
短
期
に
資
本
回
収
の
可
能
な
肥
料
に
加
う
る
に
㈲
と
⑥
、
つ
ま
り
「
持
続
的
」
「
永
続
的
」
改
良
に
対
す
る
補
償
で
あ
り
、

こ
こ
に
至
っ
て
始
め
て
そ
れ
は
新
．
旧
借
地
農
の
問
題
で
は
な
く
、
理
論
的
に
地
主
が
そ
れ
に
介
入
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
な
お
念
の
た
め
付
言
す
れ
ば
ト
ム
ス
ン
が
「
年
々
契
約
借
地
」
の
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
四
例
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
例
は
「
ケ
ネ
デ

　
イ
”
グ
レ
イ
ン
ジ
ャ
報
告
」
の
う
ち
の
「
年
々
契
約
借
地
」
が
支
配
的
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
州
、
つ
ま
り
例
外
州
の
中
に
位
置
し
て
い
る
。
男

　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
三



　
鵠
，

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

　
揚
（
目
需
要
）

（
6
）

（
乙

（
8
）

（
9
〉

（
1
0
）

（
1
1
．
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
） に

つ
い
て
こ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が

6
げ
o
旨
甥
o
ン
σ
や
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二
二
四

い
自
げ
o
目
℃
8
P
o
や
o
一
け
ー
｝
や
N
一
9

椎
名
重
明
、
前
掲
稿
三
二
八
頁
。

囚
⑦
§
。
身
欝
Φ
邑
目
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隔
冨
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§
5
藝
。
。
p
ぽ
凝
冨
目
コ
断
富
＆
冒
9
婁
ω
嘗
巴
p
箪
一
。
。
。
，
。
。
一
・

H
び
崔
‘
や
嵩
♪
ま
9
ま
即
鴇
ざ
撃
甜
ま
ど
Q
一
ρ
ω
9
・

も
っ
と
も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
規
定
自
体
が
市
揚
向
農
業
に
と
り
権
桔
と
な
っ
て
い
た
事
実
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
市

　
　
　
　
の
変
化
に
即
応
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
点
で
、
こ
れ
ら
の
規
制
は
す
ぺ
て
資
本
主
義
農
業
に
適
合
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

囚
o
ロ
昌
o
山
鴇
紳
O
同
巴
昌
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斜
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唱
9
け
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唱
ウ
8
N
－
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N
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H
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国
．
h
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8
霧
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冨
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げ
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β
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国
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げ
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ε
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国
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P
い
参

H
げ
置
‘
や
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●

一
げ
置
‘
や
一
U
N
■

H
げ
一
自
‘
や
一
〇
〇
N
，

一
げ
一
自
‘
や
ω
O
ω
■

不
況
期
に
お
け
る
大
地
主
と
中
・
小
地
主
の
所
領
経
営
に
対
す
る
ピ
ヘ
イ
ピ
ア
の
相
違
は
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
と
．
〕
ろ
で
あ
る
。
借
地
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
彼
ら
の
借
地
讐
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齢
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董
し
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ま
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毒
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ま
い
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舞
ド
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b
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（
雄
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）農

に
対
す
る
補
償
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
説
か
れ
、

良
の
た
め
の
借
地
農
の
資
本
投
下
が
よ
り
一
般
化
す
る
に
つ
れ
て
、

主
張
は
全
く
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
、

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

臣
9
巴

コ
鼠
け
■
臼
げ
o
ヨ
霧
o
p
8
■
o
一
け
■
｝
や
b
。
號
’

国
窪
昌
8
鴫
卿
O
目
巴
護
g
o
や
o
F
や
ご
ρ
頴
o
。
し
o
。
♪
N
一
ρ
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い
§
繋
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ω
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H
び
箆
‘
や
嶺
ド

一
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い
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よ
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展
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さ
れ
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椎
名
教
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四

　
わ
れ
わ
れ
は
遂
に
最
も
重
要
な
時
期
、
つ
ま
り
椎
名
教
授
が
「
『
資
本
の
補
償
』
が
ほ
ぼ
全
国
的
に
実
現
さ
れ
た
」
と
結
論
を
出
さ
れ

た
時
期
に
来
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
も
う
一
度
、
こ
の
時
期
の
農
業
の
実
態
を
虚
心
に
史
料
に
尋
ね
る
ア
｝
と
に
し
よ
う
。

　
依
り
ど
こ
ろ
と
な
る
史
料
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
通
称
ピ
ュ
ジ
ー
委
員
会
に
諮
問
さ
れ
た
証
人
の
彪
大
な
証
言
か
ら
成
る
「
農
業
慣

行
に
関
す
る
特
別
委
員
会
報
告
」
（
一
八
四
七
－
八
年
）
と
J
・
ケ
ア
ー
ド
「
イ
ギ
リ
ス
の
農
業
」
（
一
八
五
二
年
）
の
両
者
で
あ
る
。
両
書
は

夫
々
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
持
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
全
土
の
農
業
を
傭
撤
す
る
に
は
後
者
が
前
者
よ
り
遙
か
に
勝
る
。
同
一
人
に
よ
る
観
察

紀
行
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
当
代
折
指
の
農
業
観
察
者
と
言
わ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
着
眼
点
も
筆
者
に
一
一
一
一
・
わ
せ
れ
ば
抜
群
で
あ
る
。
し
か
し
本

書
は
各
州
に
つ
い
て
の
概
観
で
し
か
な
い
か
ら
、
あ
る
問
題
を
あ
る
状
況
の
中
で
具
体
的
に
理
解
し
相
互
関
係
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す

る
に
は
必
ず
し
も
十
全
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
前
者
が
利
用
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
両
者
を
補
完
的
に
利
用
す
る
こ
と

に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
当
時
、
即
ち
、
不
況
か
ら
這
出
て
繁
栄
の
道
を
辿
っ
て
い
た
ー
少
な
く
と
も
事
後
的
に
は
そ
う
判
断
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

ー
時
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
農
業
の
あ
り
方
を
把
握
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
ま
ず
全
国
的
な
見
取
図
を
得
る
た
め
に
「
イ
ギ
リ
ス
の
農
業
」
が
綴
か
れ
る
。
本
書
は
必
ず
し
も
各
州
に
お
け
る
一
般
的
傾
向

ば
か
り
を
記
録
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ノ
ー
フ
ァ
ク
の
幾
多
の
顕
名
な
改
良
地
主
た
ち
の
所
領
と
か
、
既
に
そ
の
時
に
は
「
借

地
権
法
案
」
↓
Φ
壁
暮
幻
お
耳
田
自
の
提
出
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ピ
ュ
ジ
i
、
或
い
は
穀
物
法
に
賛
成
し
て
ト
ー



り
ー
を
割
っ
て
出
た
巳
ハ
ー
ト
・
ピ
ー
ル
な
ど
の
所
領
経
営
に
関
し
て
は
他
の
書
物
に
は
期
待
出
来
な
い
示
唆
的
な
叙
述
が
発
見
さ
れ
る
・

し
か
し
、
筆
者
が
以
下
に
書
き
写
す
の
は
、
　
一
般
論
と
し
て
書
か
れ
た
部
分
の
み
で
あ
っ
て
、
個
々
の
所
領
経
営
に
つ
い
て
の
記
録
は
、

そ
れ
が
如
何
に
含
意
に
當
む
も
の
で
あ
っ
て
も
す
べ
て
が
除
外
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
筆
者
は
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
史
料
を
渉
猟
し
、

そ
れ
を
記
録
順
に
ー
つ
ま
り
彼
の
紀
行
順
に
1
本
稿
に
転
載
し
た
の
で
あ
る
。
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　　　　　　　　1酬縮騨聯く礁縞駅。。　　　　　　　　　　　　　　川く
ε‘（・nthearable1＆nd・fthec・unty）Thepr・priet・rsandtenantsseem，nevert五eless，t・be・ng・od

　　　terms　with　each　other．，（p．7）．

II　Oψγ43肋θ

　　ε　‘Where　draimge　is　required，t五e　landlord　gives　the　files，the　tellant　the1乱bour，Hitherto，however，

　　　the　tenant　has　been　left　to　make　nearly　all　permanent　improvement　at　kis　own　cost（伽抗θSo眈ん一

　　　　Eαs亡θγπ4乞3孟γ乞o亡）．，（pp．17－8）．

　　§　‘he（a　tenant）therefore　spent　nothing　in　purc五ased　food　or　manures，＆s　he　mightもe　obliged　to　go

　　　　at　any　time，if　his　landlord　took乱fancy　to　the　farm，and　he　must　in　th乱t　case　leave　his　improve－

　　　　ment　behind　him．7（晩8孟8糀伽爾o哲）（p．25），‘But　if　the　farmefs　lease　is　coming　to　a　close　no　com

　　　　whateverissupplied，asinthisc・untythereisn・c・mpensati・nt・theten乱ntfo「unexhanstedimp「o’

　　　　vements．，（P．22）、

δ‘thereisn・c・nfidence・fafriendly・revenfeudalcharacterbetweenland1・rdandtenantノ（嗣ゼ3惚）

　　　　（P，25）．

III　σZO嚇0θS哲ε73雇γ8

　　ε‘B・nesaren・tyetusedt・anyextentinthisdistrict・’（P・43）・

　　§‘丁五er砂i樋・cust・m・fc・皿pensati・Pt・・utg・ingtenantf・ranythingexcept齢ヴん磁η吻・’



　　　‘R・epayment　for　unexhausted　improvements　was　strongly　urged　as　the　foundation　of　a　better　system

　　　of　husbandry．’（p．32）．

IV？Dωoπ3毎γθ

　　8　‘丁五at　progress　is　not＆scribed　by　the　tenants　in　any　cousiderable　degree　to　encouragement　from

　　　t五eir　lan（110rd呂ノ　（P。48）。

　　ε　‘Till　wit五in　the　last　two　years垣ey（1andlords），with　few　exceptions，孕re　sal（1to　lhave　d叩e貧1most

　　　コothing　towards　the　permanent　improvementρf　their　estatesノ（pp．48ア9）．

VZ）oγ3θε3雇γo

　　∈3　‘Previous　to　the　introduction　of　guano　and　bones，and　more　τecently　of　cheεしp　feeding　stuffs　for

　　　stock，∵・．’（P．63）．

　　δ　‘Being　seldom　dist皿bed　by　tlleir　landlor（1s　in　the　possession　of　their　farms　and　paying　moderate

　　　rents，they　expect　little　benefit　fro；n　matt今rs　which　in　other　counties　areキrequeut　topics　of　discussi中，

　　　suc五us　compensation　for　unex五austed　improyement，∵・and　security　of　tenur¢ノ，（p，73）。

