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農
村
窮
乏
の
聲
は
山
來
旣
に
A
し
く
耳
に
す
る
所
で
あ
り
、
.之
が
救
濟
を
固
的
と
せ
る
農
村
問
題
解
決
の
.手
段
方
策
も
亦
多
年
來
常 

に
論
議
立
案
,̂
れ
た
所
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
典
聲
は
最
近
に
至
り
て
殊
に
喧
し
く
、
問
題
の
解
決
に
關
す
る
各
種
の
.手
段
方
策
實
行
の 

要
求
は
昨
半
以
來
特
に
驻
だ
し
き
を
加
へ

來
つ
允

。

而
し
て
喧
々

囂
タ
た
る
農
村
論
考
の
_
論
.<
?
:

提
議
と
は
、
近
年
蕃
し
く
其
巧
妙
を 

加
へ
.來
れ
る
農
村
運
動
'1
辰
村
政
治
家
の
活
動
と
相
待
ち
、
世
界
的
大
不
景
氣
に
當
而
せ
る
ー
般
經
濟
界
.の
不
安
に
乘
じ
て
社
會
各
方 

•
F
C大
々
的
感
動
を
惹
起
し
、
社
#
公
衆
を
し
て
恰
も
農
村
全
般
の
危
機
焦
眉
の
急
に
迫
れ
る
も
の
ゝ
如
く
、
浩
し
今
日
に
於
て
忽
追 

敕
濟
の
處
置
を
施
す
に
非
ざ
れ
ば
如
何
な
る
危
險
の
劫
發
す
る
や
も
計
ら
れ
ざ
る
が
如
き
感
を
抱
か
し
む
る
に
至
つ
た
や
の
觀
が
あ
る
。 

是
に
於
て
か
識
盏
は
そ
れ
ぐ
觅
に
適
當
な
る
對
案
施
策
の
檢
时
と
提
唱
に
熱
中
し
、
政
治
家
殊
に
濃
村
關
係
の
政
治
家
は
各
典
所
信 

に
.從
つ
て
各
種
對
策Q,

實
行
を
當
局
に
.廹
ら
ん
と
し
、
政
府
當
局
亦
此
風
潮
に
驅
ら
れ
て

只
管
應
奮
久
の
對
策
實
施
に
努
力
す
る
に 

至
つ
た
。
斯
く
て
所

f

非
常
時
政
界

i

題
は
外
湯
し
て

.

1

蒙

及

鋈

支

岛
f

集
中
し
、
內

I

り
て
は
農
村
救
濟
問
題

所
謂
る
農
村
.忡
题
の
货
葸 

W六

五

(
1

ゴ
七1)



盤
る
農
村

I

の
靈

 

四

六

六
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集
と
す
る
の
有

f

管

、.

今
年
度
に
於
け
る
俞
後
一
一
同
の
臨
時
議
會
も
、
恰
も
此
等
兩
問
題
に
對
す
る
應
_

施
設
の
解
決
を
虫 

眼

と

せ

る

の

.
み

な

-'
&
ず
、
耱
て
來
ん
通
鑫
會
の
塞
問
題
も
亦
等
し
く
此
等
の
問
題
、
殊
に
農
村
救
濟
の

I

的
施
設
に
.

を
注 

が
ん
と
す
る
やQ

形
勢
货
受
け

I

、
。
：
勿

論

I

に
於
て
他
の
方
面
の
問
題
、
殊

i

常
時
に
於
け
る
一
般〈

論

Q

麗

、
對
外

贸
#
の

麓

、
外

麗

f

霊

、
中
小
空
業
Q

I
等
f

の

麗

、
各
般Q

業

Q

攻
f

れ
討
f

れ

た

念
1

な

く

な

い
。
然
か
も

I

究
討
議
に
際
し
て
は
殆
ど
常
に
農
村
に
及
ぼ
す
其
影
響
、
農
村
救
濟
上
に
於
け
る
共
效
报
の
證
せ
ら
れ
ぬ
こ
と
は 

非
く
幾
多
の
企
抝
对
i c

の̂

き
は
歼
ど
全
く
f t

利
の
利
密
を
肌
目
と
し
て
提
唱
せ
ら
れ
る
の
實
狀
で
あ
る
。
農
村
問
^
游
次
の
1/
;
要 

視
さ
れ
、
農
村
の
利
寄
の
襄
視

.

さ
る
、

I

今
日
の
如
き
は
、
明
治
維
新
以
來
全
く
例
の
無
い
こ
と
で
あ
る
。

從
っ
て
此
間
に
於
て
、
各
方
面
ょ
り
提
f

ら
れ
た
る
救
濟Q

法
案
方
策
を
觀
れ
ば
、
其
數
は
頗
る
多
い
。
現
に
政
府
當
周
が
實
任 

を
以
て
應
I

f

し
て
章
八
月Q

臨
時
響
に
蜇
し
た
も
の
丈
け
で
も
、
繼

法

Q

盖

I

め

負

讓

置

合

法

、
不
動
蜜 

I

:
の
融
通
、地
方
事
業
の
助
成
、讓

敎

育
®

國
庫
補
助
の
增
加
、
促
利
資
金
の
融
通
等
決
し
て
少
な
か
ら
ざ
る
上
に
、
更
に
惊
久
的 

救
濟
對
策
と
し
て
將
來
岛
つ
て
立
案
を
約
束
せ
る
案
件
も
亦
決
し
て
少
な
し
と
せ
ず
。
M

に
政
友
會
圾
政
I

他
の
政
黨
政
派
を
初 

め
農
翁
和
長
寡
の
諸
園
體
さ
て
は
公
私
各
方
画
の
識
者
並
に
諸
硏
究
層
等
か
ら
提
唱
さ
れ
主
張
さ
る
X
に
至
っ
た
方

策

法

案
 

を
點
檢
す
れ
ば
、
其
數
實
に
牧
擧
に
遑
あ
ら
ず
。
農
村
の
振
興
又
は
疲
弊
救
濟
の
策
と
し

て

從

來

農

業

政
策
經
濟
政
策
の
敎
科
實
列 

擧
せ
ら
る
、
あ
ら
ゆ
る
施
設
が
殆
ど
悉
く
列
擧
せ
ら
れ
た
る
は
勿
論
、
中
に
I

而
目
な
*

設
i

し
て
識
S

「

顧
だ
に
價
し
な
か
つ 

た

様

な

珍

案

奇

策

す

ら

、
所

謂

る

非

常

時

..の

對
f
と
し

て

堂
々
丸
張
せ
も
る
i

如
：き
も
.の
も
見
受
け
ち
る
y
?

農

林

の

窮

乏

は

旣

に

久

E

し
き
以
前
か
ら
の
問
題
で
あ
り
t
之
に
對
す
る
施
設
攝
策
も
亦
數
十
^
來
常
，に
.識
考
憂
世
家
の
攻
究
し
.主
張
し
た
所
で
あ
.る
か
ら
、

t 

近
共
窮
乏
の
聲
特
に
嗤
し
き
に
及
ん
で
、
そ
れ
等
の
：諸
施
設
諸
肅
策
が
一
時
に
念
速
赞
現
の
必
要
を
叫
ぱ
れ
、
又
從
來
の
施
設
の
效
來 

餘
り
華
々
し
か
ら
ざ
る
を
見
て
、
页
に
一
段
の
急
迆
的
な
方
策
や
，新
奇
の
妙
案
が
案
出
せ
ら
る
、
に
至
つ
た
の
.も
、
憂
世
の
至
惝
誠
に 

無
理
な
ら
ぬ
次
第
で
あ
る
。
而
し
て
又
此
等
各
種
の
施
設
方
策
も
各
其
一
を
取
つ
て
之
を
觀
れ
ば
、
そ
れ
ぐ
に
相
當
の
效
报
は
あ
る 

も
の
で
、
適
當
の
時
適
當
な
場
合
に
之
を
施
せ
ば
、
何
れ
も
相
當
の
成
績
を
擧
げ
得
る
に
相
違
な
い
。
け
れ
ど
も
此
等
の
施
設
に
は
何 

れ
も
そ
れ
ぐ
に
相
當
の
努
力
と
經
费
と
を
要
す
る
こ
と
で
あ
り
、
其
一
部
分
を
實
行
す
る
と
し
て
も
相
應
の
成
績
を
擧
げ
ん
が
爲
に 

は
可
な
り
の
財
政
的
負
擔
を
必
要
と
す
る
。
現
に
現
政
府
が
應
急
的
の
對
策
と
し
て
最
近
の
臨
時
議
會
に
提
案
せ
る
數
秫
の
施
設
丈
け 

で
も
國
煺
の
負
擔
は
ー
億
數
千
萬
に
上
り
、
SI
に
地
方
の
負
檐
を
加
ふ
れ
ば
四
五
億
に
達
す
る
と
い
は
る
.
\
然
か
も
典
施
設
は
決
し 

て
徹
底
的
な
も
の
，で
は
無
く
、
m
に
米
價
の
調
節
と
負
侦
聲
理
の
兩
計
蕺
の
み
を
觀
て
も
、
斯
る
程
度
の
施
設
に
て
能
く
兆E

的
を
連 

し
#
可
し
と
.

は
、
到
底
想
像
し
得
ら
れ
ぬ
如
き
次
第
で
、
世
上
各
方
面
か
ら
施
設
不
徹
鹿
、
羊
頭
狗
肉
の
非
難
の
絕
ぇ
ざ
■る
始
末
で
.あ 

る
。
双
し
て
然
ら
ば
见
に
此
上
に
各
方
面
か
ら
要
求
さ
る
X
各
種
.の
.應
急
施
設
を
加
へ
、
且
つ
•又
各
®'
の
恒
久
的
對
策
を
實
施
せ
ん
と 

す
る
に
於
.て
は
幾
何
の
經
費
を
要
し
、
幾
何
の
人
間
と
幾
何
の
才
能
と
を
：必
要
と
す
可
き
か
。
國
家
の
負
擔
力
は
無
限
な
る
も
の
に
非 

ず
、
當
周
渚
の
才
能
も
亦
決
し
：て
.超
人
的
の
も
：の
に
非
ず
と
せ
ば
、
斯
る
雜
然
た
る
諸
對
策
の
一
齊
耍
求
は
如
何
な
る
國
家
、
如
何
な 

る
內
開
當
路
#
と
蛾
も
、
到
底
應
じ
得
る
所
で
は
無
い
.で
あ
ら
ぅ
P 

. 

: 

:

.

加
之
、
斯
の
如
く
種
々
維
多
な
る
諸
對
策
を
漫
然
.一
時
.一.齊
に
實
施
す
る
の
：は
、
決
.し
て
«
際
に
農
村
の
窮
乏
を
救
濟
す
る
所
以
で 

所
謂
る
毖
村
卯
題
の
實
態
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.

な
く
，
應
藩
救
濟

Q

效
艰
の
擧
が
ら
ざ
る
は
勿
論
、
農
村
將
來
の
發

f

い
で
.言

ぅ

。
秦
經
瘦
策
は
恰
も
國
民
經
濟
と
い
ふ
：

■一 ..

つQ

身

體Q

疾
患
に
對
す
る
篇
手
段q

如

I

の
で
あ
る
。
人
間 

S

身
に
何
等
の
.
苦

蟹

く

何

S

異

狀

I

く
、
健
か
i

動

し

や

、
あ

る

な

ら

ば

、
，
其

人

に

.
對

し

て

何

等

獲

の

必

耍

が

無

い

と
 

同
機
■
お

し

國

民

藝
Q

各
南
全
般
控
且
り
て
何
等
の
不
平
不
滿
も
無
く
、
社
會
の
禽
面
何
れ
に
も
經
濟
上
の
缺
陷
が
認
め
ら
ル
な 

い
な
ら
ば
.區
々
た
る
經
濟
政
免
の
K
敗
_
策
は
何
等
の
用
も
無
い
次
第
で
あ
る
。
斯
.る

施

設

の

必

要

を

感

ず

る

の

:̂
.
、

要

す

る

に

密 

濟

社

會

何

れ

か

，
の

筒

部

に

何

等

.

か
の
缺
陷
が
あ
り
、
其
缺
陷
の
爲
：に
種
々
の
方
面
種
.々
の
階
級
に
苦
雙
は
不
滿
を
®
ぇ
し
む
る
が
爲 

•で
あ
る
。
而
し
て
可
及
的
此
等
の
蕾
f

除
去
し
此
等
の
不
滿
を
緩
和
せ
ん
と
す
る
.の
護
こ
そ
正1

JC
.經
濟
政
策Q

各
種
施
設
で
あ
る 

の
で
あ
る
。
故
に
經
濟
政
策
上
の
譲
を
實
行
ず
る
に
當
つ
て
は
、
，先
づ
當
該
經
濟
社
會
■の

疾
患
の症
狀
を
明
に
し
、
其
症
狀
の

沿
つ 

て
來
れ
る
原
因
を
究
め
て
、
之
に
適
應
す
る
様
な
對
疲
療
法
を
選
免
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一

■し

:人
間
の
病
忠
に
は
昔
か
ら
四
百
四
病
と
い
ふ
機
に
f

雜
多
め
疾
病
が
あ
ゃ
、
同
.
.一
の
疾
病
に
も
綏
急
輕
重
種
々
の
■

が
あ
る
© 

セ

隨

.つ
て
黯
疲
の
方
法
も
歹
擧
し
矿
れ
ば
^
來
千
差
萬
様
で
あ
る
パ
然
か
も
醫
家
の
患
者
に
對
す
る
や
ゝ
先
づ
其
病
狄
を
^
し
、̂

 ̂

源
を
明
に
し
て
.

