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'
■
三
田
學
會
雜
.誌
.:.
第
四
十
九
卷

.第
A
號
.
.

、
で
あ
る
が
、
.い
わ
れ
る
程
單
純
で
は
な
い
。

マ
ソ
ハ
イ
ム
は
、.
イ
デ
オ

1
1ギ
1 

の
分
析
を
徹
底
す
る
と
共
に
、
近
代
科
學
の
宿
命
を
打
破
し
て
ゆ
く
一 

っ
の
方 

向
を
指
示
し
そ
れ
を
i

し
た
。

つ
い
で
(0
)
ぢ
罾
的
過
程
。
ヴ
ィ
ジ

H
Xな
ら

.
 

び
に
研
究
の
手
镑
を
説
明
す
る
。
イ
デ
オ
ロ
.ギ
ー
的
要
素
は
、

ー
體
ど
こ
に
入 

り
こ
む
か
。
又
こ
れ
を
排
除
し
う
る
方
法
は
何
か
。
そ
の
爲
に
は
科
學
的
過
崔 

そ
の
も
の
の
分
析
に
向
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
分
析
に
先
立
っ
認
知
活 

.動
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
分
析
以
前
の
認
知
活
動
を
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
名 

づ
け
る
。
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
定
義
の
上
か
ら
殆
ど
イ
デ
オ
ロ
ギ
I
的
で
あ 

る
。
こ
の
ヴ
ィ
.グ
ョ
ン
に
ょ
っ
て
科
學
は
、
そ
の
モ
デ
ル
を
作
る
材
料
を
與
え 

ら
れ
る
。
從
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
除
去
は
困
難
で
あ
る
。
.以
上
第
ー
篇
の
說 

明
を
終
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
之
を
單
な
る
第
一一

編
以
下
のt

l
i

段
階
で
あ
る 

と
考
え
て
は
い
け
な
い
。
そ
こ
に
は
、

シ
ユ
ム
ぺ
I

タ

1
の
砠
#
|4
_
に
對
す 

る
見
解
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
 

'

第
二
編
發
端
か
ら
第
一
次
古
典
的
狀
況
に
至
る
ま
で(

お
ょ
そ一
七
九0

年 

に
至
る
ま
で)

、

第
一
章
ギ
'リ
シ
ャ=

ロ
.丨
マ
の
經
濟
、

ギ
リ
シ
ャ
の
プ
ラ
ト 

ン
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ニ
人
が
主
と
し
て
論
む
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
.で
古
代 

ロ 

I
マ
の
狀
態
が
説
明
さ
れ
る
。
-第
一
一
章
の
ス
コ
ラ
學
者
と
自
然
法
.の
哲
學
者 

で
は
、

歷
史
の
述
_

と
い
う
點
が
强
調
さ
れ
て
い
る
し
か
も
徹
底
的
で
あ 

る
。
封
建
的
經
濟
1U
:
界
か
ら
資
本
主
義
的
經
濟
世
界
に
し
う
る
た
め
に

\
 

は
、
入
々
が
全
く
新
し
い
事
物
の
考
え
方
を
抱
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
笹
で
あ 

る
と
い
う
意
味
で
の
資
本
主
義
の
新
精
神
な
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
封 

建
時
代
の
社
會
に
は
、
.

の

あ
ら
ゆ
る
萠
芽
が
含
ま
れ
て
い
た
。
 

こ
れ
ら
の
萠
芽
は
緩
慢
な
速
度
で
發
育
し
、

そ
の
各
e
の
ス
テ
ッ
プ
は

そ
れ
に 

_
ず
る
方
途
を
教
え
つ
つ
、
資
本
主
義
的「

精
神」

と
を
少
し
ば
か
り
ず
つ
濃

.

:

五
：〇

V (

六
0
〇
.>

厚
に
し
て
い
，っ
た
。
十
五
世
紀
の
末
，に
.は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
資
本
、3£
'
義

な

る
 

漠
然
た
る
言
葉
に
結
び
っ
け
る
慣
わ
し
と
な
っ
て
い
る
現
象
の
大
部
分
が
出
現 

し
た
。
そ
の
資
本
主
義
的
企
業
の
生
成
は
裏
業
所
に
お
か
る
仕
事
か』

生
ず
る 

iT
'
b
い.