VI　，腕Z孟3雇γθ

窮‘恥ttherelati・ns・f血nd1・rd、a尊dtemntinthispart・fWilts五ire，matters＆reper皿itted隻・tak3

　　　∫h孚ir　own　course．…Field　are　undraine（1；、farms，inadequately　housed．，「（ハ7．甲薦sんすγθ）（pp．76－7）．

　　　　　　　ヤ祇⇒K聖翼囎蝶嘉囲魁畷ゆ灘躍齪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111、1尽



　　　　　　　　峰翌朴応駕鮭騨く採蕪卦応駅。。　　　　　　　　　　　　　　　　川○

　　ε　‘manure　is　looked　upon　as　a　troublesome　nuis＆nce，…，（ハτ。甲脇31占吻）（p。77）．

　　8　‘The　artificial　manure　most　in　favour　for　the　turnip　crop　is　superphosphate　of　lime，which　some

　　　farmers　prepare　for　themselves　by　mixing　the　bones　and　sulphuric　acid　on　their　own　farms，，（p。83）。

　　§　‘…there　being　no　custom　llere　to　pay　an　outgoing　tenant　for　unexhausted　improvemellt，he五＆s　of

　　　course　no　interest　in　maintaining　the　condition　of　the　land　for　the　bellefit　of　llis　successor！（p。83），

VII　Eω鴉P63んピγθ

　　§　‘On　the　clay　sQils，where　drainage　is　requiredアit　is　usual　for　tぬe　landlord　to　supply　the　filesンand

　　　the　tenant　to　put　them　into　the　ground．1丘very　many　c乱ses，however，the　landlord　leaves　the　tenallt

　　　to　do　all　or　nothing，as　he　t五inks　best！　（P．89）．

　　δ　‘Leases，pro（1uce－rent，compensation　to　unexllausted　improvements，re（1uctions　of　rent，theabolition

　　　of　the　law　of　distress，are　severally　looked　upon　as　measure　whic五would　contfibute　to　relieve　tlle

　　　farmers　of　this　co廿nty。，（pp．95－96）．

VIII　Bθ物sZ痂θ

　　ε　‘Artificial　man廿re　is　not　used　to　a　great　extent．’（p．115），

　　§　‘Compensation　for　unexhausted　improvemellts，it　was　urged，would　tend　to　prevent　this（for　fer－

　　　mers　to　take　farms　too　large　for　the　means　at　their　disposa1），by　the　greater　capital　in　hand　which



　　　　＆且entering　tenallt　would　be　obliged　toもe　possessed　of．’（p．115），

IX　S％γ7θす

　　8　‘Througllout　the　county，neglect　an（1mismanagemellt　are　apparent．，（p．118）．

　　需　　‘

　　∴　　The　relation　subsisting　between　landlord　and　tenant　will　be　found　to　explain，in　some（1egree，the

　　　backw乱rd　state　of　agriculture　in　Surrey．’（pp．118－9）．

ε‘Oilcakesisusedf・rfeedingthest・ckt・s・meextent，andarti盒cialmanuref・rincreasingthegreen

　　　crops．’（P．120）。

　　δ　‘The　landlor（1s　are　not　t五e　p＆rties　who　object　to　leases，but　the　tenants，from　t五e　o粥ごo窩　of　tlle

　　　county　presently　to　be　describe（1，have　a　practical　security　of　possession　not　inferior　tQ　a　lease．，（P．119）．

X　S％38θの

　　§　‘The　o％s60吼of　the　cotlnty　with　regard　to　tlle　payment　by　incoming　to　outgoing　tenants，on　tlle

　　　Weald，alld　generally　in　East　Sussex，is　very　much　the　same　as　that　we　described　in　our　letter　from

　　　Surrey．’（pp．130－1）．

XI　Es38の
　　守　　，

　　∴　　The　lan（110rds　of　Essex　generallyンhowever，do　not　co－operate　with　their　tenants　in　carrying　out

　　　permanent　improvemellt，with　few　exceptions，they　llave　s五〇wn　complete　illdi鉦erence　to　agricultum1

　　　　　　　ヤ讐州摯製酬縣嘉囲如劇岬潔翻型　　　　　　　　　　　　　　　　　　1111U



　　　　　　　　1曄→く齢庫駕母騨　く執蕪瀞霞駅　oo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11川U

　　　enterprise，neitherlaying・utc＆pitalthemselves，n・r・鉦eringsuchsecurityasw・uldinducetheir

　　　tenant　to　do　so．6They　impose　restrictive　and　l11－considered　covenants　eve且on　their　most　intelligent

　　　tenants，…．7（P．134）。

　　撃　‘tlle　common　practice　in　t虹e　county　is　for　tlle　proprietor　to　give　the　woodンvery　frequently　grown

　　5
　　　at　his　tenant，s　cost，and　for　the　farmer　to　erect　the　buildings　an（1provide　the　t五atch　at　his　own

　　　exPence．，（p。135）．

§‘The・nlypaymentscust・marybetweeninc・mingand・utg・ingtenantaref・racts・f五usbandryノ

　　　（p．136）．

XII　S％ガbZ乃．

ε‘thetenantsc・mplain…t五atexpenditure・ndrainage・rf＆rmbuildingha曲ardlyevermadeby

　　　pr・pr重et・r．・（P．・45）．‘Farmbuildingthr・ug五・utSu廷・1k，beingerectedbythetenant，principallyat

　　　　his　own　expence，are　made　in　unsubstantial　manure！（p，152）．

　　ε　‘丁五e　injurious　operation　of　the　present　law　of（1istress　is　also　complained　of，and　likewise　the　unne－

　　　　cess亀rilyrestrictiveclausesastQthec・urse・fcr・PPinggenerallyintr・ducedint・theleases・’（P・146）・

ε‘S・・tisusedprettyextensivelyasamanure…リン（P・159）・

XIII　ハ‘oがo乙乃



XIV　176冗Oo％π勿（σ㈱Lゐγ乞498sん乞γθ）

　　食　　‘

　　・　At　this（iepth　the　drains　are　usually　made　ll　yards　apart，＆very　common　arrangement　between
　　o
　　　lan（110rd　and　tenant　being　for　the　former　to　suplly　the　tilcs，and　the　latter　to　put　them　in．，（p，183）．

　∈∋　‘Guano　or　o丈her　artificial　mεmtlres　are　but　little　use（1．’（P。184）．

　ε　‘The　course　of　husbu11（iry　pursued　is　not　very　definite，most　farmers　being　permitted　to　f＆rm　us

　　　they　think　best，or＆t　all　events　according　to　the　custom　of　the　county．ン（p．181）．

XV　乙伽oo厩sんゼγ8

　8　‘丁五e　agricultural　reputation　of　Lincolnshlre　is　due　more　to　the　stride　it　has　made　in　a　given　time，

　　　than　to　any　real　pre－eminence　abQve　the　best　fαrme（1counties．’（p．193），

　δ　‘In　this　county，too，h乱s　chiefly　risen　into　prominence　that　system　of　compensation　to　tぬe　outgoing

　　　tenant　for　unexhansted　improvmellts，whic五is　believe（1by　lnany　to　have　been　the　foundation　of　the

　　　agricultural　progress　of　Lincolnshire．’（p．185）．‘On　the　whole，however，the　system　is　believed　to

　　　have　worke（1well．ン（p．195）．

XVI　ムη066れ9んα蹴3配7θ　　　◎

　ε　‘No　artiHcial　manure　whatever　is　I）urchased．ン（p．209）．

　§　　‘In　the　northen1（1ivision　of　the　county　there　is　a　systelll　of　ten＆nt－right　similar　to　that　of　Lin一

　　　　　　　ヤ聯pK摯碧麟羅倒如烈ゆ潔躍躍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1111川



　　　　　　　曄艦齢毒叙叶騨・く採委紳応駕的　　　　　　　　　　　　　　　　申11回

　　　colnshire．，（p．200）。

　　撃　‘Where　they（proprietors）have　assisted　their　tellallts　in　dr＆hlage，it　has　been　by　the　landlord　finding
　　ご

　　　the　files，an（1the　tenant　t五e　labour。，（p．200）．‘In　North　Nottinghamshire　buildings　erected　by　the

　　　tenallt，if　not　claimed　by　the　lan（110r（1as　fixtures，are　illcluded　ill　the　valuationノ（p．201）．

　ε　‘On　many　estates　there　are　l1Q　restrictions　as　to　cropping，α11d　we互乱d　great　dif董iculty　in‘しscertaining

　　　what　the　useal　cQurse　of　husbandry　was．’（p．210）．

XVII　五θゼoθ36θ73ん乞γ8

　ε　‘No　guano　or　other乱rtificial　mallure　is　uscd．戸Where　Ialldlords　give　their　tellants　tiles　fQr　drai－

　　　11age…　．，（p，216）．

　§　‘many（tenants）take　merely　what　the　land　with　ordinary　cultivation　will　produce，五aving　no　mo－

　　　tive　to　increase　its　productiveness，as　they　have　llo　assurance　th＆t　they　will　reap　the　fruits　of　their

　　　improvements，，（P．219）．

　　§　‘farmers…took　for　relief　and　encoumgement　to乱statutory　act　on　the　subject　of　compellsation　for

　　　unexh乱uste（1improvements　by　which　they　may　lay　out　t五eir　capital　with　conHdence　an（1security！