1

■

診
斷
.を
下
し
、
其
診
斷
に
應
じ
て
そ
れ
ぐ
に
適
當
の
治
病
方
法
を
施
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
世
間
周

知

の

事
 

ま
で
あ
る
。
現
代
の
磐
療
技
術
が
今
尙
ほ
主
と
し
て
對
症
的
治
療
の
域
を
脱
せ
ぬ
と
は
^-
へ
、單
に
患
者
の
表
商
的
症
狀
の
み
を
觀
て
、
 

病
源
の
如
何
を
考
察
す
る
こ
と
な
く
、
漫
然
之
が
.對
證
處
f

施
す
こ
と
、
例
へ
ば
唯
Z '

發
熱
ぁ
る
を
見
S

扶
斯
患
苕
た
る
と
感
冒 

1者
た
る
と
を
顧
る
こ
と
な
く
漫
然
之
杧
解
熱
劑
を
投
じ
：た
り
、
又
犁
に
下
痢
|>
:
る
を
見
.て
、
、其
下
樹
症
狀
の
曲
來
を
明
に
す
る
こ
と

な
く
漫
然
之
に
收
斂
劑
を
泔
ひ
た
り
す
る
樣
な
こ
と
は
、
餘
程
無
資
任
な
席
醫
で
な
い
以
上
決
し
.て
之
を
放
て
す
る
も
の
で
は
無
い
。 

而
し
て
，又
斯
様
な
無
知
無
資
任
な
麻
醫
の
處
置
投
藥
は
多
く
は
治
療
上
何
等
の
效
-1
の
無
い
許
り
で
た
く
、
却
つ
て
布
害
か
場
合
が
多 

い
次
第
は
、
吾
々
の
屢
と
見
聞
す
る
所
で
あ
る
。
經
濟
政
策
上
の
施
設
も
亦
正
に
斯
の
如
く
で
、
國
民
經
濟
の
全
部
苦
し
く
は
一
局
部 

の
苦
惱
又
は
不
滿
に
對
し
、
其
带
惱
又
は
不
滿
の
實
_
及
び
輕
筑
緩
餘
を
明
に
す
る
こ
と
な
く
，
又
其
由
つ
て
來
れ
る
本
源
を
詳
に
す 

る
こ
と
な
く
、
唯
*
漠
然
其
苦
痛
^
し
く
は
不
滿
を
訴
ふ
る
ま
胄
の
言
に
聽
從
し
て
、
漫
然
典
苦
惱
と
不
滿
に
應
ず
る
あ
ら
ゆ
る
對
症 

的
處
镫
を
施
さ
ん
と
す
る
が
如
き
は
、
國
民
經
濟
の
發
達
の
爲
に
有
害
無
益
な
る
は
勿
論
、
實
に
危
險
此
上
も
な
き
次
第
と
い
は
ね
ば 

な
ら
ぬ
。
FI
I
來
多
く
の
病
氣
に
は
多
少
の
發
熱
と
疼
痛
雄
に
衰
弱
を
伴
ふ
も
の
で
あ
る
が
、
今
蒞
し
斯
る
患
盏
に
對
し
て
病
淀
の
性
質 

を
究
む
る
こ
と
な
く
？
漫
然
之
に
解
熱
劑
と
興
脔
劑
と
鎭
痛
劑
と
を
同
時
に
投
藥
し
て
平
然
た
る
踮
醫
が
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
世 

間
は
艰
し
て
之
を
何
と
い
ふ
で
あ
ら
ぅ
。
然
る
に
我
國
最
近
の
農
村
問
題
さ
て
は
•所
謂
る
非
常
時
經
濟
間
題
の
解
決
に
對
す
る
世
诎
囂 

々
の
對
策
を
歡
れ
ば
、
吾
々
は
恰
も
此
席
醫
に
對
す
る
の
感
な
き
を
得
ぬ
。
そ
れ
ぐ
の
救
濟
策
を
提
唱
.せ
る
識
者
は
勿
論
そ
れ
ぐ

に1

定
の
病
源
を
認
め
て
そ
れ
ぐ
之
に
對
ず
る
の
策
を
提
案
し
た
こ
と
で
あ
ら
ぅ
と
思
は
る
、
け
れ
ど
も
ノ
此
等
各
截
の
提
案
を
ば

<&
,

何
れ
も
之
を
否
認
す
る
こ
と
な
く
、
彼
も
可
な
り
、

4

{も
可
な
り
と
し
て
總
て
之
を
歡
迎
し
、
遂
に
前
述
の
如
く
當
面
の
對
策
と
し
て
、
 

殆
ど
あ
ら
ゆ
る
種
類
.の
經
濟
政
策
上
の
手
段
を
列
擧
し
來
つ
て
之
が
實
行
を
政
府
常
局
に
要
來
す
る
に
至
れ
る
實
際
的
政
治
運
動
客
の 

態
度
に
至
つ
て
は
、
實
に
其
救
濟
せ
ん
と
す
る
禍
源
を
實
際
に
認
識
し
居
れ
る
や
否
や
を
疑
は
ざ
る
を
#
ぬ
様
に
思
は
る

X 

o足
に
於 

て
か
、
吾
々
は
丸
づ
此
等
の
所
謂
る
輿
論
の
先
導
客
に
對
し
て
問
ひ
た
い
と
思
ふ
。

「

.農
村
問
題
の
本
源
艰
し
て
何
れ
に
在
ひ
や

」

と
。
 

所
謂
る
農
村
問
題
の
.货
態

 

k
六

九

(. 一

九
七
五)

5 
,

.

L

[

.

A

l

^

f

n

4

u

i

f

u

i

i

h

u

,

h

k

t

u

h

, 

 ̂.f
L

r

l

s

:

.

:

.

,
r 
,
r
.
,... 

ノノ.
.
 

-
i
v
..
.

r
3 

V 

4 

{ 

? 

> 

 ̂

V 

4
i 

之
れ〕

,

f 

*
、

*r 

? L 

H 

1 

 ̂

 ̂

1
5
V 

f 

* 

 ̂

J 

>
1 

> 

I 

t



n

i

l

 

i

0

1

5

ニ 

•

.
庇
に
於
に
も
乳
べ
た
如

く

、

我
國C

農
村
問
題
は
可
な
り
の
.

fn

ひ
麗
で
あ
る
。
所
謂
る
農
村
の
疲
弊
、
即
ち
農
村
はe

下
露
ノ 

つ
、
翁

、
今
ロ
に
於
て
適
當
の
.施
設
方
策
を
_
ず

る

に

非

ざ

れ

ば

驚

村

は

遠

か

ら

ず

し

て

行

詰

る

で

あ

ら

ぅ

、

频

死

の

闲

雛

に

腔 

而
し
て
破
滅
す
る
の
外
あ
I

い
と
い
ふ
I

、
明
治
の
中
I

ょ
り
產
の
時
代
遍

じ

志

和

の

言

墨

る

ま

で

常

に

此
ヒ
こ 

喧
傅
さ
れ
た
所
で
あ
る
。
斯
く
て
藤
衰
f

#

ふ
る
こ

と
7r
:十
餘
年
然
か
も
今
I

ほ
余

く

行

詰

る

に

至

ら

ず

、

今
日
H

 

ん
か
の
如
き
I

f

 

I

f

fで

、
依
f

し
て
I

立
I

持

し

で
I

I

れ
ば

、

i

所
s

i

疲

弊
 

は
農
&

|

空
繁
又
は 
一
f

錯
f

 

f

 

Iつ
た
か
と
い
ふ
に
、
必
ず
し
も
i

然
り
と
Q

l

i
來
ぬ

。

或
I

 

に
於
て
一
見
し
た
の
み
で
蒙
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
鏨
§

1

に
出

づ

き

f

t
ぅ

。

け

れ

ど

.も
數

十

年

I

幾 

多
の
人
々
に
依

つ

て
認

め

ら

れ

た

こ

と

で

あ
り
、
I

え
ず
農
村
の
在
住
者
か
t

同

様Q

 

_
耑

か

れ

つ

、
あ

る

こ

|

考

マ
 

ば
、
龍
常
に
農
村
の
多
少
の
不

滿

が

あ

り

、

兆
I

に
多
少
の
露
の
あ
つ
た
囊
は
之

を

認

め

ね

ば

.な
ら

ぬ

。

斯

く

て

從

1

こ 

多
少
の
I

を

訴
え
つ
V
’あつ
た
_

痛
が
最
近
二
三
|

に

於

て

觅

に

一
段
の
霜

を

加

へ

來

り

、

之

が

爲

I

え

で

あ

つ

た

度

 

一
 

段
の
敗
f

加
ふ
る
I

つ
た
と
V
ふ
の
が
、
最
近
の
所
f

農
村
藤
で
あ
'
 
最
近
の
農
村
非
常
時
f

i

t

霞
は
最
近
に
於
け
る
I

霊
の
慕
が
所
謂
る
農
村
疲
弊
の
救
濟
、
農
村
經
濟
I

の
改
I

I

と

い

ふ

こ

と

は

一

見

明

瞭

 

て

1
間
何
等
疑
I

る
、
の
.餘
地
.は
無
い
？
け
れ
ど
も
、.單
に
疲
弊
し
て
f

か
ら
之

I

f

ね
ば
な
ら
ぬ
、
生

I

闲
難
2

る
か
ら
之
を
緩
和
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
丈
け
で
は
、
策
の
施
し
様
は
無
く
、
又
最
近
の
農
村
翁
乏
が
從
來
の
所
謂
る
農
村
疲
弊
と
興 

な
っ
た
性
質
の
も
の
で
あ
る
や
否
や
も
明
で
な
く
、
從
つ
て
今H：

新
に
策
を
立
つ
る
の
必
要
あ
る
や
否
や
も
斷
言
す
る
こ
と
は
川
來
ぬ
。 

言
換
ぇ
れ
ば
、
現
下
の
國
段
經
濟
的
疾
患
が
農
种
と
い
ふ
其
局
部
の
苦
惱
と
爲
り
衰
弱
と
爲
っ
て
.現
は
れ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
丈
け
は 

判
然
し
て
坍
る
け
れ
ど
も
、
其
苦
惱
と
衰
弱
の
凼
っ
て
.來
れ
る
病
源
が
何
れ
に
尤
る
や
は
明
確
に
さ
れ
て
居
ら
ぬ
。
例
令
ば
人
ni
l
の
# 

體
に
於
て
頭
痛
が
す
る
と
か
、
食
欲
が
無
い
と
か
或
は
胸
苦
し
い
と
い
ふ
て
も
ノ
其
頭
締
又
は
食
欲
不
振
は
或
は
感
胃
か
ら
來
る
埸
合 

も
あ
れ
ば
勝
病
又
は
腸
浔
の
疾
患
か
ら
來
る
場
合
も
あ
り
、
又
胸
苦
し
い
と
い
ふ
こ
と
も
種
々
雜
多
の
病
氣
に
伴
ふ
も
の
で
あ
る
。
故 

に
醫
師
の
患
漭
に
向
っ
て
投
藥
又
は
施
術
を
な
さ
ん
と
す
る
場
合
に
は
、
各
種
の
症
狀
か
ら
典
病
氣
の
性
質
を
判
斷
し
て
適
當
の
處
搵 

を
施
す
も
の
で
あ
る
こ
と
前
に
も
述
ベ
た
如
き
次
笫
で
あ
る
。
然
る
に
最
近
の
農
村
窮
乏
に
對
し
て
は
、
共
窮
ヲ
1(0
症
候
丈
け
は
漠
然 

な
が
ら
知
ら
れ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
窮
泛
の
|:
[
.
1て來
れ
る
源
因
如
何
に
就
て
は
、
今
’尙
ほ
殆
ど
全
く
不
問
に
付
さ
れ
て
焐
り
、
唯
*
窮 

乏
と
か
衰
弱
と
い
ふ
漠
然
た
る
症
狀
の
み
に
對
し
て
漫
然
之
が
處
遛
施
策
に
出
で
ん
と
し
つ
\
あ
る
や
の
觀
が
あ
る
。
楚
れ
邶
ち
種
 々

雜
多
の
政
策
の
漫
然
主
張
さ
れ
耍
求
さ
る
、
に
至
っ
た
所
以
で
、
健
全
な
る
國
妈
經
濟
發
達
の
爲
に
は
遛
に
危
險
此
上
も
な
き
次
第
と 

い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。 

、

菩
々
の
所
觅
に
摅
れ
ば
、
我
國
现
下
の
農
村
窮
乏
を
惹
起
せ
る
所
の
其
极
本
原
因
に
は
種
々
あ
る
可
き
も
、
之
を
大
別
す
れ
ば
、
.過 

朱
既
に
久
し
き
以
前
ょ
り
農
村
に
伏
在
し
て
其
坐
沽
を
脅
か
し
、
農
村
經
濟
を
苦
め
て
典
順
調
な
る
發
達
を

^
密
し
っ〜

あ
っ
た

所
の
 

農
村
间
有
の
慢
性
的
の
も
の
と
、
最
近
附
三
年
の
問
に
急
激

^
我
經
濟
社
#
の
全
般
を

.襲
ひ
、
典
影

#
亦
等
し
く
農
村
に
及
ん
で
、從
來

所
_
る
農
村
冏
題
の
赏
'態
 

四
.七

一

(

一
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七
七)



所
請
る
農
村
間
題
の
货
蕺

四
七
ニ

a

九
七
八〕

苦
し
み
つ
、
あ
つ
た
農
村
の
苦
惱
备
に
，一
曆
甚
だ
し
か
ら
し
め
た
所
の
全
經
濟
社
會
に
共
通
な
急
性
的
の
も
の
と
の
一
S
類
が
あ
る
。 

旣
往
數
十
部
に
瓦
つ
て
、
農
村
の
人
與
に
簾
の
感
を
抱
か
し
め
、
農
村
同
情
諸
を
し
て
斷
ぇ
ず
農
村
救
濟
の
必
要
を
叫
ば
し
め
た
も 

の
は
實
に
r
#
に
屠
す
る
諸
历
因
か
ら
乱
じ
た
所
の
慢
性
的
の
疲
弊
で
あ
り
、
而

し
て
又
最
近
附
三
屯
問

に
於
て
殊
に
;i
j

:

ハ̂

弊
の
感
を 

通
た
し
力
ら
し
め
、
之
が
救
濟
の
_

を
廳
せ
し
む
る
に
至
つ
た
も
の
は
、
後
裳
に
属
す
る
原
因
か
ら
急
性
的
•に
證
し
た
所
の
急
■ 

進
的
衰
尋
t

°

例
を
人
間
の
病
體
に
取
れ
ば
、
先
天
的
又
は
後
天
的
の
.慢
性
的
嘉
S

ら
旣
往
十
數
S

充
分
に
肥
滿
し
得
ず
、
 

平
素
常
に
政
勞
勝
で
充
分
に
活
動
し
#
な
か
っ
た
#
が
-
一
朝
流
行
達
胃
に
犯
さ
れ
て
：史
に
一
段
の
食
欲
不
振
と
衰
弱
を
加
へ
來
っ 

た
と
い
ふ
が
如
き
次
第
で
、
我
最
近
の
農
村
窮
乏
は
恰
も
半
來
の
慢
性
的
疲
弊
と
最
近
兩
羅
間
の
急
性
的
疲
弊
と
I

輳
か
ら
坐
じ 

た
も
の
と
見
る
可
き
で
あ
ら
う
。
m
に
急
性
的
の
疾
患
の
み
な
ら
ば
縱
令
ひ
共
苦
惱
は
相
當
■

し

い
も
の
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
爾 

餘
の
產
業
界
即
ち
商
業
界
や
工
業
界
の
同
種
疾
患
と
同
じ
く
應
急
的
の
施
設
に
依
つ
て
.其
苦
惱
を
緩
和
し
て
病
勢
の
經
過
を

待
て
ば
、 

左
し
た
る
、も
齓
も
な
か
ら
う
し
、

又
軍
に
從
來
の
慢
性
的
藤
の
■み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
日
特
に
騷
ぎ
立
て
V
聲

|

的
施
設
を
云
爲 

す
る
の
必
要
も
な
く
、
晋

，

從
來
S
攝
法
篇
法
を
；■

し
て
實
行
す
可
S

あ
つ
た
.で
あ
ら
う
。
管
に
最
近.Q

農
村
は
：
 ̂

慢
性
急
性
讓
の
_

9
鎏

|

つ
H

I

I
慶

s

l

l

_

iは
す
墨
つ
.親

宏

る

Q

で
、

三
の
臨
時
議
會
ま
で
も
開
ひ
て
先
づ
第

I

に
之
が
應
急
的
救
濟
處
置
を
講
じ
、
更
に
恒
久
的
救
濟
策
を
更
正
確
立
す
る
の
必
耍
を
.ヵ
說

す
る
に
至
つ
た
と
見
る
可
き
で
あ
ら
う
。
而
し
て
斯
く
解
釋
し
て
こ
そ
、
最
近
に
於
け
る
朝
野
の
農
村
救
濟
に
對
す
る
'慌
た
.し

(

狂
奔 

も
疋
：
.に
意
義
あ
り

.と

.

.

S

ふ
可
き
で
あ

-ら
う
。\ノ 

.