い
！

慣

斤
を
生
ぜ
し
め
た
。
そ
し
て
こ
の
種
の
考
え
方
が
漸
次
あ
ら 

ゆ
る
分
野
に
浸
透
し
た
。
こ
の
結
果
の
な
が
で
最
も
重
要
な
も
の
の
一
っ
は
、
 

敎
會
外
の
知
識
人
の
出
現
從
っ
て
ま
た
敎
f

の
科
學
の
出
現
で
あ
っ
た
。
敎 

.會
は
、
之
等
の
人
々
の
存
在
自
體
に
對
し
て
反
對
す
る
理
由
は
な
か
っ
た
し
或 

る
種
の
人
々
に
對
し
て
は
、寬
大
な
パ
ト
ロ
ソ
で
も
あ
っ
た
。敎
會
自
身
古
典
の 

研
究
を
獎
勵
し
た
。
ス
コ
ラ
哲
學
も
敎
會
外
科
學
の
.あ
ら
ゆ
る
萠
芽
を
包
含
し 

て
い
た
。
十
六

.
七
世
紀
の
敎
會
外
の
學
者
は
、

ス
コ
ラ
哲
學
の
仕
事
を
破
壞 

す
る
よ
り
む
し
ろ
繼
績
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
.敍
述
に
よ
つ
て
も
わ
か
る
よ 

う
に
誠
に
明
る
い
中
世
で
あ
る
。
.ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
宗
教
改
革
の
意
義
は
ど
う 

い
う
こ
と
に
な
る
か
。
歷
史
の
連
續
と
は
こ
の
よ
う
な
一
本
線
で
あ
る
こ
と
を 

果
し
て
意
味
す
る
か
。「

自
然
法
の
槪
念」

は
、
誠
に
興
味
あ
る
課
題
で
あ
る
。
 

し
か
し
，ゾ
干
ム
ぺ
I
タ

I
の
敍
述
は
明
確
を
缺
い
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス 

—

古
代
ロ
ー
マ
の
人
々
例
え
ば
ガ
ィ
ゥ
ス
、
ゥ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
、
キ
ケ
ロ
丨
■
ト 

マ
ス
丨
モ
リー

ナ
と
ー
應
自
然
法
の
系
譜
と
そ
の
性
格
の
變
遷
は
の
べ
て
い 

る
。
そ
し
て「

自
然
法
と
社
會
學
的
合
理
主
義」

と
い
う
問
題
が
論
じ
ら
れ
て 

い
る
。
自
然
法
の
'考
え
方
は
、
後
世
の
科
學
に
大
き
な
影
響
を
興
え
て
い
る
。
 

し
か
し
中
世
の
自
然
法
と
ia
m
の
自
然
法
更
に
は
双
^
に
お
け
る
自
※
法
の
解 

.釋
は
、
異
る
も
の
.で
あ
る
。
こ
の
點
の
相
違
就
中
神
の
侍
女
で
あ
る
理
性
と
人 

.
權
の
確
立
と
か
個
人
主
義
の
場
合
に
お
け
る
理
性
と
の
相
違
と
そ
の
變
遷
の
過 

程
は 

'と
.の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

思
う
に
、
シ
ュ
.ム
べ
ー
タ~

は
、「

分 

析
の
歷
史」

に
お
い
て
、

ュ
f
ト
ビ

I
的
要
素
を
な
る
べ
く
排
除
し
よ
う
と
努

力
し
た
の
で
は
な
い
か
。

實
踐
が
理
論
よ
り
先
で
あ

る

と

い

う

こ
と
は
、
被
創 

造
者
と
い
う
人
間

存
在
そ
の
も
の
の
根
本
的
な
辨
證
法
的
な
構
造
か
ら
く
る
。
 

し
か
し

そ
の
こ
と
は
、
身
が
心
よ
り
先
で
あ

る

と

か
糈
紳
か
ら
離
れ
て
、
肉
體 

を
考
察
す
る

こ
と
で
は
な
い
。
自
然
法
が
連
續
的
に
發
展
す
る
爲
に
は
、
新
し 

い
意
味
が
內
か
ら
與
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
た
.か
も
古
い
革
袋
の
中 

に
新
ら
し
い
酒
が
盛
ら
れ
る
よ
う..
に
。

第
三
章
は
、
行
政
顧
問
官
と
時
事
問
題 

小
册
子
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
重
商
主
義
の
時
代
で
あ
る
。(

原
書
は
、
 

Joseph A. wc
h
u
m
p
e
t
e
r
,

 

: History o
f
w
c
o
n
o
m
i
c

 A
n
a
l
y
s
i
s

.- 

edited f
r
o
m

 Ma
n
u
w
c
r
i
p
t b

y

 

Elizab©

ct-11 w
o
o
d
y

 sclaulnpe

c+or. 