　　　（p。220）．

　δ　‘there　is　certai111y　less　sympathy　between　the　two　classes　of　Lan（1圭or（1and　Tenallt　in　Leicestersllire



　　　than　in　ally　county　we　have　yet　visite（i．，（p．220），

XVIII　I悔丁幅oな3ん乞γ8

　　ε　‘The　st乱te　of　agriculture　in　Warwicks五ire　is　said　to　have　undergone　a　very　great　inlprovement

　　　within　the　last30years。ン（p．223）．

　　§　‘The　tenants　regard　compensation　for　unexhausted　improvement　as　a　matter　in　w五ich　the　legislature

　　　might　justly　interpose。But　men　of　great　experience　and　intelligence…believe　that　such　matters　ought

　　　to　be　settled　by　private　agreenユent　between　landlor（1and　ten＆nt，，（p．222）．

XIX　S脇がoγ43んゼ7θ

　　撃　‘the　bene砒s　of　this（（ir＆inage）improvement　are　fully　appreciate（1…，The】andlord　usually　supplies
　　ご

　　　　tiles，and　the　tenant　put　them　in．’（p。230）．‘The　farm　buildings　are　erected　by　the芝andlord，…They

　　　　are　generally　surperior　to　any　we　have　yet　met　with　in　ot五er　parts　of　the　county．2（p．232）．

XX　侃θsん¢γθ

　　§　‘Next　to　tile　drainage，of　wllich　a　great　deal　yet　remains　to　be　done　in　Chcshire，is　the　application

　　　　Qf　bone　manure．，（p．257）．‘Tellanもs　readily　p＆y7percent，to　their　landlords　for　an　expenditure　in

　　　　bone　manure，，（p．257）、

XXI　L㈱oαsん¢γθ

　　　　　　　　ヤ恥K蟹麟繹齢，駅溜願　　　　　　　　　　　　　　　　fl11困



　　　　　　　　1撃K齢忘潔砕騨く似虞卦庵駕。。　　　　　　　　　　　　　　　　　1川1く

　　8　‘On　the　land　of　t五is　description　improvemellt　is　expensive　and　tlle　retums　comparatively　slow…。，

　　　　‘Nor　h＆ve　the　landlords　generally　given　any　material　aid　to　tlleir　tenants．，（p・265）・

　　§　‘There　is　no　custom　in　the　county　which　secures　to　tlle　tenant　any　colllpensation　for　unexh＆usted

　　　improvement．，（p．273）。

　　3　‘In　Fylde　one　of　the　conditions　of　t五e　holding　was　generally　that　tlle　temnt　was　to　lay　the　whole

　　　dung　of　the　farm　upon　his　meadow　l…To　this　cQIldition　they　were　rigorously　bound，many　instances

　　　being　known　of　men　being　heavily　fined　for　transgressing　itノ（p，280）．

　　liil‘many　farms　are＆t　this　moment　being　let　at　an　increase　of10percent…wit五〇ut　the　landlord　un－

　　　dertaking　any　of　those　permanent　improvement　by　which　alone　an　increase　rent，…，can　possibly

　　　realized！（P．282）．

XXII　ybγ乃sん乞γθ：昭αsむ翫4挽9

　　ε：‘On　the　w五〇1e，the　farming　of　t五e　agricultural　divisioll　of　the　West　R．iding　can　not　claim　a　very　pro－

　　　　1ninent　place．’（p．295）．

　　§　　‘the　farmers　are　su伍ciently　protected　by　the　system　of　tenant　right，or　compansation　for　unex－

　　　　hausted　improvement，w五ich　provails。，（p。295）．

　　ε　‘a　good　feeling　exists　betwee111andlord　and　tenant　ill　this　part　of　the　Riding．，（p．295）．



1弛S孟R乞（∫乞π9

　　1…1‘Drainage　and　increased乱ccomodation　for　livestock　appear　to　be　t上e　chief　defects　in　the　farming

　　　　ofthedistrict．’（P．304）．

　　3　‘the　landlord　who　coutinues　to　bind　his　tenant　dowll　to　a　prescribed　routine，…inflicts　tlpon　him　a

　　　　very　serious　injury，…。，（p．314），

　　ε　‘in　many　cases　farming　of　t五e　most　spirited　character　m＆y　be　met　with　where　the　tenant　has　no

　　　other　security　than　his　confidence　in　his　landlor（i．，（p．317），

ムη0，・6ん1～昭ゼπ9

　　§　‘Most　frequently　the　tenant　is　bound　to　pay　the　whole（cost　of　dminage），and，in　a（1（1ition，to　cart

　　　the　tiles　free　of　charge．ン（p。328），

XXIII　1）％γんω鴉

目‘dmining，weregrett・say，isstillgreatlyneglected，・（P．334），‘Theland1・rdexecutcsdrainageata

　　　charge　of5percent，on　his　tenantsノ‘As　a　gencr乱1rule　llo　manure，except　lime，is　purchased。’（p．339）．

XXIV　O％mゐθγZα蜴

　　寅　　‘

　　・　Year　after乱fter　year　sees　a　diminis五ing　extent　of　moss，the　landlord　contributlng　the　mate甑1foτ
　　ご

　　　draillage，and　the　ten乱nt　performing　all　t五e　othcr　cost　of　the　reclamation．During　the　currency　of　his

　　　　　　　ヤ讐詠魯く摯習鑓剃（羅盗オ如製ゆ瀬臣：認型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11川ギ



　　　　　　　1馴く蕃露駕碁騨・く叔勲緯駅。0　　　　　　　　　　　　　　　　　　1川＜

　　　1ease五e　enjQys　the　benefit　of　his　industry　but　at　the　close　of　it　the　1＆ndlord　perticipates　in　the

　　　increased　value　caused　by　the　improvement，In　constructing　new　fences　the　same　principle　is＆dopted，，

　　　（p．353）。

　ε　‘The　stipulations　as　to　management　are　very　stringellt　l　but　we　were　assured　that　a　good　tenant　is

　　　never　interfered　with．’（Eα3哲（ン％励σγZα寵）（p．353），

　　？　‘Notwithstanding　the　absence　of　leases，the　farmers　on　this　estate乱re　a　very　enterprising　class，
　3
　　　and　as　the　most　perfect　con且dence　subsists　between　the　landlord　and　tenant，the　latter　most　liberally

　　　invests　his　capital　in　t五e　cultiv＆tion　and　permanent　investment　of　his　farm！‘They　have　no　tenant

　　　right　or　repayment　for　unexhauste（1improvements，but　they　know　that　they　are　identi且ed　with　the

　　　prosperity　of　the　tenantry，，（｝員θs孟σ％鴉わθγZαπdl）　（P，361），

XXV　ハ西oγ6勧mbθγZα嘱

　ε　‘Nearly　all　the　landlords　in　the　district　are　now　satisHe（1that　to　keep　this　land　in　cultivation

　　　t五ey　must　be　ready　to　assist　their　tenants　with（1rainage　and　farm　building．，（pp．371－2）。

　ε　‘No　manure　whatever　is　purcllascd，and　no　cake，cQrn，or　ot血er　feeding　stu妊．7（So％6んθγπ認編sゼo％φ

　　　孟ん600％π砲）　（p．374）．

　ε　‘These　installces　cxplaill　the　mode　of　farming　adopted　on　the　tumip　farms　of　Northumberland・



　　　　It「emainsve「ymuch出esameasit五asbeendurihgthelastthirtyyears，guan・beingn・partially

　　　　substitutedf・士b・nesンw五ic五werethenm・reextensivelyusedノ（N・舵7πD蜘・π）（P，385），

XXVI　1）θγ⑳s観7θ

§‘Thereisn・generalcust・m・fc・皿pensati・nt・g・ingtena血tsf・rmanures・r＿agement，，（P。4。。）．

XXVII　ハ石oγむんα窩μoη3んぎγθ

8‘but・ingeneralpractice・1ittle・rn・artificialf・・d・r…ureispurchased．y（P．4・5）．‘…9。。d

　　　　fa「mingisst皿theexcepti・n・F・rt五isthereareseveralcauses．・nregardt・theland1。rds，inthefirSt

　　　　Place・many・fthemhaven・interestintheirfarmsbey・ndtheannualrenttheyreceive，…．・（P．4、6）．

ε‘tLereisn・desire・nthepart・fthetenantsf・rleases，Thesecuritynudersuchland1。rdiSfelt

　　　　bythetenantsasquitesu鉦icientlandyetthere五avebeenmanyinstanceswhereachange。f。wner

　　　五ascompletelyalteredt五ec・nfidencef・rmerlysubsistingbetweentenantandland1・rd．・（PP、432＿3）．

XXVIII　Bθ碓o囑3観78

XX・IX

　　パ　　　　ご

　　ご

XXX
　　含　　‘

　）

磁吻加ぬん伽一醜醐齢θ諺

Nocake，andverylittle・ifany，artificialmanureispurchased，・（P．456）．

σα励γ吻6一伽π漉gdoπSん乞7θ

・111any　district　of　England　in　which　we　have　yet　been，we　have　not　heared　the

ヤ聯容峰載鞘報謬制如製ゆ灘噸

farmers　speak　in

　　　l川ぺ
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ケ
ア
ー
ド
の
書
物
は
、
特
に
後
半
部
に
進
む
ほ
ど
著
名
な
所
領
の
実
例
に
よ
っ
て
紙
幅
が
占
め
ら
れ
て
お
り
、
一
般
的
叙
述
を
見
い
だ

す
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
以
上
の
抜
葦
か
ら
次
の
諸
点
を
導
く
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
ω
　
借
地
農
の
「
永
続
的
」
改
良
資
本
の
投
下

　
ま
ず
記
録
自
体
が
必
ず
し
も
多
く
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
予
想
に
反
し
て
、
永
続
的
改
良
が
借
地
農
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

郷
縄
、
共
同
負
担
に
な
っ
て
い
る
州
と
同
じ
位
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
分
る
こ
と
は
、
た
て
ま
え
と
し
て
は
両
者
の

共
同
負
担
と
な
っ
て
い
て
も
実
際
は
地
主
が
こ
れ
を
行
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
口
弘
～
＜
員
一
〆
鋼
図
月
巽
H
・
図
図
目

（
客
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二
H
レ
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図
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H
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図
秘
図
日
レ
箆
く
レ
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㈲
　
　
「
持
続
的
」
「
一
時
的
」
改
良

　
施
肥
に
つ
い
て
は
本
稿
に
は
余
り
多
く
の
実
例
を
転
載
出
来
な
か
っ
た
が
、
個
凌
の
所
領
記
録
に
よ
れ
ば
そ
れ
が
多
様
化
す
る
と
同
時

に
、
今
ま
で
の
「
持
続
的
」
性
格
の
も
の
か
ら
、
む
し
ろ
骨
粉
・
グ
ア
ノ
な
ど
そ
れ
よ
り
も
有
効
期
間
の
短
か
い
も
の
に
重
心
が
移
っ
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
遂
行
主
体
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
警
言
を
要
す
る
ま
で
も
な
く
借
地
農
で
あ
る
。
［
例
外
×
図
］