1

.
-

1-
1
; 一
 

-
.
.
'
V 

r
,
.I

m

.
 

?
'
r 

h
r
か 

n
l

け
れ
.ど
も
ニ
1
の
疾
患
は
何
處
ま
で
も
ニ
1
の
疾
患
で
あ
る
。
縱
令
ひ
北
ハ
症
候
が
同
樣
な
も
の
で
、
表
面
堪
に
從
來
の
苦
憐
が
倍
加 

し
た
に
過
ぎ
ぬ
檨
に
觅
ゆ
る
と
し
て
も
、
之
が
對
策
處
置
は
そ
れ
<

^
の
疾
患
に
對
し
て
そ
れ
~

^
に
之
を
施
さ
ね
ば
，な
ら
ぬ
。
而
し 

て
*
し
も
兩
若
の
對
策
に
相
衝
突
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
疾
患
の
宽
き
も
の
に
對
し
て
先
づ
滴
當
の
處
M
を
.划
へ
、

-j
l
'l
l 

癒
を
待
ち
て
、
然
る
後
at
較
的
輕
き
患
部
の
治
療
を
行
は
ね
ば
な
ら
ぬ
o
故
に
今
H
の
農
村
窮
乏
の
對
策
を
立
つ
る
に
當
つ
て
も
、
吾

 

々
は
先
づ
其
窮
乏
又
は
疲
#
な
る
も
の
、
此
ニ
m
性
を
認
め
、
慢
性
急
性
兩
方
面
の
疲
弊
に
就
て
そ
れ
ぐ
に
共
疲
弊
の
實
熊
換
言
す 

れ
ば
典
綏
急
と
輕
重
の
實
狀
を
明
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
出
來
得
可
く
ん
ば
其
疲
弊
の
凼
つ
て
來
れ
る
原
因
を
明
に
し
、
其
原
因 

に
向
つ
て
，之
が
根
本
的
刈
取
の
手
段
を
施
す
の
が
最
も
望
ま
し
い
次
第
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
農
村
の
.疲
弊
と
い
ふ
如
き一

般
的
瘀
狀
の 

..原
！
！

は
複
雜
多
岐
で
、1

々
之
を
明
に
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
又
急
速
に
詳
細
の
調
赉
を
行
ふ
こ
と
は
事
實
不
可
能
で
あ
る
の
で
、 

止
む
を
得
ず】

般
的
應
急
的
の
，對
症
據
法
を
選
む
の
外
な
し
と
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
以
上
兩
方
而
の
原
因
か
ら
來
れ
る
そ
れ 

ぐ
の
疲
弊
の
綏
急
と
輕
道
の
程
度
と
は
之
を
詳
に
見
宛
め
て
然
る
後
、
.そ
れ
ぐ
.に
適
當
な
對
症
處
M
を
施
す
可
き
で
あ
る
。
此
意 

味
に
於
て
晋
々
は
以
下
少
し
く
我
農
村
の
M -
_
る
慢
性
的
疲
弊
と
急
性
的
疲
弊
の
實
態
に
就
て
述
ベ
て
見
度
い
と
思
ふ
。

.

三

先
づ
®
性
的
の
疲
弊
と
い
ふ
方
面
か
ら
觀
る
に
、.
我
國
年
來
の
農
村
疲
弊
又
は
徵
村
生
活
の
窮
乏
と
い
ふ
こ
と
に
就
て
は
、
吾
々
は 

從
來
常
に
多
少
の
疑
問
を
持
つ
.て
居
る
。
.少
な
く
と
も
此
疲
弊
又
は
窮
乏
と
い
ふ
こ
と
を
ロ
に
す
る
人
々
の
多
數
仗
其
眞
義
を
誤
解
し 

.て
居
る
の
で
は
無
い
か
と
い
ふ
感
を
抱
い
て
焐
る
。
元
來
疲
弊
と
い
へ
ば
以
前
ょ
o
も
體
ヵ
が
衰
へ
た
と
か
筋
肉
が
弱
つ
た
と
い
ふ
こ 

:

所
謂
る
農
村
問
題
の
货
■

.

叫
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と
で
あ
り
、
靈
と
い
へ
ば
從
前
ょ
り
も
物
資
が
不
足
し
生
活
が
困
難
に
な
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
。
故
に
農
村
に
就

て

之
を 

r
へ
ば
翁
人
民
一
般s

唐
力
が
衰
へ
：た
と
か
生
f

程
度
が
下
降
し
て
經
濟
上
の
不
滿
不
兄
が
僧
加
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
るo 

要
す
るH

疲
f

い
ふQ
は
身
心
S

っ
た
こ
と
で
f

、

f

f
 

.

X

Q

は
物
老
不
足
.す
る
こ
含
外
な
ら
，

g

次
第
で
お

る

が
、

此
意
味
に
於
て
我
國
の
幾
村
は
韋
來
常
に
疲
弊
し
っ
A

l

t
つ
I

た
か
と
い
へ
ば
、
蒂
々
は
寧
ろ
I

f

疑
は
ざ
る

を
得
ぬ
の
で
あ
る
0

_

人
I

靡

福

力

Q

減
耗
I

璧

篇

n

i

f

.
走
現
は
る
f

同
f

、
I

稟

雙

菠

一

部

分q

疲
f

亦
霞
社
會
の
人
口
減
少
と
か
：唐
力
の
減
少
又
は
生
翦
度
の
降
下
と
爲
っ
て
現
は
る
、
も
の
で
あ
る
。
先
づ
菜
の
實
例
に
就
て 

之
I

る
に
、
產

雙

は

或

地

方Q

靡
し
た
場
合
に
は
第
一
I

產
業
に
從g

し
又
は
1

2

住
踅
る
人
口
の
數
が
I

す 

る
の
が
I

意

。
戰
I

他

寒

s

g

麓

響

し

W

I
方
1

5

歸
し
た
と
か
、
領

唐

證

I

に

駡

證

し

て 

I

し
、
舞

の

產

I

に
s

f

た
と
い
ふ
例
は
_

l

s
史
に
も
益
少
な
か
ら
ぬ
所
で
t

、
又
I

に
於
て
も
農
村 

憲
の
爲
に
農
村
入
口
I

し
き
減
少
を
I

と
い
ふ
實
例
は
十
九
货
紀
下
平
期
の
愛
蘭
や
獨
I

部
の
一
部
地
方
に
も
之
を
見
る
外 

て
あ
る
欲
る
に
t

の
農
村
を
觀
れ
ば
藤
變Q

聲
薄
し
き
に
拘
ら
ず
、
未
だ
全
般
的
に
斯
様
1

實
は
認
め
ら
I
ぬo

明
ム
” 

年

代

產

は

謡

I

.

K無S

か
I

字
的H

春

產

す

t

l

m

f
 

5
け
れ
f

、
明
n

s

f

奮

I

て

は
I

の
農
家
m

、
之
に
思
て
之
を
窺
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
即
ち
：此
調
I

ま
っ
て
以
來
二
十
餘
年
の
間
響
の
農
家 

戶
數
は
,
々
邋
々
幾
汾
の
楷
加
を
'示
し
、
例
外
_

0ニ
雨
年
を
邊
け
ば
海
年
；一
千
尸
乃
至t

 

t

萬
戶
を
加
へ
、

f

均
：.
年
にU

d

六
■

宛
_

の
咐
加
を
致
し
て
焐
るo .

勿
論
全
國
の
人
口
增
加
、
戶
數
增
加
.に
比
較
す
れ
ば
、
;1
!
:ハ
梢
加
数
は
少
な
く
、
從
づ
て
縝
戸
數
の
割
合
よ
9 

い
へ
ば
全
國
總
戶
數
に
對
す
る
農
家
戶
數
の
割
合
は
六
割
强
よ
り
五
割
內
外
に
減
少
し
て
思
る
け
れ
ど
も
、
戶
數
よ
り
い
へ
ば
艽
西
四 

十一

萬
餘
か
五
百
艽
十
六
萬
餘
に
增
加
し
て
焐
り
、
決
し
，て
總
數
的
の
減
少
は
示
し
て
屈
ら
ぬ
。
此
點
か
ら
觀
れ
ば
他
の
雍
業
に
比
し 

て
迆
步
の
程
度
が
後
れ
て
席
る
と
は
言
ひ
得
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
我
國
の
農
業
が
從
前
に
比
し
て
退
步
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
出
來
ぬ
。

{̂
-
'し
此
人
ロ
の
靖
減
よ
り
も

一.厥
明
瞭
に
農
^
の
興
廢
を
示
す
も
.

の
は
農
產
物
の
靖
減
で
あ
る
。
農
利
が
疲
幣
し
^
亡
す
る
場
そ
に 

は
、

北
ハ
地
方
の
農
產
物
は
必
ず
減
少
す
る
も

の
で
あ
る
、
然
る
に
此
點
に
於
て
我
國
の
農
村
.は
全
國
を
通
じ
て
之
を
觀
る
時
は
j E

に
北
ハ 

反
對
を
乐
し
て
屈
る
。

主
要
農
産
物
た
る
米
毅
、
坐
繭
等
を
初
め
と
し
て
小
麥
大
麥
共
他
.の
雜
穀
、
馬
齡
藉
北
ハ
他
の
蔬
菜
|1
藝
產
#

さ
て
は
雞
卵
、
徵
肉
其
他
の
寄
產
物
に
至
る
ま
で
、
苟
も
坐
產
統
計
の
#
す
る
農
産
物
は
旣
往
數
十
华
來
殆
ど
悉
く
增
加
の
趨
勢
を
示 

し
て
思
る
。
農
產
物
の
常
と
し
て
年
の
毁
凶
に
依
り
其
間
多
少
の
高
低
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
前
後
五
六
年
ni
l
を
通
じ
て
の
平
均
收
穫
を 

觀
れ
ゴ
、
殆
ど
何
れ
も
粜
卬
的
に
增
加
を(

小
さ
ぬ
も
の
は
無
く
、
唯
'
僅
に
稗
粟
等
の
如
き
下
級
雜
毂
に
於
て
時
に
多
少
の
減
少
を
兄 

る
に
過
ぎ
ず
、
中
に
も
我
國
の
.主
要
食
料
品
た
る
米
穀
は
、
明
治
一
一
.一十
年
代
末
よ
り
最
近
X
至
る 
一一+
I!
L
五
年
の
め
に
一
一
一
杏
/|
分
俗
を 

増
加
し
て
、
其
收
權
は
常
に
全
國
總
人
口
の
割
合
以
上
の
增
加
率
を
示
し
、
又
輸
出
の
大
宗
た
る
生
糸
の
原
料
獄
_
の
如
き
は
浪
近
ー
ご 

.十
¥
nn
に
ニ
十
艽
割
の
產
額
を
増
加
し
た
と
い
ふ
荷
様
に
て
、
其
他
同
期
の
間
に
七
割
十
割
の
增
加
率
を
示
せ
る
農
淹
物
の
i-
-I
J
は
郯 

.
る
多
く
、
然
か
も
其
反
對
に
產
額
.の
減
少
を
示
せ
る
も
の
は
■殆
ど
之
を
認
め
得
ぬ
如
き
次
第
で
あ
る
。
農
村
の
人
口
.に
蒂
し
き
梢
加
な 

く

、

而
し
て
典
坐
鹿
額
に
斯
の
如
き
增
加
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
、1

人
當
り1

戶
當
り
の
平
均
收
獲
は
帮
し
く
增
加
し
て
思
る
に
相
違 

'
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八
5

な
い
。
而
し
て
又
各
戶
當
り
の
收
獲
が
斯
の
如
く
増
加
し
て
居
る
と
す
る
な
ら
ば
、
縱
令
ひ
農
產
物
の
價
格
の
下
落
の
爲
こ
寺
こ
■或
は

•#
パ
ノ
生
^
闲
郯
の
狀
を
里
す
る
こ
と
あ
り
と
す
る
も
、
各
農
家
に
し
て
其
私
經
濟
に
i?
?
意
す
る
以
上
、
FI
J
來
主
と
し
て
自
命
自
足
の
灼

然
經
濟
に
依
る
を
例
と
せ
る
農
家
の
常
と
し
て
、
遊
だ
し
く
崇
の
證
に
陷
り
、
疲
弊
衰
弱
に
倒
る
、
欉
な
こ
と
は
^
い
奪
あ
を

要
す
る
に
翁
濟
#
の
變
化
.の
£,
激
な
る
現
代
の
こ
と
、
て
、
其
問
多
少
の
窮
泡
に
陷
れ
る
人
々
が
あ
る
に
せ
よ
-
農
糜
墻
加
、
汷
^
梢

進
'の
§

貨
ょ
り
觀
る
時
は
、
菩
々
は
我
國
の
農
村
が
一
般
的
に
簾
に
陷
り
衰
微
に
f

f

f

と
は
、
.如
何
に
し
て
も
之

を

信
 

ず
る
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
o

我
國
の
農
村
が一

部
論
素
の
主
張
す
る
如
く
、
益
'
衰
微
し
つ
X
あ
f

の
で
無
い
次
第
は
、
又
一
面
に
は
我
農
村
人
段
の
生
活
程 

度
の
向
上
狀
態
か
ら
も
之
を
窺
知
す
る
こ
と
.が
出
來
るO
農
村
が
眞
に
疲
弊
せ
る
場
合
に
は
農
民
の
坐
沽
程
度
は
從
前
よ
り
も
失
墜
し 

て
す
食
{
は
粗
1;
と
货
り
.榮
養
は
不
良
と
爲
り
、
子
女
の
敎
育
な
ど
も
蕃
し
く
退
歩
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
が
、
我
國
近
來
VO
農
对 

に
は
未
だ
斯
様
な
事
實
は
認
め
ら
れ
ぬ
.0

唯
、
坐
活
程
度
の
向
上
又
は
失
墜
と
い
ふ
こ
と
は
人
口
の
增
減
や
生
産
の
盛

衰

な

ど

の

樣

に
 

統
計
的
に
之
を
示
す
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
又

近

麗

2

s

f
る
、
家
計
調
f

ど
の
統
計
に
依
i

一
 

端
を
窺
ふ
こ
と
が
出
來 

る
と
し
て
も
、
大
部
分
自
給
自
足
.の
自
然
經
濟
に
衣
食
す
る
農
家
の
：家
計
調
赉
は
決
し
て
正
確
な
る
數
字
を
得
難
く
、
從
つ
て
之
を
极 

據
と
す
る
家
；̂
銃
M
は
到
底
的
確
に
其
生
活
程
度
を
示
す
も
の
と
は
い
は
れ
ぬo

其
處
で
農
村
生
活Q

程
度
を
判
斷
す
る
に
は
、
目
下

の

實

狀

で

は

唯

幾

多

の

人

々

の

達

觀

的

に

觀

察

せ

る

|?

實

を

稂

據

と

す

る

の
.
外

は

無

ぃ

次

第

で

ぁ

る

が

、

斯

る

達

親

的

觀

察

ょ

り
 

し

て

吾

々
"■
は

最

近
.敦

十

半

の
.
農
.
.村

生

活

を

《

化

々

返
.
步

し

0

_

,

:ぁ

っ
.，た
.
.と

ぃ
.
.
.ふ
.
こ

と
.
が
.
.掛

來

る

で
.
ぁ

ら

ラ

か
0

.