N
e
w

 York, O
x
f
o
r
d

 University Press, 1954, pp. X
X
V
+
1
2
6
Q

で
あ
る
。
} (

A
5
判
、
四
三
八
頁
、
七
五
〇
圆
、
岩
波
書
店)(

山

部

德

雄)

.

ア
ブ
.

ッ
.シ
ユ
：濟 

_
道

家

忠

道*

成
瀨
治

_ 

■

『

ト

イ

ツ

-
歷
史
の
反
翁

-』

「

日
獨
兩
國
民
が
戰
わ
な
け
丸
ば
、

..

.

世
界
戰
爭
は
お
こ
ら
な
い」

ナ

チ

ス

•
ド
ィ
ッ
が
っ
い
え
去
っ
て
か
ら
十
年
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
新
し
い 

フ
ア
シ
ズ
ム
の

脅
威
を
身
じ
か
に
感

じ

よ

う

と

し
て
い
る
。
世
界
史
.に
も
稀
な

あ
の
い
た
ま
し
い
體
驗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
は
軍
備
擴
張
を 

I,

刻
も
や
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
水
燦
戰
爭
の
危
險
は
去
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
 

と
り
わ
け
、
祖
國E

本

W
ド
イ
ツ
と
同
じ
く
、世
界
が
平
和
の
方
向
に
向
う
か
、
 

そ
れ
と
も
再
び
戰
爭
に
る
か
の
岐
れ
路
に
立
っ
て
、
そ
の
鍵
を
に
ぎ
っ 

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
さ
け
る
こ
と
の
•で
き 

な
.い
現
實
で
あ
る
以
上
' 
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
お
か
れ
た
世
界
史
的
な
地
位
に 

.つ
い
て
深
く
省
察
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で
あ
る
し
、
と
り
わ
け
再
び
あ 

の
悲
劇
を
く
り
返
さ
な
い
た
め
に
も
、
わ
れ
わ
れ
の
悲
劇
の
原
因
が
、
何
に
由 

來
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
、

深
刻
に
考
え
る
こ
と
は
、

一
層
必
要
で
あ
ろ
う
。
 

最
近
に
お
け
る
日
本
近
代
史
の
研
究
が
、
い
ち
じ
る
し
い
進
步
を
記
錄
し
た
の 

も
、
現
在
の
日
本
が
お
か
れ
て
い
る
複
雜
微
妙
な
立
場
、
と
も
す
れ
ば
運
命
的

な
も
の
と
し
て
觀
念
し
が
ち
な
こ
の
ゆ
う
う
つ
な
^
^
-
い
う
ま
で
も
な
く

植
民
地
的
從
屬
と
政
治
の
腐
敗
膣
落——

を
歴
史
の
流
れ
の
な
か
に
し
っ
か
り 

と
把
握
し
、
ど
う
し
た
ら
こ
の
狀
態
か
ら
脫
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う 

切
實
な
要
求
が
、
廣
く
國
民
大
衆
の
な
か
か
ら
わ
き
上
っ
て
き
た
結
果
に
ほ
か 

な
ら
な
い
。
.

.

一
一
っ
の
世
界
に
分
割
さ
れ
、
日
本
の
場
合
よ
り
も
一
層
深
刻
で
悲
慘
だ
っ
た 

ド
イ
ツ
で
も
、
近
代
史
研
究
へ
.の
氣
運
が
非
常
に
た
か
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら 

れ
る
。
た
と
え
ば
、寡
聞
な
筆
者
の
眼
に
ふ
れ
た
も
の
で
は
、例
の
ク
チ
ン
ス
キ 

.1

の
ド
イ
ツ
帝
國
主
義
に
か
ん
す
る
大
著(J

aJr
g
e
n

 K
u
c
z
y
n
s
k
i

 ; studi- 

®
n zur G

e
s
c
h
i
c
h
t
e

CU
CD
W Deu-b

lnd
l
e
n Imperialismus. 2 Bde.l94

<o.) 

や
ド
イ
ツ
の
經
濟
的
發
展
に
か
ん
す
る
勞
作9

i
e

 w
e
w
e
g
u
n
g

04
®
”04
§
丨 

tschen Wir1:schaf

c+v
o
n

 
1
8
0
0

b
i
s

Mto

î5
1zweite durcligeseliene 

u
n
d

 erweiteirte A
u
S
a
g
e
,

 1948.)
、

そ
し
て
更
に
ル
}
ド
ウ
ィ
ツ
ヒ

.