　
㈲
　
借
地
農
資
本
の
補
償

　
こ
れ
は
既
に
第
二
章
で
触
れ
た
よ
う
に
五
つ
の
州
（
の
一
部
）
で
「
州
の
慣
行
」
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
．
一
れ
に
対
し
補
償
の
な
い



こ
と
が
明
ら
か
な
地
域
は
＋
一
州
で
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る
．
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彼
盆
粉
は
、
前
誰
⑪
櫛
徐
⑪
皮
立
い
欝
か
姫
ひ
除
累
ゆ
、
一
股
的
撚
資
か
0
槽
償
愉
か
い
ど
い
か
前
捷
か
筆
加
進
み
か
か
で
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い
る
こ
と
を
、
こ
の
際
特
に
強
調
し
て
置
き
た
い
。

　
ω
　
地
主
日
借
地
農
関
係

　
．
｝
こ
で
一
一
一
一
・
う
関
係
と
は
、
借
地
農
の
地
主
に
対
す
る
信
頼
を
さ
す
。
ケ
ア
ー
ド
は
こ
の
「
信
頼
」
こ
そ
が
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
農
業
の

発
展
の
潤
滑
油
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
た
。
記
載
さ
れ
た
史
料
で
は
、
両
者
の
関
係
が
良
好
で
あ
る
州
と
相
互
不
信
の
支
配
す

る
州
が
同
時
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
口
〆
図
図
目
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界
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図
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く
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く
目
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し
か
し
傾
向
と
し
て
考
え
た
時
、
両
者
の
間
の
「
信
頼
」
と
い
う
絆
が
立
ち
切
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

彼
が
「
長
期
借
地
か
テ
ナ
ン
ト
．
ラ
イ
ト
か
」
と
い
う
設
問
を
提
出
し
た
こ
と
自
体
、
こ
の
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
る
も
の
と
言
う
こ
と
が

出
来
よ
う
。

　
⑥
借
地
契
約
条
項

　
こ
れ
は
余
り
記
載
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
断
定
的
結
論
を
下
す
の
は
差
し
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
作
付
規
定
の
農
業
経
営
に
対

す
る
阻
止
的
作
用
を
強
調
す
る
記
録
［
図
H
い
図
芦
区
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｝
図
図
自
］
と
同
時
に
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
、
或
い
は
存
在
し
た
と
し
て
も
現
実

に
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
記
録
も
あ
り
［
図
目
＜
・
図
≦
・
図
圏
～
図
図
く
占
、
か
よ
う
に
触
れ
ら
れ
る
の
が
少
な
い
こ
と

自
体
、
地
主
に
よ
り
そ
の
違
反
が
或
る
程
度
黙
視
せ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題

二
四
一
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四
二

　
以
上
が
と
り
あ
え
ず
抜
葦
し
た
史
料
か
ら
得
ら
れ
る
諸
結
論
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ア
ー
ド
の
書
物
は
、
十
九
世
紀
中
葉
の
イ
ギ
リ
ス
農
業

を
論
ず
る
際
、
要
と
な
る
べ
き
貴
重
な
記
録
で
あ
る
が
、
彼
の
提
起
し
た
問
題
は
更
に
本
稿
の
末
尾
に
お
い
て
再
度
論
及
す
る
．
｝
と
に
し

て
、
次
の
史
料
へ
と
先
を
急
ぐ
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ケ
ア
ー
ド
の
書
物
は
鳥
鰍
的
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
が
、
そ
こ
に
提
起
さ
れ
た
諸
論
点
を
更
に
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
の
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ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

が
、
ピ
ュ
ジ
ー
委
員
会
証
言
記
録
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
証
人
は
五
二
名
の
多
き
に
達
し
た
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
最
初
の
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

脅
の
証
言
を
対
象
に
、
農
業
の
発
展
と
借
地
権
の
あ
り
方
を
更
に
立
体
的
に
理
解
し
て
み
た
い
。
そ
の
う
ち
の
多
く
の
州
が
ケ
ア
ー
ド
に

よ
り
補
償
慣
行
の
成
立
し
た
州
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
以
下
の
証
言
内
容
に
価
値
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
夫
々
の
証
人
に
対
す
る
質

問
は
彼
の
職
業
・
居
住
地
そ
の
他
の
事
情
を
反
映
し
て
自
ら
重
心
が
発
見
さ
れ
る
。
そ
れ
に
本
稿
の
視
角
を
考
慮
し
て
ア
）
れ
を
綜
合
す
る

　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
ω
　
」
・
S
・
（
ス
ク
ワ
ィ
ナ
・
法
廷
弁
護
人
）

　
彼
の
職
業
上
、
質
問
は
専
ら
土
地
法
に
向
け
ら
れ
た
。
コ
モ
ン
・
・
i
の
も
と
で
は
、
借
地
契
約
期
限
の
到
来
と
と
も
に
土
地
に
投
下

し
た
資
本
が
地
主
に
帰
属
す
る
こ
と
が
言
及
さ
れ
（
P
鼻
）
、
工
業
借
地
人
が
設
備
（
匡
図
9
話
）
を
取
り
去
る
こ
と
が
出
来
る
の
に
対
し
、

借
地
農
は
蒸
気
機
関
や
樹
木
さ
え
も
持
去
る
こ
と
が
出
来
な
い
（
P
β
黄
）
。
こ
れ
が
改
善
さ
れ
れ
ば
機
械
の
普
及
が
農
業
に
お
い
て
更

に
促
進
さ
れ
よ
う
（
P
命
）
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
に
農
業
資
本
家
が
工
業
資
本
家
と
比
べ
て
下
位
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
両
者
の
力
の

差
に
由
来
す
る
の
で
あ
り
、
後
者
が
前
者
よ
り
地
主
の
権
力
の
元
に
あ
る
こ
と
が
考
え
得
る
唯
一
の
理
由
で
あ
る
（
P
＆
）
、
と
説
い
た
。



　
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
⑫
　
W
・
H
・
（
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
北
部
・
借
地
農
）

　
ア
｝
の
「
州
の
慣
行
」
の
発
生
地
と
看
倣
さ
れ
る
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
の
借
地
農
は
、
次
の
よ
う
に
注
目
す
べ
き
発
言
を
し
た
。
彼
の
父
が
最

初
現
在
の
借
地
に
入
っ
た
の
は
一
八
一
二
年
で
あ
り
（
O
N
議
）
、
そ
の
当
時
周
辺
に
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
は
全
く
存
在
し
て
い
な
か
っ
た

し
（
◎
P
8
一
－
器
）
、
借
地
に
は
何
の
改
良
も
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
P
呂
ω
）
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
・
石

灰
と
骨
粉
に
よ
り
大
き
な
改
良
が
借
地
農
の
手
を
通
じ
て
遂
行
さ
れ
た
（
P
譲
ρ
ま
。
）
。
と
こ
ろ
が
一
八
二
六
年
の
契
約
更
新
の
際
に
、

二
倍
の
地
代
が
要
求
さ
れ
た
（
P
8
一
）
。
そ
こ
で
彼
の
父
は
今
後
契
約
書
で
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
容
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
新
地
代
で

の
更
新
を
拒
否
し
た
（
P
い
8
）
。
か
く
し
て
始
め
て
慣
行
1
よ
り
正
確
に
は
「
所
領
の
慣
行
」
。
霧
8
日
亀
爵
。
8
寒
な
ー
が
成
立

し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
す
ぐ
に
そ
れ
は
州
の
慣
行
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
粘
土
・
白
聖
の
散
布
と
骨
粉
に
対
す
る
補
償
で
あ
る
（
P
N
軌
。
。
）
。

と
．
一
ろ
で
三
二
年
に
世
代
の
交
代
が
起
っ
て
彼
が
後
を
継
い
で
か
ら
、
白
聖
の
散
布
さ
れ
た
土
地
は
厩
肥
と
骨
粉
そ
れ
に
グ
ア
ノ
が
大
量

に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
O
P
鵠
。
～
8
）
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
年
々
契
約
の
も
と
で
、
そ
の
グ
ア
ノ
更
に
付
属
建
築
・
排
水
工

事
に
対
し
て
現
在
の
と
こ
ろ
何
の
補
償
も
確
立
し
て
い
な
い
（
◎
P
8
M
～
畢
O
O
乙
鴇
～
ミ
）
。
か
く
て
、
彼
の
欲
す
る
の
は
一
四
年
の
長

期
借
地
で
あ
っ
た
。

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
⑫
　
T
．
C
．
B
．
（
南
部
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
・
借
地
農
）

　
周
辺
で
は
年
々
契
約
が
支
配
的
で
あ
っ
た
が
、
借
地
農
は
借
地
を
去
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
も
な
く
（
P
ひ
鴇
）
、
同
意
書
を
作
製
せ
ず

州
慣
行
に
依
存
し
て
い
た
。
そ
れ
は
通
常
摯
耕
・
肥
料
・
排
水
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
（
P
ミ
刈
）
。
排
水
は
借
地
農
が
労
働
力
を
供
提
し

た
時
は
三
年
間
、
全
費
用
を
負
担
し
た
時
は
五
年
間
に
亘
り
有
効
と
し
て
計
算
さ
れ
た
（
O
P
a
“
～
象
）
。
し
か
し
、
州
の
慣
行
は
全
く

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
三
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四
四

法
的
強
制
力
を
持
た
ず
（
P
ま
高
）
、
地
主
と
借
地
を
去
る
借
地
農
と
の
間
に
敵
意
が
生
ま
れ
た
時
に
は
、
期
限
の
切
れ
る
年
の
半
年
間
の

通
常
農
作
業
さ
え
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
（
O
P
8
。
。
～
5
）
。
更
に
、
裁
定
が
終
っ
て
も
そ
れ
が
受
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
莫
大
な
費
用

の
か
か
る
法
廷
に
持
ち
込
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
P
象
o
）
。
だ
か
ら
、
彼
は
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
そ
の
も
の
に
は
満
足
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
立
法
化
せ
ら
れ
れ
ば
よ
り
望
ま
し
い
と
い
う
主
張
を
す
る
（
◎
娠
§
2
。
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

　
＠
　
T
・
C
・
（
ノ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
南
部
・
三
〇
年
間
補
償
評
価
人
）