.農
杜
の
.
爲
に
北
ハ
疲
弊
を
力
說
せ
ん
と
す
る
人
々
は
、
斯
る
立
場
ょ
り
し
て
、
近
來
頻
に
、
所
謂
る
農
村
の
哀
話
と
い
ふ
標
な
も
の
を 

1
集
し
、
貧
乏
の
爲
め
の
少
女
の
身
賣
り
、
.

樹
根
木
皮
の
食
用
、
文
字
通
り
の
破
屋
に
1
の
褥
、
寒
天
に
小
學
兒
宽
の
徒
步
、
缺
食
等 

あ
ら
ゆ
る
悲
慘
な
事
實
を
擧
げ
て
、
之
を
天
下
に
訴
へ
ん
と
し
、
中
に
は
態
々
其
食
用
な
る
木
极
樹
皮
な
ど
を
朝
野
知
名
の
人
々
に
送 

來
っ
て
典
實
を
示
す
に
努
め
て
.居
る
人
も
見
受
け
ら
る〜

。
農
村
救
濟
の
爲
に
誠
に
親
切
至
極
の
次
第
で
は
あ
る
が
、
併
し
楚
等
の
哀 

畔"
が
报
し
て
農
村.1

般
の
疵
弊
の
證
左
と
い
ひ
得
る
で
あ
ら
ぅ
か
0
斯
る
事
實
の
今
日
實
在
せ
る
こ
と
は
吾
々
も
亦
勿
論
之
を
認
む
る
。
 

而
し
て
そ
れ
が
哀
む
可
.き
次
第
で
お
る
こ
と
も
亦
決
し
て
之
を
否
む
も
の
で
.は
無
い
。
け
れ
f

斯
る
事
實
货
し
て
そ
れ
が
.最
近
に 

至
っ
て
初
て
坐
じ
た
こ
と
で
あ
る
か
。
將
た
又
斯
樣
な
琪
實
が
最
近
に
於
て
著
し
く
增
加
し
た
こ
と
で
あ
る
の
か
。
晋
々
の
晃
聞
す
る 

诉
を
以
て
す
れ
ば
、
斯
る
哀
話
は
臬
常
S

村H

將
た
又
都
富
も
多
少
は
#
在
し
た
響
で
あ
り
、
如
何
篇
盛
に
赴
き
っ
、
あ 

る
社
會
に
於
て
も
多
少
の
實
在
は
免
れ
得
な
か
っ
た
翦
實
で
あ
る
。
'幾
多
の
農
村
幾
多
の
地
方
に
關
し
て
今
日
漸
く
喧
傅
さ
る
、
に
茧 

っ
た
此
種
の
哀
話
哀
史
の
大
部
分
は
、
吾
々
の
知
れ
る
範
圍
に
於
て
は
決
し
て
最
近
に
初
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
從
來
常
に
#
在
し 

た
邬
實
で
あ
：り
、
寧
ろ
旣
往
幾
十
年
來
漸
く
減
少
し
っ〜

あ
っ
た
事
實
で
あ
る
。
：決
し
て
之
を
以
て
此
等
の
地
方
が
多
年
來
益
:
疲
弊 

に
胜
き
っ
、
あ
っ
た
結
报
と
い
ふ
こ
と
は
.出
來
ぬ
？
唯
*
此
等
の
地
方
此
等
の
農
村
が
他
の
地
方
殊
に
郡
會
の
地
に
比
し
て
4 :
活
程
度 

の
低
い
證
.左
と
い
ふ
こ
と
は
出
來
る
で
あ
ら
ぅ
け
れ
ど
も
、
共
地
方
其
農
村
の
經
濟
的
退
步
の
實
證
と
す
る
こ
と
は
出
來
ぬ
。

,
 

斯
る
斷
片
的
の
挿
話
的
事
實
ょ
り
も
一
曆
明
瞭
に
菩
々
.の
'1
1
:
1
1
2

に
觸
る
、
も
の
は
農
村
一
般
の
衣
食
住
の
進
歩
で
あ
り
消
费
の
増
進 

で
あ
る
。
農
村
人
段
の
坐
活
は
今
尙
ほ
一
般
に
淳
朴
で
、
都
市
住
民
の
そ
れ
に
比
し
概
し
て
低
い
の
が
常
で
あ
る
と
は
い
へ
、
之
を

ニ 

所
謂
る
農
村
_
題
の
賞
態 

I；

七
七
.

(

l
l̂
,
i
e



.

温
る
農
I

姐
I

 

f

 

2
八
s
 

本
前
三
本
前
に
比
す
れ
.ば
、
衣
食
住
共
I

し
き
I

集
し

て

f

。
農
村
人
民
殊
に
：奪

少

I

流
の
服
I

蓄
歲
々
華 

美
に
|

つ
、
あ
り
、I

料
Q

S
並
篇
類
が
ニ
ー
二
十
S

の
も
の
に
比
し
5

し
く
高
級
高
愤
の
も
の
と
爲
つ
て
席
る
こ
と
は
、
 

I

往
時
の
農
村
i

を
觀
察
し
た
こ
と
の
あ
る
人
々
の
何
れ
も
首
肯
す
る
所
で
あ
ら
ぅ
P 

I
の
狀
態
は
衣
服
ほ
ど
に
I

I

化 

は
認
め
ら
れ
な
い
け
れ
f

、
交
通
の
發
f

共
に
產
築
材
料
や
室
內
靈
|

器
具
な
ど
杞
改
蟲
步
の
見
る
|

も
の
は
I

 

で
あ
り
又
食
物
歡
な
ど
に
4

し
高
上
と
進
歩
と
が
認
め
I

X
。
窆

麥

.や
稗
乃
疆
な
ど
を
妻
と
し
た
客
が
薇
を
.常 

食
と
す
る
f

 

f
、
I

物
混
類
や
f
 
|

_

|

し
く 

3

し

姿

例

は

螽

方

I

I

踅

為

く

曼

け

る

所

で 

あ
る
。
潇
農
村
人
域q

子
農
育
に
_投
ぜ
ら
る
、
露
は
大
に
增
加
し
て
、
小
學
敎
育
の
賞
は
勿
論
、
農
村
よ
り
中
學
及
び
馨 

の
翰
n
裊

I

#

金
暴
し
く
增
加
し
、
農
村
靑
少
年Q

翕

Q

M樂
、最

Q

旅
S

奕

に

f

、奪

f

趣
味
の
發
達 

は
齡
の
農
和
を
見
た
る
言
し
て一

菅
喫
せ
し
む
る
程
で
t

o

.要
す
る
S

村
人
民
の
生
齧
度
は
其
欲
望
と
共
に
從
來
漸
次 

に2

上
2

し
來
り
、
而
し
て
潇
上
增
加
は
之
が
滿
足
S

S

U
一
 

段
の
.苦
心
と
努
力
を
要
す
る
の
で
、
典
S

Q
欲
望
滿
足
は 

常
に
父
兄
の
心
s

f

f
、
l

の
父
兄
を
し
て
從
來
楚
1

1

1
者
は
赘
澤
で
困
る
、
此
分
に
て
進
ま
ば
、
農
村
は
倒
產 

破
滅
の
外
は
I

ま
ど
と
卿
た
し
め
た
も
の
で
あ
る
が
、茭
兄
を
し
.て
斯
の
如
く
卿
た
•
レ
め
I

年
I

者
は
囊
自
ら
父
兄
と
爲 

つ
て
更
に
同
様
の
卿
言
を
繰
返
し
て
思
る
の
が
農
村
の
現
狀
で
あ
る
。
斯
の
.如
く
世
々
代
々益

，..

賛
澤

と

爲

り
益
*其

欲
望
の
加
は
り

つ
i

あ

つ

た

若

者

が

、

,

相

次

で

先

代

よ

り

も

よ

り

多

く

北

ハ

欲

望

.を

充

た

し

つ

、

、

然

か

も

倚

ほ

未

だ

全

く

行

詰

る

に

至

ら

ず

、

『

般

農
 

村

が

依

然

と

し

て

其

生

故

を

辏

け

て

行

く

；こ

と

の

讥

來

る

の

ば

、

畢

资

并

生

產

カ

妨

進

ん

で

-

能

ぐ

向

上

し

た

生

济

程

度

を

I

持

」

？.

.̂
•̂

る
の
1-

據
と
^

ふ
可
き
で
は
あ
る
ま
い
か
タ
觀
じ
來
れ
ば
此
鼽
杧
於
セ
も
農
村
の
生
沽
は
迆
步
の
微
こ
ぞ
觅
ゅ
れ
> 

決
し
て
疲
雜 

退
步
の
跡
は
見
受
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る

o 

.
,

共
他
、
農
村
の
租
税
負
擔
ヵ
か
ら
觀
て
も
國
家
非
常
時
に
示
せ
る
其
沿
動
ヵ
か
ら
觀
て
も
、
我
國
の
農
村
が
多
华
來
逐
次
疲
弊
し
衰 

弱
し
っ
、
あ
っ
た
と
い
ふ
證
左
は
少
し
も
見
受
け
ら
れ
ず
.、
却
っ
て
其
反
對
の
靡
實
が
窺
は
る
、
。
艰
し
て
然
ら
ば
數
十
平
來
の
所
謂 

る
其
慢
性
的
疲
弊
は
事
實
無
根
で
あ
る
か
と
い
ふ
に
、
必
ず
し
も
然
り
と
の
み
斷
言
は
出
來
ぬ
。
成
長
期
に
あ
る
人
il
l
)が
一
定
期|{
'
.
]に 

於
て
多
少
の
成
長
を
し
て
も
其
成
長
の
程
度
世
問
並
に
及
ば
ず
、
他
の
同
眾
に
比
し
て
身
長
又
は
體
重
の
增
加
が
少
な
い
、場
合
に
は
、
 

共
人
は
縱
令
ひ
絕
對
的
に
衰
弱
し
た
と
言
ひ
得
な
い
ま
で
も
、
比
較
的
に
は
衰
弱
し
て
居
る
と
言
ひ
得
る
し
、
又
左
檨
に
感
ず
る
こ
と 

の
あ
る
も
の
で
あ
る
o
我
國
近
世
の
農
村
疲
弊
も
亦
正
に
此
類
で
、
明
治
初
年
以
來
、
我
國
の
經
濟
社
會
は
各
方
而
共
著
し
き
發
達
を 

遂
げ
、中
に
も
商
工
.業
、運
輸
交
通
業
な
ど
の
發
達
は
頗
る
顯
蒂
な
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
之
に
比
す
れ
ば
各
地
方
農
業
の
進 

歩
は
遙
に
之
に
及
ば
ず
、
農
村
の
發
達
は
前
述
の
如
く
相
當
の
も
の
が
あ
つ
た
に
拘
ら
ず
、
商
工
業
地
た
る
郡
市
の
發
達
に
比
す
る
と 

廿
：ハ
進
步
は
遙
.に
後
に
膛
着
た
る
有
様
で
あ
っ
た
。
其
次
第
は
前
に
列
擧
し
た
諸
點
、

即
ち
人
口
の
增
加
、
坐
產
の
增
進
、
坐
活
程
度
の 

進
步
乃
至
租
税
の
負
檐
ヵ
等
何
れ
の
點
か
ら
觀
て
も
明
に
認
め
ら
る
\
次
第
で
あ
る
。
而
し
て
此
一
鄯
旣
に
農
村
の
人
々
を
し
て
串
嫌 

恰
も
疲
難
衰
弱
せ
る
が
如
き
感
を
抱
か
し
む
る
に
充
分
で
あ
る
の
に
、
更
に
生
活
程
度
の
问
上
と
欲
望
の
蛸
進
と
は
、
從
來
ょ
り
も一 

層
多
く
の
收
入
、
從
っ
て1

曆
多
大
の
努
力
を
必
要
と
す
る
も
の
が
あ

り

、

然
か
も
■其
努
力
の
結
艰
た
る
收
入
の
増
加
は
商
.工
業
に
於 

け
る
が
如
く
容
易
に
急
速
に
望
み
難
く
、
殊
に
我
國
の
如
く
集
約
的
經
營
の
進
ん
だ
農
村
に
於
て
は
孬
北
ハ
收
入
增
加
が
闲
難
で
.あ
っ

所
謂
る
農
村
問
題
の
實
餞
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る
農
村
問
題
の
實
態
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A
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(
1

九
八
六)

た
が
爲
に
、
_

心
努
力
は
特
に
著
し
.

I
加
へ
た
感
が
f

、
一
 

裳

弊

Q.

感
を
_

し
か
ら
し
め
た
もQ

で
f

。
芝
戈
ぶ
の 

iL
す
败
岁
は
#

^
性
的
方
|
か̂
ら
觀
れ
ば
、
絕
對
的
の
疲
弊
衰
弱
は
無
い
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
る
け

れ

ど

も

、

相
對
的
^

1

の
疲 

弊
は
實
在
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
る
し
、、又
農
村
人
士
を
し
て
斯
る
感
情
を
抱
か
し
む
る
丈
け
の
原
因
は
從
す
る
の
で
あ
る
。

印
來
の
農
村
簾
に
關
す
る
以
上
の
所
見
は
十
數
平
奠
村
問
題
の
漸
く
喧
L

I
加
へ
來
れ
る
當
初
に
於
て
菩

人
の
屢
ヵ
說
し
ヒ 

所
で
あ
つ
て
.(

拙
著
農
村
問
題
第一
S

第
一
節
參
照)

、今
日
も
尙
ほ
此
所
見
に
誤
は
無
い
と
信
ず
るo

' 

.
'
.
四

;

'

. 

-
.
.
. 

• 

, 

• 

,

一
然
る
に
我
經
濟
社
當
於
け
る
此
糧
的
疲
f

著
の
症
狀
は
最
近
の
二
三
年
間
に
於
S

だ
し
く
感
化
し
て
来
た
。
而
し
て
執
S
 

I

農
村
救
濟
論
者
.
‘の
言
に
徵
す
れ
ば
、
今
I

I

々
正
に
頻
死
の
藤
に
在
り
、
墨

に

響

の

.囊
を
旅
す
こ
と
な
く
此
儘
に 

放
任
し
て
置
く
な
ち
ば
如
何
な
る
I

の
勃
發
す
る
や
も
計
ら
れ
ぬ
狀
態
で
あ
I

い

ふ

。

淀

狀

の

變

化

最

近

§

に

腐
し
、
慢

f

 

簾
の
場
合Q

如
く
之
が
實
f

確
む
.f

統
計
的
材
料
も
未
だ
之
を
明
に
す
る
墨
ら
ず
、
唯
*
各
方
面
I

そ

t

h

0

^

^

0

 

肌
や
農
村
I

者Q

陳
述
に
照
し
：て
其
症
狀
高
斷
す
る
の
外
な3

次
第
2

る
が
、
兎
货
各
地
方
i

榮

能

や

據

不
履
；了
が 

夥

し

く

現

は

ォ

，

り

f 

H

霞
力
力
減
少
し
て
其
消
費
が
著
し
く
少
な
く
爲
つ
た
り
、
：敎
員
給
料
の
不
拂
や
缺
食
兒
豪
數
が
著 

火
の
樹
加
を
示
す
な
ど
、
昨
年
I

の
農
村
哀
話
が
頗
る
I

し
て
然
か
も

I

實
が
從
來
の
哀
話
の
如

く

一

 

部
個
人
に

關
す
る
も

の

.で
-

k
.