三
田
學
會
雜
誌
：第
四
十
九
卷
■第
八
號

プ
レ
ラ

I
の

力

作「

ヮV

マ
ー
.ル
共
和
國
に
お
け
る
社
會
政
策」

•

Preller; Sozial Folitik in der W
e
i
m
a
r
e
r

 Eepublik, 1949，) 

な
ど
は
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
ほ
か
パ
ウ
ル
•
ヮ
ン
デ
ル
の
著 

作

(Paul 

W
a
n
d
e
l
;
D
e
r

 deutsche Imperialismus 

§
d seine 

Krie§
-das yationaie 

Ungiiik 

Deutschlands, 1
9
5
5
.
)

や
オ
ッ 

ト

！

ウ
ィ
ン
ツ 

T
l の
勞
f¥(ottQ TVinzer ; 

z
wo:
l
f
 Jahre K

a
m
p
f

 

q
e
g
e
n

 F
a
s
c
h
i
s
m
u
s
.
u
n
d

 Kriog, 1955
.
)

な
ど
も
注
目
す
べ
き
も
の
で 

あ
る
。
 

-

だ
が
こ
こ
に
紹
介
す
る
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
I 

.ア
ブ
ヴ

シ
ユ
の
ド
イ
ツ

_
_

0
 

史
の
反
省
I
 (

原
著
は「

一
國
民
の
迷
路」
I
«
e
r Ir

r
w
e
g

 

einer 

N
a
t
i
o
n
)

は
こ
の
よ
う
な
勞
作
と
な
ら
ん
で
、

ド
イ
ツ
の
歷
史
を
そ
の
精
神 

:

史
的
®

に
お
い
て
理
解
し
た
點
で
、
た
と
え
ば
あ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ•

マ 

イ
ネ
ッ
ケ
の「

ド
イ
ツ
の
破
局」

(Friedrich 

Meinecke; 
Die 

deu- 

tsche K
a
t
a
s
t
r
o
p
h
e
l
B
e
t
r
a
c
h
t
u
n

的 

E
r
i
n
n
e
r
u
n

的en
,
19460 

と
同
じ
よ
う
な
敍
述
の
方
法
を
と
つ
て
い
る
が
、
し
か
し
ア
ブ
ッ
シ
ユ
は
マ
ル
.
 

ク
ス
主
義
者
で
あ
っ
て
、

マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
宿
命
主
義
と
は
銳
く
對
立
す
る
。

ニ

譯
者
の
ま
え
が
き
に
よ
れ
ば
、
著
者
ア
ブ
ッ
シ
ユ
は
、

一
九
〇
一
一
年
、
南
ド 

イ
ハ
の
古
都
ニ

ユ

ル

ン

ベ

ル

ク

の

濕

者

街
で
生
れ
た
。

商
店
に
働
き
な
が 

ら
、
早
く
か
ら
文
學
や
歷
史
に
親
し
み
、

一
九
一
八
年
の
革
命
前
か
ら
反
戰
運 

i

動
に
參
加
し
た
と
い
う
か
ら
、

生
れ
な
が
ら
の
舉
命
家
で
あ
つ
た
わ
け
で
あ 

る
。

や
が
て
テ

ユ

！

リ
ン
ゲ
ン
地
方
の
黨
機
關
紙
、
ノ

イ

エ

•
ツ
ァ
イ
ト

ウ

ン 

ク
やa

丄
ァ.

フ
ア
丨
ネ
な
ど
の

共
產
黨
機
關
紙
の
主
筆
と
し
て

活
蹯
し
、
勞

_
 

五
ニ 

：

パ
六
0
ニ)

働
者
.の
闘
爭
を
指
導
し
て
幾
度
か
大
に
問
わ
れ
た
が
、
一
九
三

—:
一
年
ヒ
ヴ 

ト

ラ

ー
が
政
權
を
掌
握
す
る
や
、
反
フ
ァ
シ
ス
ト
運
動
を
つ
づ
け
、
と
く
に
第
.
 