　
こ
こ
で
は
補
償
の
評
価
方
法
が
専
ら
問
題
に
な
っ
た
。
慣
行
は
村
落
に
よ
り
或
い
は
同
一
村
落
内
部
に
お
い
て
も
異
な
る
（
O
．
ひ
。
。
。
）
。

つ
ま
り
よ
り
正
確
に
言
え
ば
慣
行
で
は
な
く
、
夫
々
の
所
領
の
行
為
（
冒
8
ぎ
。
9
雷
＆
。
9
緯
Φ
）
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
人

工
肥
料
に
対
す
る
補
償
は
一
般
に
普
及
し
て
お
ら
ず
（
O
P
醇
。
。
～
掌
）
、
永
続
的
改
良
に
対
し
て
も
補
償
の
対
象
と
な
る
期
間
は
余
り
に

短
か
す
ぎ
・
よ
り
長
い
補
償
が
必
要
で
あ
る
（
P
ヨ
一
㍉
昌
ま
ω
）
。
肥
料
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
然
り
（
◎
P
溺
。
～
。
。
一
）
。
そ
の
対
象
も
よ
り

改
良
を
促
進
せ
し
め
る
た
め
に
は
更
に
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
（
P
翼
。
）
。
「
私
の
作
っ
た
多
く
の
評
価
に
お
い
て
、
現
在
の
慣
行
は
借

地
農
を
傷
つ
け
て
い
る
」
（
P
凝
一
）
。
こ
の
よ
う
な
不
充
分
な
補
償
に
も
拘
ら
ず
地
主
が
借
地
農
を
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
豊

か
な
資
本
と
土
地
不
足
の
た
め
に
農
揚
を
求
め
る
烈
し
い
競
争
の
結
果
で
あ
る
（
◎
O
モ
＆
～
ミ
）
。
彼
の
知
っ
て
い
る
地
方
に
は
、
立
法

化
に
対
す
る
大
き
な
期
待
が
あ
る
（
P
獣
ω
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
レ

　
㈲
　
E
・
W
・
W
・
（
ダ
ー
ビ
シ
ャ
・
借
地
農
兼
土
地
管
理
人
）

　
ノ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
の
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
は
科
学
的
農
業
の
発
達
に
つ
れ
て
強
化
さ
れ
て
き
た
が
（
O
」
旨
刈
）
、
そ
れ
は
専
ら
肥
料

中
心
で
あ
り
、
油
粕
は
一
般
に
そ
れ
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
補
償
慣
行
が
成
立
し
、
一
八
二
七
年
に
は
既
に
当
州
に
存
在
し



て
い
た
（
O
」
。
昼
一
8
。
。
」
旨
。
。
ロ
一
軌
N
）
。
だ
が
建
築
物
と
排
水
工
事
に
対
す
る
補
償
は
見
ら
れ
ず
、
工
事
は
進
歩
し
て
い
な
い
の
で
、
労

働
力
に
対
し
て
補
償
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
P
一
。
8
）
。
更
に
、
建
物
・
垣
と
堀
作
り
に
対
し
て
も
同
様
な
処
置
が
望
ま
し
い

（
O
P
旨
箪
～
頓
）
。
地
主
は
借
地
農
の
指
定
し
た
評
価
人
を
拒
否
す
る
権
利
を
留
保
し
て
い
る
。
ラ
ト
ラ
ン
ド
に
は
補
償
慣
行
は
全
く
な
い
。

レ
ス
タ
シ
ャ
、
ダ
ー
ビ
シ
ャ
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
、
チ
ェ
シ
ャ
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
（
P
昌
茎
は
＆
）
。

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蹉
）

　
価
　
R
．
B
．
H
．
（
ノ
ー
フ
ァ
ク
の
不
動
産
業
者
・
土
地
評
価
人
・
借
地
農
）

　
当
州
で
は
資
本
の
保
障
の
欠
如
か
ら
農
業
の
発
展
が
大
き
く
阻
害
さ
れ
て
き
た
（
P
届
蟄
）
。
排
水
と
粘
土
の
投
入
に
対
し
て
補
償
が

な
い
し
、
借
地
を
去
ら
な
い
揚
合
は
不
均
合
な
地
代
の
騰
貴
と
な
る
。
彼
の
結
ん
だ
「
所
領
の
慣
行
」
と
し
て
の
補
償
を
含
ん
だ
同
意
書

は
そ
の
所
領
で
は
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
周
辺
に
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
を
実
施
し
て
い
る
所
領
を
知
ら
な
い
（
P
冨
郵
ご
B
）
。
当
所
領

で
も
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
以
前
に
は
、
改
良
に
は
殆
ど
手
が
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
（
P
ご
鴇
）
。
そ
の
中
に
は
排
水
と
各
種
肥
料
に
亘

り
四
年
間
に
及
ぶ
補
償
期
限
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
排
水
工
事
の
補
償
期
間
は
短
か
す
ぎ
る
し
、
何
よ
り
も
そ
れ
が
地
主
の
立

退
要
求
の
揚
合
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
強
く
反
対
す
る
（
P
ご
濫
）
。
補
償
は
農
業
発
展
に
と
り
望
ま
し
い
が
、
補
償
は
新
借
地
農
が

支
払
う
の
で
、
そ
れ
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
の
は
ま
ず
地
主
・
労
働
者
・
消
費
者
で
あ
ろ
う
（
P
賦
旨
）
。
ま
た
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
付

年
々
契
約
よ
り
テ
ナ
ン
ト
．
ラ
イ
ト
付
長
期
借
地
の
方
が
、
所
有
の
保
障
（
ω
。
。
畦
一
崎
亀
b
8
8
裟
8
）
を
与
え
る
と
い
う
点
で
よ
り
望

ま
し
い
（
P
嵩
9
）
。

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
α
　
J
．
G
．
C
・
（
サ
フ
ァ
ク
の
借
地
農
、
時
に
評
価
人
）

　
土
地
は
普
通
短
期
借
地
（
八
年
）
で
貸
与
さ
れ
て
い
る
（
P
猛
N
ρ
ま
2
）
。
近
辺
に
は
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
は
全
く
な
く
（
P
a
訟
）
、

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
五



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
六

そ
れ
が
農
業
の
発
達
を
妨
げ
て
い
る
（
P
a
＄
）
。
現
在
で
は
借
地
農
と
地
主
の
契
約
は
全
く
私
的
約
束
に
止
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
限
り

農
業
の
進
歩
は
期
待
出
来
な
い
（
P
a
。
。
轟
）
。
借
地
農
に
は
そ
れ
を
明
文
化
し
た
い
と
い
う
気
持
は
あ
る
が
（
P
以
。
。
ひ
）
、
大
地
主
は
実
務

家
（
目
雪
禽
げ
霧
ぼ
霧
ω
）
で
は
な
く
伝
統
に
固
執
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
P
賦
。
。
刈
）
。
仮
に
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、

新
借
地
農
の
地
代
が
下
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
地
主
に
は
直
接
関
係
し
な
い
だ
ろ
う
（
O
P
蹟
翠
－
頓
）
。
短
期
の
定
期
借
地

は
農
業
に
有
害
で
あ
り
、
更
に
、
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
付
年
々
契
約
よ
リ
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
付
定
期
借
地
が
好
ま
し
い
（
P
a
埠
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
⑧
　
S
・
」
・
（
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
シ
ャ
の
借
地
農
）

　
当
州
は
年
汝
契
約
よ
り
長
期
借
地
契
約
の
方
が
多
い
（
P
ま
旨
）
。
離
作
に
と
も
な
う
補
償
は
全
く
な
い
（
P
ま
お
）
。
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
、
借
地
農
は
彼
の
資
本
を
使
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
農
業
に
従
事
す
べ
く
生
ま
れ
つ
き
そ
れ
を
今
日
ま
で
続
け
て
来
た
の
で
あ
る
（
P

一
。
。
一
。
）
。
一
般
的
に
言
っ
て
年
々
契
約
の
揚
合
、
借
地
農
は
地
主
へ
の
信
頼
に
よ
り
耕
作
を
行
な
っ
て
い
る
。
長
期
借
地
の
揚
合
そ
の
多

く
の
期
間
は
投
下
資
本
の
無
保
障
の
た
め
、
耕
作
状
態
は
良
好
で
な
い
（
P
ま
9
）
。
現
時
点
で
借
地
農
資
本
に
保
障
を
与
え
る
こ
と
は

国
際
競
争
力
を
培
う
上
で
必
須
の
も
の
で
あ
る
（
O
P
一
鶏
o
。
1
。
。
N
P
旨
鴇
）
。
こ
の
際
長
期
契
約
借
地
で
補
償
が
付
け
ら
れ
れ
ば
最
良
で

あ
り
（
P
旨
密
）
、
年
汝
契
約
は
占
有
の
保
障
が
な
い
か
ら
好
ま
し
く
な
い
。
議
会
立
法
は
社
会
の
利
益
を
守
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
（
P

一
〇
。
O
O
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
以
上
の
よ
う
な
証
言
の
続
い
た
の
ち
、
委
員
長
ピ
ュ
ジ
ー
は
十
八
ヶ
条
に
及
ぶ
特
別
委
員
会
報
告
試
案
を
委
員
会
に
提
起
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
め
）

う
ち
特
に
関
係
の
深
い
条
項
を
全
文
掲
載
し
よ
う
。

こ
の



　
彼
は
、
ま
ず
、
通
常
農
作
業
を
行
な
う
借
地
農
が
離
作
す
る
際
の
補
償
は
「
古
く
か
ら
」
言
白
Φ
巨
○
ユ
a
普
及
し
て
い
た
こ
と
を
認
め

た
後
（
第
一
．
二
条
）
、
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
そ
の
他
の
地
域
で
「
休
閑
地
農
業
」
ぎ
8
↓
躍
讐
a
窪
犀
く
暮
一
自
の
た
め
で
な
く
「
補
償
さ
れ
て

い
な
い
改
良
農
業
」
§
8
ヨ
需
塁
暮
a
一
白
R
o
お
ヨ
Φ
旨
の
た
め
に
「
最
近
の
慣
行
」
魯
目
○
お
お
8
9
。
臣
8
日
が
普
及
し
つ
つ
あ
る