 

く

廣

X

1

ネ

一

鄕

刀

；虫

j

火

地

方

全

般

に
_

す

る

も

0

で

あ

る

點

か

ら

觀

る

と

、

M

近

兩

三

年

間

の

農

村

疲

翠

d
崔

に

；̂

來

の
 

慢

性

的

の

も

-0

と

姑

：大

に

性

質

を

瀆

忆

し

，

媢

に

镇

極

购

に

ー

般

の

衰

弱

を

加

へ

た

疲

弊

の

ぼ

で

ぁ

る
。

' 

• 

.

.
然
ら
ば
此
衰
弱
、
猜
極
的
に
體
力
の
消
耗
を
加
へ
た
此
疲
弊
は
何
か
ら
起
っ
た
の
.か
。
從
來
徐
々
に
疲
勞
し
來
っ
た
衰
翡
が
•
念
に 

1

段
の
疲
勞
を
加
へ
た
と
い
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
旣
往
と
同
一
の
病
源
か
ら
來
た
疲
弊
が
疲
勞
の
粱
加
に
依
っ
て
加
逋
し
た
も
の
と
兑 

る
可
き
で
あ
ら
ぅ
o
け
れ
ど
も
、
從
來
綏
漫
な
が
ら
も
逐
次
生
長
發
達
し
あ
っ
た
^
が
ー
朝
急
變
し
て
坐
長
發
達
の
全
然
|1
-
ま
れ
る
の 

み
な
ら
ず
、
.却
つ
て
益
丨
疲
勞
衰
弱
を
增
し
た
と
い
ふ
な
ら
ば
、
其
處
.に
從
來
の
疲
勞
の
原
因
と
は
異
な
っ
た
何
等
か
他
の
胺
因
が
，伏 

在
す
る
も
の
と
晃
ね
ば
な
ら
ぬ
タ
現
下
の
農
村
論
者
は
多
く
旣
往
の
疲
弊
：が
I

し
來
っ
て
最
近
愈
*

茈
だ
し
く
爲
っ
た
と
い
ふ
け
れ 

ど
も
、
苔
々
の
所
觅
を
以
て
す
れ
ば
"
最
近
の
疲
弊
加
重
は
從
來
の
も
の
と
は
全
く
異
な
っ
た
质
因
か
ら
來
て
居
る
。
而
し
て
そ
れ
は 

外
で
も
な
い
。
_
1般
的
の
物
偾
下
落
，で
あ
る
。
最
近
の
農
村
不
況
に
對
し
て
麂
而
目
に
其
實
狀
を
討
究
せ
る
參
考
资
料
は
、
殆
ど
何
れ 

も
之
が
生
因
と
し
て
農
産
物
の
市
惯
暴
落
と
農
家
の
收
入
激
減
を
擧
げ
、
而
し
て
共
結
*
と
し
て
納
税
の
不
能
、
偾
務
決
濟
の
不
能
、
：
 

肥
料
代
其
他
の
不
拂
、
敎
員
給
料
の
不
拂
、
S
村
中
高
等
學
生
の
«
ル
罾
を
指
摘
し
て
居
る
し
、
叉
最
近
に
於
て
農
村
救
濟
の
邏
し 

く
猛
烈
な
る
典
運
動
の
起
っ
た
の
も
、
最
初
は
絲
愤
麵
憤
の
暴
落
に
伴
ふ
て
先
づ
長
野
其
他
の
i

it
に
起
り
、

次
で
米
憤
の
大
下
落 

に
伴
ふ
て
共
運
動
が
翕
然
各
地
方
に
波
及
し
て
居
る
な
ど
、
芷
に
此
蔡
實
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

.- 

物
價
の
下
落
は
常
•に
消
費
客
に
依
っ
て
歡
迎
せ
ら
る
、
所
で
あ
る
が
、
坐
產
者
に
取
っ
て
は1

般
に
大
災
厄
で
あ
り
、
大
不
安
の
原 

因
で
あ
る
0
而
し
て
其
下
落
が
急
激
で
あ
リ
、
.且
っ
前
途
の
觅
込
の
付
か
ぬ
場
合
に
は
.殊
に
共
困
*
も
驻
だ
し
い
も
の
で
、

一
般
に
拟 

失
加
詛
し
倒
產
瘦
業
又
は
生
產
減
少
等
の
經
濟
的
災
害
相
次
で
起
る

の
が
常
で
あ
る
。
藍
し
生
砠
苕
は
罾
め
一
定

の
市
價
を
豫
想
し
、
 

之
を
標
準
と
し
て
先
づ
相
當
の
坐
產
費
を
投
ず
る
も
の
で
.あ
る

か

ら

、,«
生

產

物

の

市

價

が 

一

a

下
落

の
趨
勢
を
迪
る
時
は
:̂
想

の
寶

所
謂
る
農
村
卯
题
の
货
遝 
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上
高
を将
る
能
ず
し
て
揭
失
す
る
の

外
なく
、
此
處
に

倒
產ず
る
か
若
し
く
は

瘦
業
乃
至
生
產
減
少
の
擧
に
m
づ
る
は

常然
の
成

行
で 

あ
る
。

其
結
见
何
れ
の
產
業
に
於
て
も
坐
產
者

‘の生
活闲
雛
：
疲
弊
闲
憊
を
見
る
の
は
言
ふ

迄も
無
い
次
第
で
あ
る
o 

1
併
し
ー
般
的
の
物
«
下
落
の
影
響
は
商
エ
業
#
ょ
り
も
殊
に
農
村
人
段
に
依
つ
て
迤
に
著
し
く
感
ぜ
ら
る
、
も
の
で
あ
る
。
ft
し
物 

憤
が一
般
に
下
落
の
風
潮
を
示
す
時
は
自
家
の
生
產
物
と
共
，に
其
生
產
又
は
消
費
の
爲
に
購
入
す
る
物
品
も
概
し
て
下
落
す
る
も
の
で 

.
あ
る
か
ら
、1

般
的
の
物
價
下
落
は
結
周
其
實
收
入
實
坐
活

q

上
に翁
等
の
影
響
も無か
る
可
き
や
に
感
ぜ
ら
る
、

が
、併
し
其
下
落 

の
.際
に
於
て

商
業家
は
下
落
と
見
る
や
直
に

其仕
入f
廉
寶
し

去
つて
新
に
廉
愤
の
仕
入
を
爲
す
こ
と
が
出
來
る
し
、
圣
業
家
は 

需
要
に
朦
じ
て
直
に
生
產
新
少
の
方
釗
を
取
る
こ
と
も
出
來
る
の
で
、

農
業#
ょ
り
は
割
合
に
迅
速
に
之
が
對
應
の
處
經
を
取
る
こ
と 

が

可
能
であ
る
。
然
る
に

農
業
當
至
つ
て
は
、
作
物
に
依
り
て
收
獲
に
先

だ
つこ
と
或
は
半
年
乃
至
一
年
、：桑
園
茶
園
、
艰
樹
園
等 

に
在
つ
て
は
數
年
乃
至
十
數
年Q.

以
前
に
於
5

め
唐
の
方
針
を
定
め
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
又
水
S

如
く
用
途Q

 

一
 

の
に 

在
り
て
は
勿
何
に
し
て
も
其
作
物
を
變
更
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
，の
で
、
勢
ひ
變
に
應
ず
るQ

虜
胆
は
容
為
で
無
い
0
加
ふ
る
に
商
工 

業
に
在
り
て
は
其
經
費
の
太
部
分
は
鱗
入
に
依
る
も
の
で
あ
る
か
ら
一
般
物
惯
の
下
济
と
共
に
、
其
支
W
も
自
ら
火
に
減
少
す
る
の
が 

常

で

あ

.
る

け

れ

I
、
農
業
萣
裔
の
如
き
小
農
業
に
實
て
は
經
濟
上
の
支
出
は
肥
料
代
の
外
殆
ど
擧
ぐ

る

の

な

く

、
 

從
つ
て
物
價I

卜
落
.の
货
に
減
少
す
る
支
出
は
,
る
僅
少
に
過
ぎ
ざ
る
に
、
收
人
は
-

f<
に
減
少
し
、
然
か
も
農
家
支
出Q

一
 

大
部
分
を
ト
M 

む
る
租
税
其
他
の
公

課

と

經

營

負

擒

の
大
部
分
.た
る
生
產
的
俊
務
の
元
利
支
拂
は
毫
も
減
少
す
る
听
は
無
い
の
で
あ
る
。
就
屮
机
说
公 

.■
課
の
資
擔
如
茁
は

=̂
1

來
ji

ハ.負
擔
の
割
.合
商
ェ
業
.者
に
約
ニ
傅
す
：.と
ぃ
.
は
る
1
-
.
我

農

業

奔

に

；
取

り

，
て

殊

に

過

大

.の東
荷
を
加
.へ
た
も
.の

と

.

VV

ふ
可
く
、
此
一
事
丈
け
で
も
元
來
虛
弱
に
し
て
發
育
カ
の
躲
い
我
農
村
を
疲
弊
衰
弱
に
尚
は
し
む
る
0'

因
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
然 

か
も一

般
物
價
に
準
じ
て
當
然
|̂

下
げ
ら
る
可
き
鐵
道
運
賃
'の
据
遛
は
肥
料
の
|1

入
、
農

產

物

の

販

賢

に

一

段

の

課

税

を

加

.
へ
た
と
闾 

欉
、
同
時
に
農
家
の
支
川
の
增
加
と
收
入
の
減
少
と
を
來
た
し
てV

以
て
.i
i
:ハ
疲
弊
を
一
層
彼
だ
し
か
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
。

此
點
ょ
り
觀
れ
ば
、
緊
縮
一
點
張
り
の
濱
ロ
內
開
の
財
政
々
策
と
眾
純
な
る
金
融
的
兑
地
一
點
張
り
の
低
物
愤
政
策
と
は
世
界
的
不 

況
の
大
勢
に
柏
取
を
加
へ
た
欉
な
も
の
で
、
左
な
き
だ
に
旣
に
下
落
の
趨
勢
に
向
は
ん
と
せ
る
ー
舣
の
物
愤
を
急
激
に
淼
落
せ
し
め
、
 

あ
ら
ゆ
る
张
產
業
者
の
火
闲
雛
大
狼
识
を
惹
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
物
愤
の
下
落
も
徐
々
と
し
て
進
め
ば
、
法
意
深
き
生
產
盏
は
そ
れ 

ぐ
に
豫
め
之
に
對
す
る
寧
備
を
す
る
こ
と
が
川
來
ゝ
從
つ
て
茈
だ
し
い
闲
雛
を
惹
起
せ
ず
し
て
濟
ま
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
ゝ
最
近
三 

苹
間
に
於
け
る
が
如
く
、
#
ハ
牛
な
ら
ず
し
て
多
數
の
物
價
が
，平
減
又
は
そ
れ
以
上
の
下
漭
を
來
た
す
が
如
き
荷
様
に
て
は
、
如
何
な
る 

生
產
者
と
雌
ち
到
鹿
之
が
對
應
處
mUJ
L
を
取
り
得
る
も
の
で
は
.
無
い
o

.
從
，っ
て
此
金
融
政
策
財
政
々
策
の
爲
に
大
打
擊
を
蒙
つ
た
も
の
は 

決
し
て
f

.
農
村
の
み
で
は
無
い
。
中
小
商
I

f

大
.商
工
業
家
も
等
し
く
大
打
擊
大
損
t

蒙
つ
て
席
る
次
第
は
、
■

し
き
黄 

敛
誅
泶
の
實
趴
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
主
と
し
て
大
商
エ
業
漭
の
負
擔
に
屬
す
る
所
得
税
や
營
業
收
益
稅
の
茈
だ
し
く
減
少
せ
る
.取
實
に 

微
し
て
も
窺
知
せ
ら
.る
X 

o唯
*
經
濟
的
抵
抗
力
の
比
較
的
强
大
な
太
商
工
業
方
面
に
於
て
こ
そ
生
'沾
闲
難
救
濟
耍
來
の
叫
は
今
尙
ほ 

聞
ゆ
る
に
至
ら
な
い
が
、經
濟
能
力
の
稍
*蹄
弱
な
中
小
商
工
業
方
面
か
ら
.は
農
村
と
同
機
に
救
濟
耍
求
の
聲
が
高
ま
つ
て
席
り
、
又
國 

產
保
誰
、
保
.謹
關
稅
實
施
產
業
統
制
助
成
等
の
要
求
は
一
面
か
ら
觀
れ
ば
大
工
業
^
方
而
の
救
濟
：の
耍
求
と
間
取
れ
ぬ
こ
と
も
無
い
。

一
國
の
產
業
全
體
の
利
益
か
ら
い
へ
ば
龊
近
の
如
き
世
界
的
大
不
況
に
向
ふ
(0
際
に
於
て
は
、
先
づ
fl
:
:貨
の
h

fl
l
輸
出
入
に
制
服
を
加 

所
謂
る
農
村
間
題
の
辟
態 

四
べ
三
、
.
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.へ
又
外
國"

I
の
輸
出
入
に
も
響
の
制
肘
を
加
へ
て
國
內
に
於
け
る
一
般
物
價
の
卒
準
を
可
及
的
平
靜
に
保
っ
に
勉
め
、

以
て
只
管
平

_ 

S
る
經
濟
界
.の
運
行
を
助
長
す
可
き
^
の
な
る
に
、
濱
ロ
內
閣
の
當
路
洛
は
恰
も
此
方
針
に
逆
行
し
て
、
從
來
稍
*
高
位
.に
在
り
た

國
物
の
物
管
左
I

だ
に
下
落
S

勢
に
赴
か
ん
と
せ
る
英
米
の
物
憤
に
無
理
に
湯
せ
し
め
ん
と
し
た
。
而
し
て
そ
れ
が
今 

.日
の
不
況
不
安
を
將
來
し
た
原
因
で
あ
名
。 

-

然
れ
ば
.最
f

物
價
火
暴
落
に
伴
ふ
不
安
や
藤
は
決
し
て
農
村
に
限
れ
る
も
の
で
は
無
く
、
一
 

に
全
靈
業
屢
を
無
視
せ
る 

近
視
版
的
財
政
政
疆
貨
政
策
の
繁
で
、
其
影
響
は
各
產
業
各
方g

一
 

般
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
然
か
も
唯
*
從
來
餘
り
ハ
4

な
、 

.っ
た
農
村
方
面
は
前
述
の
如
き
農
村
特
殊
の
事
情
か
ら
し
て
之
に
對
す
る
處
置
が
他
の

盗

ほ

ど

に

溝

に

行

屈

き

難

く

、

赴

っ

其

負
 

倚
は
商
工
業
ヵ
而
ょ
り
も
一
般
に
長
期
の
も
の
が
多
い
の
で
、

藍
其
元
利
支
.拂
I

雛
を
感
ず
る
と
い
ふ
如
き
次
第
で
、
特
に

藤 

寄
を
痛
感
す
る
の
で
ぁ
る
。
之
を
例
ふ
れ
ば
等
し
く
流
行
性
感
胃
に
褪
っ
た
け
れ
ど
も
、
平
素
餘
品
储
で
無
い
爲
.に
其
高
熱
の
I

 

を
感
ず
る
こ
と
が
他
の
强
狀
者
ょ
り
も
彼
だ
し
い
と
云
ふ
如
き
次
第
で
あ

る

。

如
ふ
る
に
、

_

程

度

の

向

上

は

何

人

に

.
も

頗

る

容

易

で

I

に
反
し
て
、
群
下
は
大
に
困
難
を
感
ず
る
も
の
で
I

。
而
し
て 

此
I

は
平
素
其
_

の
不
足
を
感
じ
っ
、
あ
っ
た
紫
に
取
っ
て
は
殊
に
遊
だ
し
い
の
を
常
と
す
るO

然
れ
ば
從
來
常
I

家
の
露 

を
感
じ
商
エ
樂
從
萄
渚
に
比
し
て
自
象
の
赛
向
上
の
不
足
を
痛
嘆
し
っ
、
あ
っ
た
農
村
の
人

が々

、

此
急
激
な
る
大
不
況
に

際

し

て 

等
し
く
其
|生
活
程
度
.の
.失
墜
を
强
耍
さ
る
\
に
當
り
、
特
に
其
經
濟
的
.苦
痛
を
痛
感
す
る
の
.も
亦
自
然
の
勢
と
い
ふ
可
き
で
あ
ら
ぅo 

今
日
の
農
村
疲
弊
感
がI

面

に

於

て

斯

る

神

經

性

的

痛

苦

の

性

質

を

有

す

る

は

疑

も

ゲ

ぎ

次

浓

で

あ

る

が
. '

更

に

他

の

.