二
次
世
界
大
戰
の
勃
發
と
と
も
に
地
下
運
動
に
入
り
、

一
時
フ
ラ
ン
ス
政
府
に 

捕
え
ら
れ
た
が
、

の
ち
に
メ
キ
シ
コ
.に
わ
た
り
、「

自
由
ド
イ
ツ」

誌
を
出
し 

て
反
フ
ァ
シ

ス

ト

蓮
動
に
從

事
し
た
。
現
在
は
ド
イ
ツ
民
主
共
和
國
の
文
化
省 

に
あ
つ
て
、
要
職
に
つ
い
て
い
る
。
從
つ
て
彼
が
¥-
|
2の
歷
史
家
で
も
思
想
家 

で
も
な
い
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
猶
學
で
あ
つ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
、
そ
れ 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
書
が
多
く
の
ド
イ
ツ
人
に
讀
ま
れ
、
フ
ラ
ン
ツ
.
メ 

丨

リ

ン
グ
の
，「

ド
イ
ツ
史」

に
比
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、

著
者
の
學
識
の
深
さ 

と
、
豐
か
な
思
想
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

.
こ
の
書
は
つ
ぎ
の
九
章
と
著
者
の
あ
と
が
き
と
か
ら
成
つ
て
い
る
。
す
な
わ 

ち
、
第

一

章

：一
國
民
の
未
完
の
姿
、
第
一
一
章
プ
ロ
イ
セ
ン
主
義
の
本
質
、
 

第
三
章
ド
イ
ツ
の
自
由
の
た
め
の
二
つ
の
試
み
、
第
四
章 

<

フ
ロ
イ
セ
ン
的 

社
會
主
義

> 

に
つ
い
て
の
傳
說
、
第
五
章
ド
イ
ツ
人
の

 

<內
な
る
王
國
>
、
 

第
六
章
ド
イ
ツ
帝
國
主
義
の
再
度
の
試
み
、
第
七
章
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
い
た

ら
な
い
で
も
す
ん
だ
道
、
第
八
章
七
ッ
ト
ラ

-
-
野
獸
性
の
夢
と
現
實
、

第
九
章
ド
イ
ツ
人
の
責
任
、
四

^
^
-

~
~

著
著
の
あ
と
が
き
、
で
あ
る
。
.

ア
ブ
ッ
シ
ユ
は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
主
義
の
野
獸
性
の
萠
芽
を
、
遠
く
さ
か
の
ぼ
つ 

て
プ
ロ
イ
セ
ン
主
義
の
な
か
に
見
出
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち

S
ぅ
。「

十
匕
世 

紀
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
國
家
の
誕
生
と
同
時
に
、
あ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
主
義
の
發
膜 

を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
精
神
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
時
代
.に

殘

酷

な

軍

國

主

祌 

と
、
ま
t
し
ば
し
ば
ド
イ
ツ
精
神
と
同
一
視
さ
れ
た
。
實

際『

プ
ロ
イ
セ
ン
主 

義

は

、
ナ
チ
糖
神
の
强
い

—

し
か
し
む

ろ

ん

唯
一
と
は
い
え
ぬ
が—

反 

動
的
な
源
泉
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
主
義
の
歴
史
的
發
展
と
' 
二
十
世
紀
の

戰
爭
に
い
た
る
そ
の
作
用
を
の
べ
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
謎
を
と
く——

唯
一 

と
は
い
え
ぬ
が
—

鍵
の
一
つ
で
あ
る」

と(

三
〇
頁)

。
ま
た
つ
ぎ
の
.よ
う
に 

も
云
っ
て
い
る
。「

反
動
的
な
プ
ロ
イ
セ
ン
主
義
.の
軍
國
的
性
格
は
、
犬
資
本 

家
ト
ラ
ス
ト
の
近
代
ド
イ
ツ
帝
國
主
義
に
い
よ
い
よ
侵
略
的
な
調
子
を
加
え
た 

…
…

ド
イ
ツ
の
不
幸
と
國
民
的
破
局
か
ら
生
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
.主
義
は
、
三
百 

年
の
う
ち
に
、
ド
イ
ツ
の
最
大
の
不
幸
と
最
深
の
國
民
的
破
局
の
道
な
ら
し
と 

な
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
支
配
階
級
は
、
ド
イ
ツ
が
つ
い
に
身
の
ほ
ど
を
知
ら 

ぬ
軍
國
主
義
と
带
國
主
義
の
悲
劇
的
..
犯
罪
的
發
展
に
追
い
こ
ま
れ
た
こ
と
に 

山
盛
り一

杯
の
責
任
を
も
っ
て
い
？)
.