と
述
べ
（
第
三
条
）
、
そ
れ
に
は
「
飼
料
」
「
人
工
肥
料
」
「
永
続
的
性
格
の
各
種
改
良
」
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
後
（
第
四
－
八
条
）
、
次

の
よ
う
に
続
け
る
の
で
あ
る
。

　
第
九
条
、
実
地
の
借
地
農
の
証
言
に
従
え
ぱ
、
前
述
の
諸
改
良
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
国
全
体
を
通
じ
て
一
般
的
に
必
要
で
あ
る
。

　
第
十
条
、
長
期
借
地
契
約
は
、
保
有
の
初
期
の
間
は
か
よ
う
な
改
良
を
す
る
に
当
り
、
借
地
農
（
資
本
）
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

土
地
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
年
々
契
約
で
或
い
は
短
期
借
地
契
約
で
保
有
さ
れ
て
お
り
、
他
方
、
地
主
或
い
は
借
地
農
の
い
ず
れ
か
の
側

で
は
保
有
期
間
を
長
く
す
る
こ
と
に
よ
り
自
己
を
守
る
こ
と
を
一
般
に
好
ま
な
い
。

　
第
十
一
条
、
排
水
や
建
設
の
よ
う
な
費
用
の
掛
る
改
良
の
或
る
も
の
は
、
若
し
作
ら
れ
る
と
す
れ
ば
通
常
地
主
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
大
多
数
の
地
主
は
そ
れ
が
如
何
に
必
要
で
あ
ろ
う
と
も
そ
の
余
裕
が
な
い
。

　
第
十
二
条
、
委
員
会
の
前
で
の
法
律
的
延
一
一
｝
口
に
よ
れ
ば
、
若
し
こ
の
補
償
が
州
の
慣
行
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
限
嗣
相
続

地
の
土
地
の
所
有
者
は
、
抵
当
権
者
に
対
す
る
通
知
と
明
瞭
な
承
認
な
く
し
て
は
、
彼
の
後
継
者
を
或
い
は
抵
当
差
入
れ
主
を
縛
る
よ
う

な
改
良
に
対
す
る
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
第
十
三
条
、
か
よ
う
な
慣
行
が
確
立
す
る
の
に
時
間
を
要
す
る
（
匹
o
≦
ぎ
貧
芭
轟
）
こ
と
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ァ
ド
シ
ャ
の
一
証
人
の

証
一
一
一
一
。
に
示
さ
れ
る
通
り
で
あ
っ
て
、
彼
の
周
辺
で
は
借
地
農
は
二
〇
年
間
肥
料
を
使
用
し
て
き
た
が
、
彼
が
そ
の
使
用
の
た
め
の
補
償
の

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
七
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二
四
八

最
初
の
事
例
な
の
で
あ
っ
た
。

　
第
十
四
条
、
か
よ
う
な
慣
行
は
不
確
実
で
あ
り
、
頼
り
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ケ
ン
ト
の
慣
行
に
対
す
る
証
言
か
ら
明
ら

か
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
借
地
農
は
排
水
工
事
の
後
そ
の
た
め
に
補
償
が
得
ら
れ
る
か
否
か
疑
わ
し
い
状
態
で
あ
る
。

　
第
十
五
条
、
か
よ
う
な
慣
行
は
、
ま
た
、
妥
当
性
を
得
る
に
時
間
が
か
か
る
（
け
霞
身
首
暮
§
巳
凝
）
の
で
あ
り
、
別
の
証
言
に
よ

れ
ば
、
そ
れ
に
抱
束
性
を
持
た
せ
る
に
は
二
〇
年
間
の
存
在
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
以
下
略
〕

　
ひ
分
於
テ
か
府
容
⑪
ゆ
頭
小
D
⑪
試
案
ゆ
地
主
委
鋤
⑪
厨
対
ゆ
会
い
、
二
度
の
修
正
（
改
悪
！
）
を
経
て
特
別
委
員
会
の
最
終
報
告
が

成
立
麺
・
彼
の
案
で
は
「
慣
行
」
の
形
成
に
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
が
強
響
れ
て
い
る
窒
拘
ら
ず
、
報
告
で
は
、
逆
に
、
「
そ
の
制

度
自
体
が
他
の
地
域
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
昌
①
碕
ω
3
日
誌
Φ
罵
ω
8
目
ω
け
○
幕
諌
且
ぎ
ひ
q
蕊
毛
爵
首
8
0
浮
Φ
『

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

象
巽
ユ
o
審
と
変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
両
案
の
い
ず
れ
が
正
し
か
っ
た
か
は
次
節
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
て
、
と
も
か
く
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
も
次
の
よ
う

な
諸
結
論
を
強
調
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
に
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
農
業
は
そ
の
持
て
る
可
能
性
を
決
し
て
充
分
に
発
揮
し
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

う
ま
く
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
。

　
第
二
に
、
そ
の
技
術
的
か
つ
素
材
的
側
面
に
お
い
て
、
農
業
は
絶
え
ず
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
第
三
に
、
か
く
て
、
「
所
領
の
（
補
償
）
慣
行
」
更
に
は
「
州
の
慣
行
」
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
さ
え
、
そ
の
補
償
は
決
し
て
十
全
な



も
の
た
り
得
な
か
っ
た
こ
と
。
更
に
、
補
償
の
確
立
に
は
長
期
間
を
要
し
た
こ
と
。
そ
こ
か
ら
、
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
の
あ
る
長
期
借
地

が
最
も
望
ま
し
い
と
い
う
結
論
が
生
ま
れ
る
こ
と
。

　
第
四
に
、
加
う
る
に
一
般
的
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
慣
行
の
あ
る
土
地
は
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
。

（
1
）
　
た
だ
ケ
ア
ー
ド
の
書
物
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
よ
う
に
次
の
よ
う
な
点
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
即
ち
、
彼
の
執
筆
時
期
た

　
る
五
〇
年
直
後
は
四
八
－
九
年
の
農
業
不
況
が
未
だ
尾
を
ひ
い
て
い
る
時
で
あ
っ
た
。

（
2
）
　
本
節
に
お
け
る
「
州
」
は
ケ
ア
ー
ド
の
書
物
で
は
必
ず
し
も
全
州
を
指
し
て
い
な
い
、
普
通
抜
翠
に
あ
る
よ
う
に
一
つ
の
州
を
二
つ
位
の
地

　
域
に
分
け
て
あ
る
が
、
こ
の
結
論
で
は
そ
の
区
別
を
無
視
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
3
）
　
「
報
告
書
」
中
の
証
人
リ
ス
ト
の
分
類
に
従
え
ば
う
ち
借
地
農
二
五
名
、
土
地
周
旋
人
一
九
名
そ
の
他
と
な
っ
て
い
る
。

（
4
）
　
た
だ
五
番
目
の
証
人
は
法
廷
弁
護
人
で
あ
り
最
初
の
証
人
」
・
S
・
と
重
複
す
る
こ
と
を
避
け
て
除
外
し
た
。

（
5
）
　
こ
の
よ
う
な
整
理
の
仕
方
は
主
観
の
入
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
筆
者
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
私
は
私
な
り
に
注
意
を
払
っ
た
が
整
理
の
結

　
果
自
体
に
対
し
て
は
史
料
に
通
じ
た
読
者
の
批
判
に
待
つ
他
は
な
い
。

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
－
o
）

に
o
宕
暮
o
昌
》
ひ
q
ユ
o
巳
け
β
旨
一
〇
β
の
8
B
の
層
e
P

目
げ
こ
‘
O
◎
■
N
O
O
I
恥
ひ
P

H
玄
山
‘
◎
◎
・
斜
N
O
I
ひ
o
o
一
●

H
げ
崔
‘
O
O
，
ひ
o
o
N
l
o
o
ひ
一
，

H
び
置
‘
◎
O
，
一
〇
〇
〇
1
一
い
一
〇
。

イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題

一
I
N
O
o
o
。

二
四
九



（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
蔦
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）
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一
げ
崔
己
O
P
ご
一
一
－
頃
軌
ひ
■

一
瓢
q
こ
◎
◎
’
一
U
鴇
1
ま
N
頓
。

H
三
q
‘
O
P
一
q
轟
刈
1
一
〇
〇
刈
弁

諮
間
は
三
月
十
三
日
か
ら
六
月
一
日
ま
で
正
味
一
五
日
間
に
亘
り
行
な
わ
れ
た
。

カ
o
唇
詳
一
＜
一
1
≦
一
’

H
げ
一
自
‘
　
＜
一
時
ー
一
M
【
■

「
最
終
報
告
」
十
二
条
。

こ
の
揚
合
、
　
一
応
本
節
註
（
1
）
を
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
考
慮
し
た
上
で
の
結
論
で
あ
る
。

二
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
わ
れ
わ
れ
は
、
遂
に
、
最
後
の
長
期
農
業
不
況
に
突
入
す
る
直
前
に
ま
で
辿
り
着
い
た
。
つ
ま
り
「
土
地
問
題
」
が
形
成
さ
れ
始
め
た

時
で
あ
る
。
農
業
の
実
態
は
如
何
に
変
化
し
、
補
償
は
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
か
。
果
し
て
、
そ
れ
は
ピ
ュ
ジ
ー
委
員
会
の
最
終
報

告
に
あ
る
よ
う
に
「
広
大
し
つ
つ
あ
り
」
そ
の
結
果
三
〇
年
を
経
過
し
た
七
〇
年
代
に
全
国
的
に
慣
行
は
成
立
し
て
い
た
か
。

　
農
業
の
実
態
、
つ
ま
り
改
良
の
状
態
と
そ
の
主
体
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
遺
憾
な
が
ら
こ
こ
で
は
全
く
触
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
紙
幅
の
関
係
も
あ
る
が
、
主
と
し
て
筆
者
自
身
「
第
一
次
・
二
次
農
業
不
況
調
査
特
別
委
員
会
」
の
彪
大
な
史
料
を

整
理
し
得
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
全
く
筆
者
の
怠
慢
の
致
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
た
だ
、
十
八



世
紀
末
以
来
の
農
業
変
動
の
検
討
か
ら
得
た
示
唆
、
つ
ま
り
好
況
期
に
は
一
般
に
地
主
の
資
本
投
下
部
分
は
借
地
農
に
よ
っ
て
肩
変
り
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
後
者
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
二
つ
の
史
料
を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
は
、
イ
ギ
リ
ス
農
業
の
黄
金
時
代
の
末
尾
と
も
言