;面
に

於

て

此V

神
經
的
痛
苦
の
感
を】

曆
迤
だ
し
か
ら
た
る
も
の
は
^

^

の
政
治
家
の
無
貴
任
な
る
胃
_

で
あ
る
。
近
來
の
政
治
家
は
在
朝
在
跸
の
別 

な
く
、
只
管
選
擧
人
の
意
思
に
迎
合
せ
ん
と
せ
る
の
結
艰
•
農
村
人
士
に
對
し
て
は
、
ロ
を
開
け
ば
農
村
[|
{
]
@の
解
決
を
誓
ひ
、
朝
に 

立
た
•位
農
村
の
救
濟
に
盡
す
可
き
を
約
す
る
と
い
ふ
有
様
で
あ
っ
た
。
而
し
て
淳
朴
な
る
地
方
農
段
は
彼
等
の
言
を
信
じ
其
實
行
の
日 

を
待
ち
づ
\
あ
っ
た
の
.に
、
然
る
に
其
人
の
朝
に
立
っ
や
常
に
場
當
り
的
の
苟
觅
策
を
試
む
る
の
外
、
何
等
實
際
的
の
效
染
を
擧
ぐ
る 

の
策
に
出
で
ず
、
最
近
の
非
常
時
に
及
ん
で
す
ら
毫
も
莕
痛
緩
和
の
.實
を
示
す
に
至
ら
な
.い
。

一
時
凌
ぎ
の
慰
言
に
空
賴
み
し
っ
、
あ 

,っ
た
忠
激
が
其
苦
痛
の
益
*
加
は
れ
る
に
及
ん
で
"
一
入
甚
だ
し
く
其
苦
痛
を
感
し
、
斷
乎
た
る
治
療
を
要
求
す
る
と
同
様
、
最
近
の 

農
村
人
士
が
悄
然
蹶
起
し
，て
顿
に
興
痛
茜
を
訴
へ
、
斷
乎
た
る
對
策
の
樹
立
を
要
す
る
に
至
っ
た
の
も
實
に
無
理
な
ら
ぬ
次
第
と
い
ふ
 

可
き
で
あ
ち
ぅ
。

斯
く
て
最
近
に
於
け
る
農
种
の
疲
弊
は
芷
に
著
し
く
其
芾
痛
を
加
へ
來
た
っ
た
も
の
が
あ
る
に
は
相
違
な
い
。
け
れ
ど
も
其
苦
痛
叉 

は
疲
勞
の
急
進
せ
る
原
因
は
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
決
し
て
農
村
北
ハ
物
に
在
る
の
で
は
無
く
、
全
く
一
般
の
物
惯
暴
落
と
い
ふ
國
段
經 

濟
全
般
の
裡
に
存
す
る
の
.で
あ
る
.0

.

.
五

： 

.

- 

上
來
の
所
述
に
依
っ
て
之
を
?1
れ
ば
、
.我
國
農
村
の
现
下
の
疲
弊
は
一
種
の
慢
性
的
の
^
患
の
上
に
、
M
に
一
種
の
急
性
的
芾
惱
の 

加
は
っ
た
も
の
で
あ
る
パ
而
し
て
慢
性
的
の
も
の
は
一
種
の
疾
患
：と
い
は
ん
ょ
り
も
寧
ろ
一

種
の
體
質
と
も
稱
す
可
き
も
の
で
、
典
原 

因
は
金
く
農
村
特
有
の
素
質
の
裡
に
稃
す
る
に
泯
し
、急
性
的
の
も
の
は
正
に
一
種
の
疾
患
一
時
的
の
變
狀
と
稱
す
可
く
、典
本
源
は
農

所
謂
る
農
村
叫
題
の
實

_ 

四

八

五
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九
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村
以
外
に
花
’し
、
_

狀
は
廣
く
ー 

般
經
濟
旅
を
犯
し
て
房
る
。
例
令
ば
平
素
違
.又
は
心
肺
等
身
體
の
一
部
分
が
廳
で
あ
つ
た
人 

が
感
W

H

t

i熟
I

し
た
が
S

、
其

靡

局

部

樣

s

f

加
へ
t

x

Q
が
t

の
所
f

,

の
康
で
t

o
 

の
疲4

患

Q

如
く
ー
綠Q.

方f
s

因
を
有
す
る
；塵

併

發
の
如
き
も
の
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
之

S

す
る

緩
和
救
1 

の
方
策
も
亦
其
肢
因
に
應
じ
て
そ
れ
ぐ
に
適
常
な
も
の
を
選
史
せ
ね
ば
な
ら
ね
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

，

今
熟
ら
く
樹
的
疲
弊
S

す
る
救
攀
段
S

る
に
、
S

弊
I

も
の
が
前
述
の
如
く
絕
對
的
の
疲
擎
■

で
な
く
、
單 

に
比
較
的
の
痰
弊
、
警
す
れ
ば
發
育
靈Q
不
充
分
に
過
ぎ
ぬ
以
上
、
典
發
達
を
助
長
す
る
の
手
段
を
管
て
麗
不
足
に
對
す
る 

不
滿
と
不
l

l

m

外

货

S

無S
。

即

為

_

鑛

_

不
充
分
で
、
.

H

他q

震
の
そ
泛
及
ば
ぬ 

と
い
ふ
こ
と
は
：学

る

S

業Q

收
入
が
割
合
货
な
く
且
つ
I

加

還

が

麗

で
I

の

恁
因
し
、

捣
て
、
加
へ
て
農
家
の
經 

濟
に
貨
篇
濟
講
の
加
は
.る
こ
と
愈
*
多
き
I

ひ
、
市
惯
の
變
動
I

れ
て
其
經
濟
が
益
不
安
を
加
へ
來
た
こ
と
も
亦
ー
火
麗 

で
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
此
等
の
原
因
に
m
づ
る
證
の
I

を
緩
和
し
I

平
不
滿
を
減
ず
る
に
は
、
從
來
我
常
周
の
S

し
來
つ

た
種
々
の
_

黎

、
即
1

證

儘

織

の

產

s

f

 

S

I

Q谥

羅

I

的
と
す
I

f

 

■
を
誠
心
1 

蹇
行
す
るQ

外
は
無5

。

_

Q

I

S

Q

S
や
、
肅

物

l

_

g

Q

I

I
、
g

宗
平
不
滿
の
一
部
分
は

I
 

本

來

の

特

質

と

で

、
從
つ
W

I
麓

纏

I

.妻

羅

で

.t

、
x

l

l

l

f
す
る
靈
も
I

也
は
到
底
塞
を
期
す
達
と
は
闲
難
な
'る
.
に
相
違
あ
る
ま
い
け
れ
ど
も
、
極
力
之
に
I

ば
.
少
な
く
と
も
相
當
の
醫
I

f

之 

を
期
す
る
こ
-
.と
が
出
來
る
で
あ
.
ら
ラ
。
性
來
の
虛
弱
患
弈
に
對
す
る
醫
療
と
同
様
、
可
及
的
の
健
康
助
成
法
を
M
し
て
徐
々
に
其
發
達

.ぶ'
難: : '

•' >".：• •； 
卜::.:.:，.1 1

を
待
つ
の
外
は
無
い
。

. 

.

然
れ
ば
菩
々
は
此
半
來
の
慢
性
的
疲
弊
の
救
疮
に
關
し
て
は
今
n
新
に
我
政
府
當
局
に
望
む
所
は
無
い
。
唯
•
特
に
望
む
所
は
適
當

と
認
め
た
從
來
の
政
策
を
徹
底
的
に
實
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
徒
に
策
の
種
類
の
多
き
を
求
め
て
何
れ
も
北
ハ
實
行
の
不
徹
庇
に
終
る
は 

た
し
て
觉
の
#
た
る
も
の
で
は
無
い
。
然
る
に
此
點
に
於
て
從
來
の
政
府
常
局
の
態
度
は
頗
る
遺
憾
な
き
を
得
ぬ
。
今
一
々
北
ハ
例
を
擧 

ぐ
る
の
遑
を
持
た
な
い
が
、
例
へ
ば
最
近
：の
米
惯
調
節
、
糸
價
調
節
の
手
段
の
如
き
何
れ
も
北
ハ
類
で
あ
る
。
此
等
の
，調
節
策
は
共
施
設 

の
晴
躇
邊
巡
頗
る
不
徹
底
な
り
し
が
爲
に
、
却
つ
て
北
ハ
市
偾
變
動
の
前
途
の
豫
測
を
闲
雛
な
ら
し
め
、
市
場
を
措
^

し
て
農
^
の
坐
沾 

を
不
安
な
ら
し
め
た
る
や
の
感
な
き
を
得
ぬ
。
政
府
の
全
カ
を
察
げ
て
適
當
と
認
め
た
市
愤
を
闹
持
す
る
に
勉
め
た
な
ら
ぱ
、
:!
-!:ハ
效
艰 

は
相
當
な
も
の
が
あ
つ
た
で
あ
ら
ぅ
と
m心
は
る
X
。

.

そ
れ
か
ら
今一

つ
、
農
村
疲
弊
救
濟
の
見
地
か
ら
觀
て
.、
政
府
當
路
考
に
望
む
所
は
、
農
村
人
民
に
對
し
て
貨
幣
經
濟
的
施
設
を
强 

嬰
せ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
例
令
ば
pi
税
地
方
税
を
初
め
各
種
の
公
課
の
全
納
を
初
め
、
一
定
の
敎
育
施
設
衛
坐
設
備
の
强
要
な
ど
何
れ
も 

直
接
に
貨
幣
經
濟
を
强
耍
し
た
も
の
で
あ
り
、
又
灌
慨
事
業
や
耕
地
整
理
の
獎
勵
、
各
秫
產
業
園
體
の
促
進
等
は
問
接
に
之
を
要
求
せ 

る
も
の
で
あ
る
が
*
此
等
の
施
設
其
物
は
勿
論
推
稱
す
可
き
こ
と
で
あ
り
、
效
艰
も
亦
決
し
て
少
な
か
ら
ぬ
に
相
違
な
い
。
け
れ
ど
も 

此
等
の
事
業
の
經
毀
の
爲
に
農
村
住
民
の
往
々
闲
難
す
る
こ
と
は
都
#
人
士
の
想
像
だ
も
及
ば
ぬ
所
で
、
現
に
最
近
'の
農
村
疲
弊
の
叫 

も
^

一
 

大
部
分
は
實
に
此
等
の
施
設
に
伴
ふ
公
課
や
偾
務
の
負
檐
の
困
難
に
端
を
發
し
て
屈
る
次
第
で
あ
る
。
"
來
我
陳
の
^
村
组
が 

の
大
.部
分
は
今
尙
ほM

給
自
足
の
自
然
經
濟
で
あ
り
、
各
農
家
は
各
北
ハ
自
給
の
餘
剩
を
貨
幣
に
代
へ
て
之
を
公
羾
典
他
の
貨
幣
經
濟
的 

■所
謂
‘る
農
村
間
妞
の
饨
態
，
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四
八

八

.

(

一
九
九
B

方k

の
凡
■

充
つ
るS

で
I

。
而し

て
，：：！：

然
經
濟
に
衣
食
す
る
管

、
其
生
衍
に
大
な
る

迆
步
は
無
く
と
も
、
其一.

面
に
於
て
、 

な
る
不
安
は
無
い
。
併
し
欲
望
の
進
歩
,
綴
度
の
.向
上
糧
ひ
、.北(

經
濟
の
貨
幣
經
濟
■

す
る
部
分
が
■

焚

し

て

行

く

の
は 

自
C

.
勢
.で
あ
り
、
又
そ
れ
が
漸
進
的
.に
農
家
當Q

自
覺
に
伴
ふ
て
菜

し

て
行
く

の
は
農
村
i

s

步
の
爲
で
も
あ
る
。
故
に 

f

は
一
部
の
保
守
I

如
く
、
農
村
人
民
の
生
f

常
爲
然
經
濟
に
終
始
せ
し
め
ょ
と
主
張
す

る
.も
の
で
は
無

い

。

け

れ

ど

も

 

農
村
人
民
各
自
の
未
だ
充
分
に
之
が

摄

を

悟
ら
ず
充
分
之

I

熟
I

る
に
、
他
ょ
り
强
ひ
て
之
を

獎
勵
し
浩
し
く
は
U

て 

之
を
實
行
す
る
.の
は
頗
る
危
險
で
あ
る
と
信
ず
る
。
然
る
に
我
當
局
從
來C

態
度
鐘

：ひ
て
之
を
强
要
し
た

か
の
觀
が

あ
る
。
國
税
地 

方
f

就
て
は
勿
論
邦
必
I

あ
つ
た
2

ら
ぅ
け
れ
ど
も
、
斯
る

必
要
の
あ
る
の
は
僅

昼

部

分

で

あ
る
。
現

I

校
の
設
備

や 

敎
i

給
與
、
土
杰
姐
生
の
慶

I

に
は
、
今
易
如
く
I

I

幣
經
濟
に
據
ら
な
く
と

も
、
自

然

藝

に
依
つ
て
處
现
し

得
る 

觀
か
尙
ほ
少
な
か
ら
ぬ
や
に

m

s
X
。
然
る
に

I

劊
ー
的
に

之
I

要
し
た
れ
ば
こ
そ
、
此
處
杧
幼
稚
な
農
村
に

公
置

檢
I

の
嘆
I

だ
し
か
ら
し
め
た
Q

I

る
0
益

證

馨

、
爵

、
走

麗

、
紫

麗

S

唐

麵

亲

囊

奚

f

依
り

て
觀
行
せ
し
む
る
な
ど
亦
兆
例
で
、
囊

I

忙
非
難
す
可

I

の
な
く
と
も
、
之
が
貨
幣
經
濟
的
遂
行
は
地
方
に
依
つ
て
は
後
害
を 

源
す
の

I

る
を
免
れ

.ぬ
。
要
す
る
に
農
村
經
濟
の
貨
麗
濟
化
は

J

般
農
村
人
思
の
經
濟
的
自
覺
と
费
讓
的
に
之
を
行
ふ
可
き 

も

の

で
-l
l
t-l
i
に
於
て
從
來
の
當
路
常
の'»
設
に
は
遺
憾
の
點
亦
少
な
か
ら
ぬ
樣
に
感
ぜ
ら
る
\
。

此
點
に
關
聯
し
てI

一
 
言
し
度
き
は
各
種
の
農
事
改
良
や
經
濟
め
改
善
に
關
す
る
官
僚
の
所
謂
I

看

あ

る

。
指

羣

M
の
危 

導
に
企
ま
り
、
共
指
缂
せ
る
處
骰
方
法
の
採
否
が
實
際
に
農
坟
各
自
の
自
山
探
擇
に
娄
せ
ら
る
、

な

ら

K

、

3L
ロ
々
■も
亦

何

等

の

異
議
は

無
い
a
け
れ
ど
も
官
僚
的
指
#:
の
常
と
し
て
其
指
導
が
事
1
.上
茈
に
指
撣
と
.爲
りV

 