」

と(

三
一
頁)

。
で
は
ア
ブ
ツ
シ
ユ
は
、
 

プ
ロ
イ
セ
ン
主
義
の
本
質
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
 

彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
政
治
的
本
質
が
有
す
る
根
本
的
特
徴
を
、

っ
ぎ
の
.三
.っ
に 

わ
け
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
そ
れ
は
、
東
方
ス
ラ
ヴ
民
族
へ
の
侵
略
で
あ
り
、
 

ブ
ラ
シ
デ
ン
ブ
ル
ク

=

プ
ロ
イ
セ
ン
國
は
、
そ

0 .
土
地
貴
族
と
し
て
の
ユ
ン
カ 

丨
を
中
心
と
し
て
、
策
方
進
出
の
望
み
を
す
て
な
か
っ
た
。
は
る
か
十
三
世
紀 

の
昔
か
ら
彼
等
.は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
土
着
の
ス
ラ
ヴ
民
族
を
征
服
し
、
ス
ラ
ヴ 

•
農
民
を
農
奴
に
か
え
て
し
ま
う
こ
と
を
夢
に
も
忘
れ
な
か
つ
た
。
こ
こ
に
の
ち 

に
十
八
世
紀
フ
リ

~

ド
リ
ツ
ヒ
一
一
世
に
よ
る
ポ
I
ラ
ン
ド
分
割
と
し
て
現
わ
れ 

た
プ
ロ
イ
セ
ン
國
家
の
軍
事
的
侵
略
的
性
格
の
第
一
の
^
:徵
が
存
す
る
。
そ
し 

V

ヒ
ツ
ト
ラ
I
も
ま
た
こ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ツ
.ヒ
.を
最
良
の
敎
師
と
し
た0

プ
ロ 

イ
セ
ン
主
義
の
政
治
的
特
徴
の
第

.ニ
は
、

ユ
ン
ヵ
ー
の
國
で
あ
る
こ
と
で
あ 

る
。
：
そ
し
て
第
三
に
反
ド
イ
ツ
的
な
で
あ
る
。
十
七
世
紀
、
三
十
年
戰
爭 

の
®

'
.荒
廢
し
た
ド
イ
ツ
は
、
.三
：由
六
十
五
の
小
王
睽
國
の
單
な
る
集
合
と 

y

い
う
支
離
滅
裂
な
迎
邦
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
と
き
に
、 

プ
ロ
'イ
セ
シ
は
、
.こ
の
ド
イ
ツ
帝
國
の
犠
牲
の
上
に
、
强
國
と
し
て
浮
び
上
つ

て
き
た
。
そ
し
て
い
わ
ゆ

る

.
フ

リ
I
ド
リ

ツ

ヒ
大
王
の
と
き
に
、
ヨ

ー

ロ
ツ
パ 

に
お
け
る
プ
ロ
イ
セ
' ン
の
地
位
を
固
め
た
の
だ
が
、

.し
か
し
、

「

プ
ロ
イ
セ
ン 

の
政
策
は
、

フ
リ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
ニ
世
以
後
の
世
紀
に
お
い
て
も
、
け
っ
し
て
ド 

イ
ツ
の
.國
民
的
統
一
に
は
む
け
ら
れ
ず
、
い
っ
も
無
脅
に
單
純
に
、
領
土
の
掠 

奪
そ
の
も
の
へ
と
む
け
ら
れ
た」

の
で
あ
る(

六
一
頁)

。

ア
^
ツ
シ
ュ
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
政
治
的
本
質
を
三
っ
に 

わ
け
て
、
そ
办
ナ
チ
ス
に
つ
な
が
る
性
格
を
分
析
し
て
い
る
が
、
し
か
し
プ
ロ 

イ
セ
ン
主
義
の
反
動
的
性
格
を
打
破
し
よ
う
と
し
て
努
力
し
た
も
つ
と
も
勇
敢 

な
人
物
と
し
て
、.シ
、
タ
イ
ン
男
爵
を
あ
げ
て
い
る
。
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
は
、
 

.ゲ

.