え
る
七
三
ー
四
年
に
、
「
全
国
農
業
会
議
所
」
○
雪
汀
巴
O
富
ヨ
げ
零
9
》
α
Q
ユ
。
巳
9
3
が
行
な
っ
た
調
査
で
、
多
言
を
要
す
る
ま
で
も

な
く
こ
れ
は
「
土
地
問
題
」
の
形
成
と
「
農
地
法
」
設
定
の
論
議
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
た
だ
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
利
用
出
来
る
の

は
A
．
H
．
E
．
マ
シ
ュ
ー
ズ
の
「
全
国
農
業
会
議
所
五
十
年
史
」
の
な
か
の
、
こ
の
調
査
報
告
の
要
約
に
過
ぎ
な
い
点
で
、
大
き
な
諸

　
　
　
　
（
3
）

制
約
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
最
も
痛
い
欠
陥
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
六
六
に
分
割
し
て
地
域
単
位
で
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
の
ソ
ー
ス
が
、

ど
の
程
度
地
域
を
代
表
し
得
る
と
看
倣
し
て
よ
い
の
か
、
検
討
す
る
素
材
を
持
た
ぬ
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
特
に
調
査
委
員
会
自
体
「
確

立
し
た
慣
行
」
Φ
ω
鼠
呂
診
a
。
嘉
8
目
と
は
何
を
基
準
に
す
る
の
か
決
め
る
に
当
り
多
大
の
困
難
に
遭
遇
し
た
と
「
要
約
」
が
記
録
す
る

ヘ
イ
ロ

時
、
こ
の
懸
念
は
深
ま
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
調
査
の
結
果
を
総
合
し
た
「
報
告
」
の
強
調
点
を
「
要
因
」
の
中
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ

り
、
そ
れ
は
次
の
諸
点
か
ら
成
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
ハ
る
ヴ

　
ま
ず
、
報
告
は
、
一
般
論
を
展
開
し
た
部
分
と
各
種
形
態
の
借
地
農
資
本
の
補
償
を
地
域
別
に
具
体
的
に
記
録
し
た
部
分
に
分
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

る
よ
う
で
あ
る
が
、
前
の
部
分
で
強
調
さ
れ
て
い
る
論
点
は
以
下
の
四
点
で
あ
っ
た
。
ω
、
慣
行
は
常
に
変
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ピ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ユ
ジ
i
委
員
会
の
調
査
の
際
に
示
さ
れ
た
そ
れ
と
比
較
す
る
と
両
者
は
同
じ
で
な
い
。
③
、
慣
行
が
形
成
さ
れ
る
際
の
一
般
的
原
則
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

い
得
る
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
。
㈲
、
慣
行
を
漸
次
的
に
導
入
し
拡
大
し
変
化
さ
せ
る
過
程
が
進
行
し
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
過
半

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
一
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二
五
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
レ

の
地
域
で
は
今
な
お
改
良
に
投
下
さ
れ
た
資
本
に
対
し
て
何
の
補
償
を
与
え
て
い
な
い
。
㈲
、
厳
密
な
意
味
で
「
州
の
慣
行
」
な
る
も
の

は
存
在
せ
ず
、
更
に
1
既
述
の
加
く
ー
「
確
立
し
た
慣
行
」
も
存
在
し
な
い
。
以
上
。

　
次
に
具
体
的
な
補
償
状
況
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
の
筆
者
の
整
理
と
同
様
に
三
分
類
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
ω
　
　
「
購
入
飼
料
」
「
購
入
肥
料
」

　
　
　
両
種
類
の
資
本
の
可
成
な
品
目
に
つ
い
て
補
償
の
あ
る
地
域
　
　
　
　
七

　
　
　
主
と
し
て
前
者
に
関
し
て
補
償
の
あ
る
地
域
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
主
と
し
て
後
者
に
関
し
て
補
償
の
あ
る
地
域
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
　
　
両
項
目
と
も
補
償
皆
無
の
地
域
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七

　
③
　
　
「
持
続
的
改
良
」

　
こ
れ
は
種
類
が
多
く
分
類
出
来
な
い
が
、
最
初
に
「
か
な
り
な
数
が
給
付
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
最
も
重
要
な
も
の
は
非
常
に

少
数
の
州
に
し
か
見
い
だ
さ
な
い
」
と
あ
り
、
更
に
「
回
答
の
大
部
分
は
ブ
ラ
ン
ク
で
あ
る
か
、
『
こ
の
項
目
に
入
る
ど
ん
な
も
の
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ロ

し
て
も
補
償
は
な
い
』
と
か
『
こ
の
う
ち
の
ど
れ
も
確
立
し
た
慣
行
は
な
い
』
…
…
の
よ
う
な
記
入
を
含
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
慣
行
は

む
し
ろ
特
殊
例
に
属
し
た
。

　
⑥
　
　
「
永
続
的
改
良
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
十
六
地
域
か
ら
排
水
工
事
を
中
心
に
補
償
の
具
体
例
を
示
す
回
答
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
は
拡
大
し
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
将
に
ピ
ュ
ジ
ー
の
言
っ
た
よ
う
に
「
時
間
を
要
す
る
」
も
の
で
あ



っ
た
。
そ
し
て
、
常
に
、
進
歩
す
る
農
業
と
補
償
と
の
間
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
．
】
れ
は
「
第
一
次
農
業
不
況
調
査
委
員
会
」
の
記
録
に
よ
っ
て
充
分
に
裏
打
ち
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
で
は
第
一
章
で
利
用
し
た

ア
シ
ス
タ
ン
ト
．
コ
、
、
、
シ
ョ
ナ
ー
の
ド
ル
ス
の
穀
作
地
域
中
心
の
十
三
州
を
対
象
に
す
る
。
け
だ
し
、
彼
の
報
告
書
に
は
各
州
に
つ
い
て

テ
ナ
ン
ト
．
ラ
イ
ト
の
問
題
が
一
つ
の
項
目
と
し
て
整
理
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
最
も
利
用
し
易
い
と
い
う
利
点
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ド
ル
ス
の
報
告
を
検
討
す
る
と
、
明
瞭
に
補
償
慣
行
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
州
と
そ
れ
を
否
定
し
た
州
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
例
え
ば
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ
に
対
し
て
は
、

　
　
、
臣
①
励
Φ
自
。
Φ
ω
旨
。
け
§
。
畳
。
げ
ξ
身
。
匿
。
巳
昌
酵
§
昌
菖
酵
の
§
↓
婁
。
旨
。
凝
・
一
凝
邑
畳
竃
8
ξ
Φ
β
－

ω
＆
8
胤
。
『
酵
乾
琴
。
隔
呂
Φ
首
霧
＄
α
ぎ
旨
く
。
馨
暴
評
旨
①
塞
胤
。
；
。
錺
g
冨
ω
げ
毘
藁
騨
＆
囲
曾
§
8
ω
琶
＆

　
げ
帥
圃
節
β
α
ω
け
冨
≦
鷺
o
巴
一
〇
≦
a
げ
鴇
o
ロ
ω
8
目
）
び
暮
昌
o
爵
ぼ
の
ヨ
o
擁
9
．

　
　
　
　
（
U
）

と
記
録
が
あ
る
。
若
干
の
表
現
の
差
を
含
み
な
が
ら
も
、
こ
れ
に
相
当
す
る
州
は
、
他
に
バ
ー
ク
シ
ャ
、
エ
セ
ッ
ク
ス
、
ハ
ー
フ
ォ
ー
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
レ

シ
ャ
、
、
、
、
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
、
ノ
ー
フ
ァ
ク
、
ノ
ー
ザ
ン
プ
ト
ン
シ
ャ
、
サ
フ
ァ
ク
の
合
計
八
州
。

　
他
方
、
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
に
は
予
想
さ
れ
た
よ
う
に

　
　
、
壽
Φ
い
ぎ
。
。
一
昌
酵
。
け
Φ
暑
鼠
α
Q
耳
。
島
け
。
ヨ
塞
σ
8
三
昌
Φ
垂
Φ
§
団
。
霊
一
・
轟
江
旨
・
ρ
げ
暮
冨
ω
8
琶
垂
達
①
塁
一
巨

　
絆
］
「
O
　
の
魯
巳
口
①
》

　
ヘ
ハ
レ

と
あ
り
、
具
体
例
と
と
も
に
各
種
の
投
下
資
本
に
つ
い
て
補
償
期
間
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
類
す
る
州
は
他
に
ノ
ー
テ
ィ
ン
ガ
ム

　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
三
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五
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
”
）

シ
ャ
と
レ
ス
タ
シ
ャ
で
計
三
州
。

　
更
に
、
ハ
ン
テ
ィ
ン
ド
ン
シ
ャ
で
は
、
北
部
の
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
に
隣
接
し
た
部
分
と
ラ
ト
ラ
ン
ド
シ
ャ
で
は
レ
ス
タ
シ
ャ
と
リ
ン
カ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

シ
ャ
に
接
し
た
地
帯
で
、
慣
行
が
確
立
し
て
い
る
。

　
か
く
し
て
報
告
を
作
製
し
た
ド
ル
ス
は
そ
の
「
結
論
」
で
「
借
地
農
資
本
の
保
障
」
ω
①
。
貰
一
蔓
出
9
↓
Φ
冨
暮
蜀
畦
ヨ
o
諺
、
9
甘
鼠
一
な

　
　
　
　
（
1
9
）

る
節
を
設
け
、
「
農
業
に
投
下
さ
れ
た
資
本
の
補
償
の
欠
如
が
く
り
か
え
し
私
の
注
目
を
引
い
た
。
そ
し
て
こ
の
報
告
は
、
若
し
私
が
ア
｝

の
点
に
対
し
何
ら
か
の
論
及
も
な
け
れ
ば
、
不
完
全
な
も
の
と
な
ろ
う
」
と
書
き
出
し
て
、
「
借
地
農
の
資
本
が
『
慣
行
』
で
も
特
別
な

同
意
書
で
も
一
八
七
五
年
農
地
法
で
も
保
障
さ
れ
な
い
と
い
う
事
実
は
疑
い
な
い
」
と
断
定
し
、
「
こ
の
点
に
お
け
る
法
の
改
正
が
要
求