8
の
命
令
と
饬
る
の
は
#
々
の
§
• 

0
擊
す
る
所 

で
あ
る
。
元
來
1

^
の
改
沒
や
紐
合
の
紐
織
な
ど
何
れ
も
當
事
背
に
於
て
充
分
に
;|
]
:ハ
4|
義
眞
惯
値
を
理
辩
し
、
自
發
的
に
之
が
赏
行
に 

從
琪
し
て
こ
そ
初
め
て
其
效
报
の
擧
が
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
命
令
や
誘
缇
に
依
る
其
實
行
に
は
效
银
の
伴
ふ
こ
と
な
く
邾
つ
て
赀
/I
J 

倒
れ
と
爲
る
場
合
が
多
い
。
此
點
に
於
て
も
吾
々
は
農
務
行
政
の
當
路
渚
に1

段

の

•
反

省

を

促

さ

V

る
を
得
ぬ
。
聞
く
所
I
據
れ
ば
近 

■々
政
府
は
農
村
改
善
の
主
要
手
段
と
し
て
^
村
計
肅
指
缭
機
關
を
設
宛
す
る
の
意
あ
り
と
い
ふ
。
眞
に
結
糨
な
企
圖
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
 

其
指
^
常
局
に
對
し
て
は
、
苔
々
.は
特
に
從
來
の
官
僚
的
指
缇
の
弊
に
陷
る
こ
.と
な
く
、
M
に
農
村
人
民
の
自
發
を
促
が
し
、
其
自
治 

的
改
戾
を
促
す
の
1
事
に
全
カ
を
注
が
ん
こ
と
を
希
望
せ
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
|
る
。

六

年
來
の
農
村
疲
弊
は
農
村
特
荷
の
現
象
で
、
之
に
對
す
る
處
遛
は
農
業
政
笟
上
，の
施
設
以
外
に
は
無
い
が
、
最
近
に
發
坐
し
た
急
性 

的
の
.農
村
疲
弊
は
、
旣
述
の
如
く
一 

般
經
濟
棘
に
起
つ
た
物
惯
暴
落
と
い
ふ
大
激
變
の
^
餘
波
に
過
ぎ
ぬ
。
世
界
一
般
が
不
況
に
向
ひ 

つ
ゝ
あ
る
の
際
に
於
て
、
我
國
の
當
路
客
が
特
に
極
端
な
る
通
貨
收
縮
の
政
笕
を
採
州
し
た
北
ハ
結
见
、
此
處
に
念
激
な
る
信
川
の
萎
縮 

士
之
に
伴
ふ一

般
諸
物
憤
の
火
暴
落
を
蓮
起
し
、
其
影
響
の
農
村
に
及
ん
だ
の
が
最
近
の
急
巡
的
蜣
弊
で
あ
る
。
.故
.に
之
に
處
す
る
の
. 

對
策
と
し
て
は
特
に
農
村
に
限
れ
る
も
の
は
無
い
-0
ー
 

般
經
濟
界
の
安
宛
と
振
興
と
を
回
的
七
す
る
物
價
政
策
、
金
融
政
策
乃
至
產
業 

保
謹
の
政
笟
に
之
が
.救
濟
を
待
つ
可
き
も
の
で
あ
る
。

•
.

坐
鹿
業
者
の
立
場
か
ら
い
へ
ば
市
儕
の
下
落
は
大
な
名
苦

_

に
相
逾
な
い
。
け
れ
ど
も
下
落
ー
度
其
勢
を
停
止
し
て
惯
格
の
安
宛
を 

所
謂
る
農
村
卯
題
の

.
K

態 
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f

 

l

i

 靈
 

.

:

i

 

c

i

o

觅
る
に
至
れ
ば
、
班
に
改
め
て
之
に
處
す
る
の
生
產
方
針
を
確
立
し
、
此
處
に
墨
の
.途
を
來
む
る
こ
と
が
m
來
る
。
故
に
歳
業
容 

に
収
つ
て
嘉
なQ
は
下
落
の
囊
其
物
に
在
り
と
い
は
ん
ょ
り
も
、寧
ろ
下
落
の
趨

勢

、

即
ち
其

前
途
の
不

明

な

る

I

づ

く

不

安

に

f

の
で
I

。
柴

安

I

S

I
業
f

進
ん
で
唐
Q

,

s
す
^

_
し
、
議

證

I

s

し
て
塵
界
の
不
況

を
現
川
す
る
次
f

あ
る
か
ら
、
一
般
的
不
況
を
打g

す
るQ

方
法
：と
し
て
先
づ
第
一
に
必
證
こ
と
は
、
物
惯
下
落Q

趨
勢
を
肌
止 

し
て
之
が
雲
I

る
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
物
憤
の
平
寧
室
し
て
復
た
下
落
す
る
の
.懸
念
I

遙
ら
ば
、
生

春

當

の
 

臭

羅

の

I

は
此
塊
に
確
立
し
、
|

の
途
亦
I

恢
復
し
て
、
縱
令
ひ
_

な
が
ら
も
、
讓
界
の
復
興
は
其
f

就
く
遙 

る
で
あ
ら
ぅ
。
f

唐

碧

は

又

一

.

般
に
愦
i

Q
地
位
に
在
る
の
が
常
で
あ
り
、
從
つ
て
物
愤
下
落
後
に
於
て
は
_

務
の
辦
濟 

が
助
る
^

^
で

_
力
M
生
に
支
K
基

ず

るQ

が
例
で
き
か
ら
、
最
近Q

如
き
詹
な
る
彥
落Q

後
に
於
て
は
、
眾H

物
憤
の 

室
許
り
で
な
く
、
I

f

を
多
少
引
上
げ
て
、
以
て
塵
に
於
け
I

務
の
負
f

輕
減
す
る
に
勉
む
る
こ
と
も
亦
旱
の
I

 

と
い
は
ォ
ば
^
ら
ぬ
要
す
る
に
一
般
物
仅
の
參
ル
と
$

格
度Q
挺
引上

，，v

策
才
る
こ
と
は
、
農
村
を
初
め
我
現
下Q

經
濟
界
一
般 

の
振
興
を
：

111

的
と
す
る
應
急
對
策
の
服
目
と
い
ふ
可
き
で
あ
ら
ぅ0

欲

る

に

备

衆Q

安
定
も
一
般
物
债Q

引
上
も
、
之
が
年
段
を
政
策Q

方
面
に
求
む
れ
ば
、
適
當
な
る
讓
政
策
や
金
融
政
遗
ほ 

ど
荷
效
な
も
の
は
無
い
。
滴
常
な
る
通
貨
の
膨
脹
と
信
W

I
放
と
は
ニ
而
に
於
て
囊
の
振
興
を
促
し
、
他
の
一
而
に
於

て

謹

を

'{
-
-す
l

i

も
^

-
釕
な
る
手
段
で
形
仪
の
下
落
^

&

.|
1

:
し
.1
1

ハ
岛
騰
を
促
進
す
る
の
效
來
あ
る
は
凝
な
き
所
で
^

る
。
前
の
政
友
#

内
®

.

龙

忆

現

內

閣

の

當

局

の

狃
0

た
所
は
芷
に
此
點
で
、
前
内
開
の
當
局
が
成
立
當
初
に
先
づ
金
の
輸
患
|
,を
資
订
し
て
'
通
®

^

一
 

表

^

-■ 

-
-

l

i

l

l

i

i

g

i

i

^

途
を
斷
然S

鋇
す
可
き
方
針
を
示
し
、
爾
來
ー
方
に
は
資
本
の
國
外
逃
避
の
策
を
立
つ
る
と
共
に
、
他
の
一
而
に
於
て
免
換
淥
發
行
限 

度
の
摘
.張
、
不
動
產
資
金
の
融
通
、
低
利
資
金
の
増
加
、
負
擔
齅
理
の
助
成
等
只
管
金
融
疏
通
の
手
段
を
講
じ
た
の
は
茈
し
，く
共
方
法 

を
傅
た
も
の
と
い
ふ
可
き
で
あ
ら
ぅ
。
け
れ
ど
も
通
貨
膨
脹
及
び
金
融
の
便
宂
に
依
る
物
惯
趨
勢
め
變
觅
は
卵
時
に
顯
著
な
效
艰
を
示 

す
も
の
で
は
無
い

o

資
金
融
通
.'の
翌
が
物
資
に
對
す
る
需
要
の
增
加
と
爲
り
、.

其
增
加
が
從
來
の
物
價
の
大
勢
の
上
に
影
響
を
現
は 

す
の
は
、
少
な
く
も
數
パ
多
く
は
兩
三
¥
の
歲
月
を
要
す
る
。
舊
臘
犬
養
内
閣
出
現
し
て
政
策
轉
換
の
方
針
明
に
せ
ら
る
\
や
、
即
時 

の
赍
氣
恢
復
を
豫
想
し
て
强
氣
に
蓊
進
せ
る
投
機
容
流
が
、
业ハ後
靡
業
界
の
振
興
の
逶
迤
た
る
に
失
望
し
て
、
此
處
に
所
！i

る
犬
莽
贵 

氣
に
一
時
の
权
動
を
來
た
し
た
の
は
;1
|:;に
斯
る
祺
愦
に
迆
因
す
る
。
然
れ
ど
當
時
の
經
濟
政
策
方
針
轉
換
の
效
艰
は
決
し
て
空
し
き
も 

の
で
は
な
い
o
爾
來
今
：1
:に
莖
つ
て
徐
々
な
が
ら
も
明
に
其
結
见
を
示
し
つ
\
あ
る
の
で
あ
る
。

耍
す
る
に
敁
近
の
農
村
疲
弊
は
勿
論
北
ハ
他
の
方
酣
の
疲
弊
沈
衰
も
蓝
接
の
原
因
は
最
近
の
愈
激
な
る
物
價
下
藩
の
實
に
祚
つ
た
。
從 

つ
て
此
原
因
に
し
て.1

度
除
去
せ
ら
る
れ
ば
、
奔
惱
は
此
に
停
止
し
て
衰
運
は
恢
復
に
向
ふ
の
で
あ
る
。
現
に
最
近
に
於
け
る
農
料
救 

濟
遝
励
の
發
源
地
で
あ
つ
た
_

地
方
や
製
糸
業
客
な
ど
、
今
や
糸
傾
の
騰
貴
に
蒂
し
く
其
崩
狀
を
緩
和
さ
れ
、
又
農
村
一
帶
も
ゑ
㈣ 

D
多
少
恢
復
せ
る
爲
め
蓓
職
に
比
し
て
稍
*
愁
屈
を
開
け
る
や
の
觀
が
あ
る
が
如
き
始
末
で
、

一
般
物
價
*j
l

h

mの
效
艰
は
今
後
も 

尙
ほ
相
當
に
现
は
れ
來
る
，に
相
違
な
い
。
然
れ
ば
斯
笟
の
實
行
は
今
後
尙
ほ
旧
續
き
大
に
望
ま
し
爸
が
如
く
で
あ
る
が
、
併
し
實
際
は 

必
ず
し
も
然
り
と
云
は
れ
ぬ
デ
物
愤
の
岛
騰
は
動
1
も
す
れ
ば
投
機
を
激
成
し
て
終
に
は
經
濟
界
を
擾
亂
に
導
く
の
處
が
あ
り
、
殊
に 

銀
行
錄
の
兌
換
を
停
J1
-
し
て
、
領
格
の
標
準
を
一
宛
の
實
質
惯
値
に
求
め
ず
、
通
貨
政
策
常
局
の
伍
意
に
之
を
一
往
す
る
場
合
に
於
て

,

阿
淵
6
農
村
間
妞
の
货
態 
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所
謂
る
農
村
間
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货
旗
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四
九
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(
1

九
九o

は
、
励

'.
*
も
す
れ
I

義

燈

希

I

f

れ
て
、通
f

s

f

 

f

'

1

5

論

i

つ
て
n

f

f

す
る
に 

f

の
危
險
が
多
い
。
物
僙
I

*
は
其
1

4

し
く
、
井
編
濟
界
の
利
益
で
I

。
物
惯
に
望
む
所
は
i

程
度
に
安
定 

すN

こ
と
で
ぁ
る
從
つ
て
近
時
の
®
貨

騰

、
物
偾
⑴
上
の
政
策
も
、
典
效
來
が
塞
當
馨
を
し
て
不
安
を
去
り
、
安
心
し
て
自 

ブ
蛋
グ
-絡
に
就
く
を
将
せ
し
む
る
の
程
度
S

し
た
な
ら
ば
、
速
に
之
S

行
を
停
止
し
.
其

以

走

f

ん

と

す

る

物

：質

の

騰

嘴

は

可

及

的

意
f

s

f

置

ば

童

。
f

於
け
る
I

I

I

、
言

蓮

i

す
る

鐘

せ

ぬ
が
、
心
H

は
今
後
I

Q

S

K之
I

歩

る

Q

 

I

點
I

る
。
菪

f

 

f
 

I來
I

I

I
し
て
H

 

の
注
意
を
望
ん
で
止
ま
ぬ
所
以
で
ぁ
る
。 

:

—

W
し
通
貨
政
策
や
余
1

策
が
前
述
の
如
く
即
時
即
刻
I

傻
引
上
の
效
f

現
は
さ
ぬ
の
.

I

る

や

、

一
部
I

I

論
1

客 

1

0

/
 

一
 

な
救
ず
碧
を
適
萬
要
望
し
、
當
局
亦
蓮
來
を
容
れ
て
、
失
業
救
濟
、
需
要
促
進
、
並
に
物
猜
上
を
目
的

に
、
踅

f

 

I

囊

叢

麗

_

_

l

f

 

i
た
。
證

i

l

霧

せ

ら

れ

た

此

霧

髮

け

で

I

I

一
 

擊

趣

、
之
i

i

l

i

畫

■

■

、
. 

I

.

i

ハ
S

I

支
W
に
上
る
と
い
ふ
。
斯
る
新
證
の
遂
行
が
幾
多
の
雪
を
喚
起
し
幾
多
の
所
得
增
加
.1

起
し
て
一時
の
景
氣
振
興
に
資
すI 

勿
論
で
t

、
從
つ
て
■

濟
社
I

H
農
村Q

靡
灌
多
人
士
の
所
I

如
く
I

I

S
しJ

日
4

過
す
可
参
る
I

 

に
在
り
と
す
I

ら
ば
、
當
面
の
應
急
策
と
し
て
之
が
救
濟
.に
相
當
の
效
|

ぁ
る
|

ら
ぅ
o 

f
 

Iず
し
も
絕
對
付
C
之
I

 

詔
す
る
も
の
で
は
な
い:0
け
れ
ど
も
斯
る
第
業
は
到
底
永
くi
辕
的
fc之
を
行
a:得
る
t
の
：で
.は
な
く
、
X'

之
に
要
す
る
姪
費
は
一
時

.