—

テ
や
シ
ラ
ー
の
時
代
で
あ
る
と
と
も
に
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
f 

.フォ

.ン• 

フ
ン
ボ
ル
ト
や
力
一
ル

.
フ
ォ
ン
•
シ
ュ
タ
イ
ン
な
ど
の
す
ぐ
れ
た
頭
腦
を
生 

み
出
し
た
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
大
度
と
し
て
は
げ
し
い
に
く
し
み 

を
賈
い
な
が
ら
も
、
恐
れ
る
と
.こ
ろ
な
く
、
絕
對
主
義
の
政
治
的
無
能
を
攻
擊 

し
た
。「

彼
は
自
分
の
背
後
に
、

動
く
力
と
し
て
の
、

ま
た
彼
自
身
を
動
か
す 

力
と
.し
て
の
人
民
諸
階
級
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た」

.の
だ
が
、
と
に
か
く
一 
八 

〇
七
年
十
月
九
日
、
農
民
の
世
襲
隸
屬
性
と
農
奴
制
撤
廢
の
刺
令
を
出
し
た
の 

で
あ
る
。
ア
ブ
ツ
シ
ュ
は
、
進
步
的
改
苹
主
義
者
と
し
て
の
シ

H

タ
イ
ン
の
業 

績
を
高
く
評
價
す
る
と
同
時
に
、
や
が
て
メ
ツ
テ
ル
一一

ツ
ヒ
の
反
動
的
政
策
を 

こ
れ
と
對
比
さ
せ
る
0

シ
ュ
タ
イ
ン
が
プ
ロ
イ
セ
ン
主
ユ
ン
ヵ
ー
茭
配
に 

反
對
す
る
急
進
的
な
自
由
主
義
者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
メ
ツ
テ
ル
ニ
ツ
ヒ
は 

ま
さ
に
、

ユ
ン
力
一
の
利
益
の
代
辯
者
で
あ
り
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ド
イ
ツ
統
一 

を
念
願
す
る
民
族
主
義
者
で
あ
っ
た
と
は
丁
度
^
に
、
ド
イ
ツ
を
分
裂
の
狀
態 

に
お
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
オ
一
ス
ト
リ
ヤ
の
國
家
的
存
立
を
保
と
う
と
し
た
-o 

こ
：う
.し
て
十
九
世
紀
初
頭
の
ド

.

イ
ツ
は
、：
進
步
と
反
動
の
絕
え
ざ
る
圃
爭
が
あ
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三
田
學
會
雑
誌
笫
四
十
九
卷
第
八
號

り
、
革
命
を
お
し
す
す
め
よ
うAJ

す
る
勢
力
と
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
勢 

力
の
衝
突
は
、
次
第
に
は
げ
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。

一
八
四
八
年
の
い
わ
ゆ
る
.

:

三DT

革
命
は
、
.
.フ
ラ
.ン
ス
、
オ
.
1ス
ト
リ
ヤ
，
ポ

I
ラ
シ
ド
な
ど
..
に
お
こ
.つ
た 

一
連
の
苹
命
的
な
騷
ぎ
の
一
環
を
な
の
で
、.
.
こ
こ
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
フ 

ル
ジ
ョ
ア
苹
命
は
成
功
す
る
.

か
に
見
え
た
。「

一
八一

五
年
以
来
、『

三
十
三
年 

の
識
璐』

の
う
ち
に
っ
も
り
に
っ
も
っ
た
人
民
の
革
命
的
エ
ネ
ル
ギ
I
が
、
こ 

こ
に
爆
發
し
た
の
で
^-
る」

(

九
ニ
頁)
。

*
,だ
が
結
局
そ
れ
は
、『

裏
切
ら
れ
た
革
命』
と
し
て
、
失
敗
.に
終
っ
た
。「

ブ 

ル
ジ
ョ
ア
ジ

I
賓
族
の
自
由
主
義
的=

君
主
主
義
的
サ
ー
ク
ル
の
態
度
は
、
妥 

協
へ
の
あ
こ
が
が
、
K
動
に
對
す
る
公
然
た
る
武
裝
鬪
爭
の
結
果
へ
の
恐
れ
、
 

i

者
へ
の
不
信
に
動
か
さ
れ
て
い
た
。
i

者
の
獨
自
の
經
濟
的
要
求
を
、
 

彼
ら
は
、
シ
ュ
レ
ジ
ェ
ン
の
織
工
の
暴
動
以
來
恐
れ
、
こ
と
に
、

ョー

ロ
ッ
パ 

の
政
治
的
地
平
線
に
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
影
於
威
嚇
的
に
た
ち
上
っ
て
き 

た
。
パ
リ
の
ニ
月
革
命
以
後
は
、
な
お
さ
ら
恐
れ
て
い
た『

共
產
主
義
の
幽
靈』 

が
さ
ま
よ
い
は
じ
め
た」

(

九
五
頁〕

の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
農
民
戰
爭
以
来
、
最
初
の
革
命
で
あ
っ
た
こ
の
三
月
革
命
は
、
何
故 