さ
れ
る
」
と
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
の
主
張
が
単
に
彼
の
調
査
し
た
地
域
に
限
ら
れ
た
現
象
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
第
一
次
農
業
不
況
委

員
会
の
「
最
終
報
告
」
中
の
農
業
不
況
の
対
策
の
一
つ
と
し
て
い
て
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
の
強
化
が
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
否
定
の

　
　
　
　
（
2
0
）

余
地
は
な
い
。
即
ち
、
最
終
報
告
は
次
の
よ
う
に
提
案
し
た
。

　
　
「
証
言
の
重
心
は
補
償
が
地
主
や
新
借
地
農
に
利
益
が
あ
る
限
り
、
土
地
に
残
さ
れ
そ
う
な
多
く
の
借
地
農
の
消
耗
し
て
い
な
い
価

　
　
値
の
補
償
を
彼
に
保
障
す
る
こ
と
に
全
く
好
意
的
で
あ
っ
た
…
：
」

（
1
）
　
本
稿
第
三
章
第
二
節
参
照
。

（
2
）
　
実
は
「
王
立
農
業
協
会
紀
要
」
に
掲
載
さ
れ
た
次
の
論
稿
も
無
視
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
大
同
小
異
で
あ
る
か
ら
、
本
稿

　
で
は
そ
れ
に
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
。
興
味
の
あ
る
読
者
は
参
照
さ
れ
た
い
。
ρ
O
欝
巳
ρ
臼
冨
男
碧
昌
ぼ
瞬
9
お
8
ヨ
の
き
山
9
く
聲
き
5

　
0
隔
国
一
葭
ぎ
昌
阜
い
閃
’
》
’
の
‘
一
〇
〇
ひ
o
o
”
b
や
一
令
斜
－
刈
い



（
3
）
卜
昌
昌
昏
藷
蓄
男
算
曳
岩
霧
g
盆
昏
葺
彗
巴
ぎ
臣
。
曾
窒
轟
島
Φ
匡
ω
け
。
藁
g
爵
。
o
窪
ε
邑
o
富
目
げ
R
g

　
毎
槻
菖
o
巳
一
ロ
擁
ρ
一
〇
〇
ひ
軌
～
一
〇
一
q
，

（
4
）
H
玄
α
‘
。
『
〈
一
罫
注
の
窪
霞
ρ
ウ
旨
一
●

（
5
）
　
．
一
の
調
査
は
マ
シ
ュ
ー
ズ
の
書
物
か
ら
判
断
す
る
限
り
三
つ
の
報
告
か
ら
或
り
、
七
三
年
十
一
月
、
七
四
年
三
月
、
五
月
の
三
回
に
亘
り
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ケ
ジ
ヰ
ド
ル

　
な
わ
れ
た
。
慣
行
自
体
が
「
明
詳
書
」
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
第
三
報
告
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
論
を
展
開
し
た
部
分
が
第
一
・
二
報

　
告
に
あ
る
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
な
お
当
調
査
に
は
借
地
契
約
条
項
に
関
す
る
項
目
も
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
結
果
は
マ
シ
ュ
ー
ズ
の

　
書
物
に
は
書
い
て
な
い
。

（
6
）
　
こ
れ
は
既
に
拙
稿
「
地
主
対
借
地
農
関
係
の
展
開
」
に
お
い
て
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
稿
六
〇
四
－
五
頁
。

（
7
）
　
例
え
ぱ
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
で
当
時
グ
ア
ノ
に
対
し
て
補
償
が
な
か
っ
た
が
今
は
全
州
に
存
在
し
、
排
水
の
そ
れ
は
当
時
一
部
に
し
か
な
か
っ
た

　
が
、
今
は
一
般
的
で
あ
る
等
々
。
多
数
の
実
例
あ
り
。

（
8
）
　
か
く
し
て
、
グ
ア
ノ
は
或
る
州
で
は
穀
物
に
適
用
さ
れ
た
時
補
償
の
対
象
に
な
り
、
あ
る
州
で
は
根
疏
類
・
豆
類
に
利
用
さ
れ
た
揚
合
に
限

　
り
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
な
ど
。

（
9
）
　
戸
｝
れ
は
次
の
よ
う
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
最
も
顕
著
な
特
徴
は
、
た
と
え
購
入
飼
料
と
肥
料
に
対
し
て
さ
え
充
分
な
補
償
慣
行
を
享
受

　
し
て
い
る
土
地
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
非
常
に
小
さ
な
部
分
で
し
か
な
い
」
H
げ
一
α
‘
や
一
N
ド

（
1
0
）
　
「
購
入
飼
料
」
は
そ
れ
に
よ
っ
て
飼
育
さ
れ
た
家
畜
糞
の
肥
料
と
し
て
の
効
果
の
た
め
補
償
の
対
象
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
中
世
以
来
そ
う

　
で
あ
っ
た
よ
う
に
「
飼
料
」
は
同
時
に
「
肥
料
」
で
も
あ
っ
た
。

（
1
1
）
H
臣
α
‘
や
ド
鐸

（
1
2
）
　
H
σ
崔
‘
℃
や
一
濃
1
一
ま
●

　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
五



（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）
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H
げ
置
‘
℃
や
嵩
ひ
ー
お
’
当
項
目
に
つ
い
て
は
一
般
的
な
論
及
は
な
い
。

U
㎏
信
o
o
、
の
閃
o
宕
客
｝
や
旨
■

H
び
匡
己
℃
や
刈
ー
o
o
一
b
や
賠
1
い
ρ
や
ω
怠
9
廿
℃
り
ひ
ひ
ー
ざ
や
認
噂
b
や

H
げ
往
‘
b
や
器
I
O
。

H
げ
置
‘
b
や
轟
ひ
ー
ざ
M
o
o
I
P

H
げ
置
‘
や
酵
り

H
げ
置
‘
や
一
〇
轟
■

［
悶
ぎ
魯
一
］
犀
o
宕
旨
o
昌
》
の
ユ
o
信
犀
ロ
脈
ρ
一
〇
〇
〇
〇
N
讐
（
O
l
呂
O
℃
y
や
一
避

O
一
l
N
。

二
五
六

第
三
章
ま
で
の
ま
と
め

　
冒
頭
に
掲
げ
た
筆
者
の
仮
説
は
、
以
上
の
作
業
を
通
じ
て
十
二
分
に
論
証
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
椎
名
教
授
は
、
産
業
資
本
主
義
の
確
立
期
で
あ
る
限
り
農
業
資
本
は
補
償
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
前
提
で
作
業
を
進
め
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ

四
〇
年
代
の
「
慣
行
」
の
形
成
の
中
に
意
味
ー
資
本
主
義
成
立
史
的
観
点
に
お
け
る
意
味
i
を
見
い
だ
さ
れ
た
。
し
か
し
、
所
領
或

い
は
州
の
慣
行
の
成
立
と
、
教
授
の
「
『
資
本
の
補
償
』
は
ほ
ぼ
全
国
的
に
実
現
さ
れ
た
」
と
い
う
結
論
の
間
に
は
、
本
稿
で
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
た
よ
う
に
、
大
き
な
溝
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
な
ら
私
は
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
何
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
読
者
は
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
確



か
に
、
私
は
椎
名
教
授
の
説
く
と
ア
〕
ろ
を
駁
す
る
た
め
に
こ
の
問
題
を
手
掛
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
借
地
権
問
題
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

私
の
現
代
イ
ギ
リ
ス
社
会
を
解
く
手
懸
り
に
過
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
、
借
地
権
問
題
に
お
い
て
さ
え
そ
の
核
心
は
一
見
し
て
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
読
者
は
旧
借
地
農
に
対
す
る
補
償

を
新
借
地
農
が
支
払
う
限
り
、
つ
ま
り
、
そ
れ
が
借
地
農
間
の
問
題
な
ら
、
一
体
テ
ナ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
と
は
何
事
で
あ
る
か
、
と
問
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
こ
の
問
題
の
こ
○
世
紀
に
お
け
る
帰
着
を
問
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
朋
し
た
上
で
、
イ
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

リ
ス
資
本
主
義
史
上
に
お
け
る
借
地
制
度
の
現
代
的
意
味
が
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ヤ

（
1
）
　
若
し
教
授
の
論
法
の
枠
の
方
で
、
私
な
り
の
仕
方
で
そ
の
方
法
上
の
問
題
点
の
指
摘
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
・
次
の
こ
と
が
言
え
よ
う

　
つ
ま
り
、
教
授
は
「
資
本
の
補
償
」
を
発
生
史
的
に
探
求
さ
れ
る
な
ら
同
時
に
借
地
農
業
経
営
自
体
も
発
生
史
的
に
探
求
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
。

　
と
ア
一
ろ
が
教
授
は
後
者
に
つ
い
て
は
専
ら
一
八
三
〇
・
四
〇
年
代
を
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
総
体
的
把
握
を
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
・

（
2
）
　
と
り
あ
え
ず
、
ペ
リ
ー
．
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
次
の
よ
う
な
鋭
い
指
摘
を
参
照
。
「
そ
れ
（
現
代
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
外
見
上
「
封
建
的
」
階
層

　
序
列
）
は
土
地
所
有
階
級
に
よ
り
生
来
支
配
せ
ら
れ
伝
え
ら
れ
た
社
会
の
投
影
さ
れ
た
像
で
あ
る
。
地
位
、
服
従
、
伝
統
な
ど
と
混
合
し
て
こ
の

　
階
級
の
経
済
力
が
絶
頂
に
あ
っ
た
時
の
農
村
に
お
け
る
社
会
的
諸
関
係
の
バ
タ
ー
ン
が
ー
工
業
化
の
後
で
さ
え
ー
当
階
級
の
持
続
的
政
治
的

　
指
導
権
の
故
に
、
総
体
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
社
会
的
諸
関
係
の
基
本
的
モ
デ
ル
と
な
っ
た
」
。
拙
訳
「
現
代
イ
ギ
リ
ス
危
機
の
諸
起
源
」
（
「
思

　
想
」
五
〇
一
号
）
、
　
一
二
五
頁
。

（
本
稿
は
昭
和
四
〇
年
度
文
部
省
綜
合
研
究
「
資
本
主
義
の
発
展
と
農
業
の
近
代
化
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）
（
一
九
六
六
・
四
・
二
〇
稿
）

　
　
　
イ
ギ
リ
ス
借
地
農
業
制
度
を
廻
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
七