は
公
债
に
依
り
通
貨
の
膨
脹
に
依
り
て
之
を
得
る
と
す
る
も
、
結
局
は
國

说

全
般
否

な

納
税
者
の
負
擔
と
爲
づ
て
他
日
之
を
备
人
の
襄 

中
ょ
り
支
出
せ
し
め
ぬ
ば
な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば
今
日
の
安
易
.
は
將
來
の
負
擔
と
爲
る
次
第
で
あ
る
か
ら
、
將
來
を
考
處
せ
ず
漫
に
，
Z
 

に
謳
歌
す
る
は
吾
々
の
取
ら
ざ
る
所
で
あ
る
。
加
ふ
る
に
斯
る
事
業
を
過
大
に
實
行
す
る
時
は
一
面
に
は
物
價
p

t
の
因
と
爲
っ
て
、
 

經
濟
界
の
激
變
を
招
き
然
か
も
一
面
に
於
て
兩
三
年
の
後
其
事
業
の
終
了
期
に
至
れ
ば
多
大
の
失
業
者
を
生
ず
る
の
激
變
を
見
ね
ば
な 

ら
ぬ
危
險
が
あ
り
、
又
此
種
救
濟
事
業
の
常
と
し
て
、
失
費
徒
に
嵩
み
て
效
见
之
に
伴
は
ぬ
憾
が
あ
る
。
故
に
此
猶
の
事
業
は
餘
程
切 

迪
せ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
漫
に
之
を
企
っ
可
き
で
な
く
、
又
危
急
の
必
要
に
迪
ら
れ
之
を
企
%|
|
*
|
す
る
と
し
て
も
、
其
命I

I

は
2]
?

恨

の

許 

す
限
り
最
少
限
度
に
之
を
止
め
、
其
必
要
の
綏
和
に
應
じ
て
漸
次
に
之
が
縮
少
を
計
る
可
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
此
秫
の
救
濟
施
設
は 

.何
れ
も
危
念
の
中
箸
に
對
す
る
應
急
注
射
の
如
き
も
の
で
、
唯
*
之
に
依
っ
て
一
時
其
衰
弱
を
防
ぎ
、
自
カ
见
坐
の
實
カ
の
備
は
る
を 

待
っ
の
處
遛
に
過
ぎ
ぬ
°
決
し
て
之
が
續
行
に
依
‘っ
て
桓
久
的
の
經
濟
發
達
の
實
カ
を
增
進
し
得
る
も
の
で
は
無
い
。
此
點
ょ
り
觀
れ 

ば
農
村
救
濟
の
聲
喧
し
く
世
間
の
同
情
亦
農
村
に
集
ま
れ
る
現
今
の
狀
勢
に
乗
じ
て
，
火
事
場
泥
坊
的
に
恒
久
的
の
農
村
救
濟
手
段
を 

常
局
に
迪
ら
ん
と
す
る一

部
政
客
の
態
度
は
吾
々
の
最
も
賛
成
し
難
い
所
で
あ
る
。
否
な
非
常
時
の
應
急
對
策
に
依
り
て
恒
久
的
の
農 

‘村
疲
弊
を
救
濟
せ
ん
と
ず
る
典
企
劃
，に
は
多
大
：の
危
險
を
認
め
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。

'
七

我
國
現
下
の
農
村
疲
弊
は
要
す
る
に
急
性
慢
性
兩
欉
の
疲
弊
の
併
發
で
あ
り
、
其
疲
弊
の
原
因
も
亦
兩
樣
の
方
面
か
ら
來
て
焐
る
の 

で
、之
が
救
濟
の
施
設
も
此
等
兩
面
の
原
因
に
應
じ
て
之
を
選
.ば
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、上
來
所
述
の
.如
く
で
あ
る
が
、
併
し
此
笠
救
濟
の 

.
所
_
る
農
げ
間
題
の
赏
態 

：四
九
三
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f
翁
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f
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四

九

四

(

ニ
〇
〇
0
>

施
設
は
何
れ
も
對
症
的
救
濟
手
段
の
證
を
脫
せ
ぬ
0
殊
に
盡
的
簾
に
對
す
る
施
設
に
栗
つ
て
は
全
く
應
急
的
施
設
の
性
質
を
ず 

す
る
も
の
て
之
に
依
つ
て
疲
撕
の
根
本
的
恢
復
を
望
む
が
如
き
は
全
證
ま
れ
ぬ
こ
と
に
学
る
。
人
S

病
氣
M
復Q

原
肋
ヵ
■が 

一
に
姐
寶
人
の
體
ヵ
努
^
在
り
、
如
何
な
る
施
術
、
如
何
な
る
投
f

體

ヵ

剪Q
<
_

消
沈
し
切
つ
た
半
f

全
快
せ
し
む
る 

に
U

S

凡

て

講

_

去
救
濟
_

は

そ

れ

息

生

Q

霞

な

く

麗

ヵ

馨

階

變

は

地

方q

靡

衰4

一
 

を
救
済
し
得
る
もQ

P

は
無5

。

_

的
_

暴

賽

業

者

各

自

習

ヵ

蛋

■

力

溢

娶

與

へ

、
.
之

が

馨

を

除

い

て

共

努 

力
を
助
長
す
るQ

繁

I

に
f

ぬ
。
f

議

S

方g
Q

人
々
が
漫
に
政
府
Q

H

ん
で
、
各
自q

疲
s

f

只
宵
之 

に
侬
賴
せ
ん
と
す
るQ

風
あ
る
湯
し
、
現
內
酵
當
局
者
奮
力
更
生Q

必
f

ヵ
說
せ
る
は
、
F

W.此
平
凡
I

識

I

破
せ

る
茧
言
と
い
ふ
可
き
で
あ
る
。

f

又
經
濟
政
f

の
施
設
は
社
食
の
一
部
に
利
益
を
與
ふ

る

と

共
に
、
他
の
部
分
に
は
多
少
の
.不
利
益
を
及
ぼ
す
も

の

で

あ

る

。 

併
令
ば
來
惯
の
H

丄
兆
他
米
穀
の
趣
f

負
擄
を
加
へ
、
保
謹
税
の
赞
施
が
當
該
輸
入
品
の
鹏
賀
f

f

、
各
種
の
保
. 

_

勵
の
失
I

納
I

1

般
Q

S
為
す
が
如
き
I

で
、
_

|

|
設
何
れ
l

l

s

f

 

Iの
他
の
部
分
1
 

益
I

f

し
5

1
部
分
を
保
謹
す
る
m

l

る

。

故
に 

一
S

Q

_

_過

大

里

I

t

は
I

分
の
享
く 

る
利
益
は
大
な
る
も
I

も
、
他
の
一
面
に
於
て
之
が
爲
に
新
に
疲
弊
に
陷
り
爽
に
救
f

必

要

と

す

る

が

如

き

部

八

f

f
る
を

•

免
れ
ぬ
.0
此
點
に
於
て
も
經
濟
政
策
の
施
設
はI

般
の
醫
瘀
處

M

と
頗
る
類
似
し
、醫
家
の
投
藥
又

l i

施
術
が
共
適
度
を
超
ゆ
る
時
文
、

J
.留
の

^
*
f 

j
/

物

.

一

^按
|
.せ
ら

る

、

.も

■之
が

.爲
に

或

は

他

の

局

部

に

疾

忠

，を

生

‘.じ
或

.
，

は

..豫

の

.恢
復

.に
異

狀

を

惹

起

す

‘々
と

同

様

の

.

.

紡
银
を
生
ず
る
。
故
に
现
下
の
疲
弊
救
濟
に
際
し
て
は
菩
々
は
當
雨
の
救
濟
に
沒
頭
し
て
徙
に
過
大
の
施
設
に
踺
す
る
こ
と
な
く
、
能 

く
也
の
方
面
に
及
ぼ
す
:i
i
:ハ影
響
と
後
世
に
遺
す
共
負
擔
と
を
考
慮
し
て
.1
J
:ハ̂
度
を
誤
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
常
局
客
に
前
望
せ
ざ
る
を
得
ず
o

仍
を
德
め
ん
と
し
て
牛
を
殺
す
が
如
き
施
設
は
思
慮
あ
る
爲
政
家
の
爲
す
可
ら
ざ
る
所
で
あ
る
。

加
ふ
る
に
我
農
村
最
近
の
疲
弊
は
少
な
く
と
も
共
一
大
部
分
が
一
種
の
神
經
病
的
性
質
を
荷
す
る
や
の
感
が
あ
る
。
神
經
質
の
人
は
、
 

之
に
接
す
衾
が
相
次
で「

S

は
S

Q
機
で
t

、
K
Mな
確
に
S

S

?
居
る」

と
い
ふ
場
合
に
、
動
"
も
す
れ
ば
皇
间
ら 

丙
氣
な
り
と
信
じ
、
遂
に
は
何
等
賢
際
の
疾
愈
な
き
に
病
氣
の
败
勞
を
感
ず
る
に
至
る
こ
と
が
あ
る
。
闹
下
の
我
農
利
も
亦
多
少
此
P 

經
忠
者
の
狀
態
で
、
ri
l
來
S
ら
北
ハ
發
達
の
他
に
及
ば
ぬ
を
感
じ
つ
、
あ
つ
た
農
村
が
、
其
先
導
渚
達
か
ら
許
o
で
な
く
、
更
に
他
の
政 

霞

、
論
客
さ
て
は
在
朝Q

常
路
袤
ら
も
亦
證
し
"

^「

疲

弊

■

り
救
は
ず
ん
ば
あ
る
可
ら
ず」

とQ

言

s

く
に
及 

ん
で
、
殊
一
倍
背
た
し
く

 s

己
の
.疲
弊
を
滞
感
す
る
遠
れ
る
も
無
理
な
ら
ぬ
次
第
で
堂
。
而
し
て
此
滿
感Q

.

結
艰
は
漸
次
自
ら
自
己 

.

商
立
の
力
量
を
疑
ふ
に
至
り
此
處
に
之
が
保
謹
敕
濟
を
一
に
政
府
に
求
む
る
に
至
つ
た
か
の
様
子
が
見
受
け
ら
る
斯
く
て
最
近
の 

我
農
村
は
恰
も
國
家
保
護
熱
の
中
議
に
陷
つ
た
狀
態
で
あ
る
が
、
併
し
國
家
保
誰
Q

W際
.的
效
报
は
前
述Q

如
く
各
©
のs

力
吏
生 

11
/
J成
の
變
以
上
に3

：

で
得
る
も
の
で
は
無
い
。
農
村
の
窮
乏
打
間
の
跃
動
ヵ
は
繰
返
へ
し
て
言
へ
る
が
勿
く
、
何
處
ま
で
も
農
ぉ
>1-
3 

力
の
.麗
努
に
之
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
他
力Q

授
肋H

は
限
り
？
I

f
、
叉
其
_

は
之
を
期
待
し
得
f

の
で
も
無
い
。
加
之
、
 

我
農
村
は
一
部
の
神
經
質
な
農
村
居
住
若
が
想
像
し
、
幾
多
の
農
村
論
客
が
主
張
す
る
如
く
炎
し
て
疲
弊
频
死
の
大
春
で
は
無
い
。

唯
4
1
激
I

經
濟
界
變
動
の
打
擊
に
少
し
く
_

を
增
せ
る
i

ぎ
ぬ
。
反
资
S

霞

し

5

f

努
せ
ば
決
し
て
自
ら
立
つ 

.

所
謂
る
農
村
問
題
の
實
態 

四
九
：
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0
1
0
0
1

)



'.所
謂
る
農
村
間
題
の
赞
憩

PI
I
■九

六

C 
ニ
〇
〇
ニ〕

の
力

I

つ
て

f

Q

I

無

5
。

現
に
今
息
不

I

n

自

馨

ヵ
f

l

の
,

が
相
當
の
繁

f

I

T

I

の 

實
例
は
各
驰
方
に
珍
ら
し
く
な
い
の
で
あ
‘

る
。

然
れ
I

々
は
我
農
村
-
<士
に
對
し
て
は
#

今
後
の
自
力
篇
努
力
せ
ん
こ
と
を
切
望
す
る
と
共
に
、
經

濟

政

策

の

篤 

富
對
し
て
は
、
f

其
施
設
の
影
響
と
豫
後
|

留
意
し
て
其
_

を
_

る
と
同
時
に
、
特
に
I

人
士
の
男
更
坐
I

I

 

I

自
H

籠

Q

§
 

i
し
、
I

時
に
從
來Q

如
く
葡
的
若
し
く
爆
强
制
的y

 

I

 

Q

貨
幣
的
S

蚤
加
す
る
が 

4
き
產
を
避
け
努
め
て
典
負
播
S

減
に
盡
力
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
せ
ざ
る
を
得
ぬ
.。

(

昭
和
七
年
九
！

下
冗
日
稿〉

.
賃

銀

學

說

史

'上

の

收

益

說
 

：

;

' 

, 

.
Iw
®

誠
 

一
 

M

經
濟
學
が
ア
ダ
ム
•
ス
ミ
ス
の
手
に
，於
い
て
其
の
近
代
的
形
態
に
到
達
し
て
ょ
り
以
來
、
絕
え
ず
論
带
せ
ら
れ
て
今
日
に
及
べ
る
も 

の
、
一
に
賃
銀
理
.論
が
あ
るO

ス
ミ
ス
の
驚
龈
學
說
は
、
紙
れ
が
暗
中
模
索
的
に
、
後
世
の
實
銀
理
論
を
预
示
せ
る
の
點
に
於
い
て
興 

味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
彼
れ
の
.時
代
以
後
に
於
け
る
歷
史
的
進
化
の
諸
時
期
に
特
有
な
る
諸
問
題
は
、
彼
れ
の
：學
說
中
に
包
含 

せ
ら
れ
.た
る
諸
’眞
理
'の
或
み
も
の
：を
'し
て
特
に
顯
要
な
る
地
位
に
立
，た
し
め
.た
.の
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
は
、
•资
本
の
蓄
樹
及
び
.土
.地
.の
領
有
に
先
立
っ
初
期
未
_
の
社
會
狀
態
に
在
っ
て
は
賃
銀
の
多
寡
は
全
然
勞
働
の
生
產
物
に 

ょ
つ
で
決
定
せ
ら
る
X
も
の
と
觀
た
o
r 

T
H
e

 Wealth 

of 

Nations, 

2
nd ed., 

1
7
700
, p

.

tr
l

o
。
双
し
な
が
ら
、
資
本
の
蓄
植
以
後 

の
狀
態
に
我
っ
て
は
1
勞
働
の
全
收
益
は
常
忆
勞
働
渚
に
屬
す
る
も
の
で
は
な
い
し
。®

の
辭
句
は「.

國
富
論」

初
版
中
に
#
せ
ざ

る

も 

の
で
'あ
っ
て
、

一
千
七
苗
七
十
八
年
の
种
版
に
至
つ
て
初
め
て
揷
入
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
版p. 

S

0

O而
し
て
、「

叉
或
る
國 

の
土
地
が
悉
ぐ
私
有
財
產
と
爲
る
や
、
.地
主
は
、
總
べ
て
の
他
の
人
々
の
如
く
、
.
€れ
等
が
嘗
つ
て
蒔
き
た
る
こ
と
な
き
處
に
刈
る
こ 

.質
銀
學
說
史
上
の
收
益
說 

四

九

七

0
5
0
1
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