に
敗
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
ア
ブ
ッ
.シ
ュ
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
袞
う
。
 

第
一
に
、
富
裕
に
な
つ
た
ブ
ル
ジ
〒
ア
ジ

I
が
、人
民
と
の
共
同
戰
線
よ
り
は
、
 

王
や
貴
族
と
の
§

を
選
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
プ
チ
ブ
ル
と
農
民
よ 

り
な
る
民
主
攤
が
、
§

を
逸
せ
ず
徹
底
的
な
大
膽
な
行
動
に
出
る
肚
を
き
め 

な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
、
若
い
^

#者
階
級
の
力
は
、
ド
イ
ツ
の
一 

般
的
な
民
主
的
闘
爭
の
指
導
を
考
え
る
に
は
、
當
時
ま
だ
あ
ま
り
に
も
弱
か
っ 

た
こ
と
で
あ
る(

一
0 
一
K)

。
こ
う
し
て
一
八
四
八
年
の
革
命
の
失
敗
は
、
反

'
 

動
勢
力
に
長
く
そ
の
勝
利
を
約
束
し
、
來
る
べ
き
二
十
世
紀
に
お
い
て
、
ド
イ

r
 

/ 

. 

r

’
 

' 

五

四

(

-J
.ハ
0
四)

.ツ
國
民
ば
こ
の
反
動
勢
力
と
對
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

三

'
•一
八
四
八
年
以
後
、
第
一
次
世
界
大
戰
激
發
ま
で
の
ド
イ
ツ
は
、
い
わ
ゆ
る

ビ
ス
マ
ル
ク
の
時
代
に
は
じ
ま
り
、
ヴ
ィ
ル
へ
ル
ム
に
つ
な
が
る
.ド
イ
ツ

資
本
主
義
の
最
盛
期
で
あ
り
、
黄
金
時
代
で
あ
っ
た
。
.ユ
ン
ヵ
ー
出
身
の
獨
裁 

者
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
,一
 
方
に
お
い
て
^

若̂
階
級
の
運
動
を
お
さ
え
、
他
方
自 

由
主
義
者
を
骨
拔
き
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
民
主
化
を
は
ば
む
た 

め
、
.あ
ら
ゆ
る

手
段
を
と
っ
た
。
す
な
わ
•ち
彼
は
、
三
っ
の
方
策
に
よ
っ
て
勞 

働
運
動
に
對
處
し
た
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、

一

八
六
三
年
五
月
以
来
ラ
ッ
サ
ー 

.ル
と

結
ぶ
こ

と

に

よ

つ
て
、
第
二
に
、
社
會
主
_
鎭
壓
法
に
よ
つ
て
、
そ
し
て 

更
に
第
三
に
、

上
か
ら
の
社
會
保
險
制
度
に
よ
っ
て
で
あ
る(

一
ニ
五
頁)

。

A J

の
よ
う
に
し
て
、

ビ
ス
マ
ル
ク
の
八

プ
ロ
イ
セ
ン

的社會主は、

蓮
動
の
奥
深
く
入
っ
て
い
っ
.た
。

ア
ブ
ッ
シ
ュ
は
、

っ
ぎ
の
よ
う
に
云
う
。

,「

フ
リ
ー

ド
リ
ッ
ヒ

二
世
と
ビ
ス
マ
ル
タ
と
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン

.的
反
革
命
、
プ 

口
イ
セ
シ
的
反
社
會
主
義
の
生
ん
だ
二
人
の
立
役
者
で
あ
つ
た」

と
。
要
す
る 

に
ビ
ス
マ
ル
ク

的
社
會
政
策
と
フ
リー

ド
リ
ッ
ヒ
ニ
世
の
侵
略
政
策
こ
そ
、
ヒ 

.
ッ
ト
ラ
ー
に

よ
つ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
獨
占
資
本
の
走
^
で
あ
つ
た 

ヒ
ッ
ト
ラ

ー
が
彼
等
か
ら
多
く
の
も
の
を
學
ん
だ
こ
と
を

力
説
し
て
い
る
。

氺 

木 

本 

本 

.，

ア
ブ
.ッ
シ
ュ
の
こ
の
大
著
は
、
ド

イ

ツ

•
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
成
立
を
、
そ
の
精 

神
史
の
背
景
に
お
い
て
把
握
し
た
も
の
と
し
て
は
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
貴
重 

な
も
の
で
は
あ
る
が
、ド
イ
ツ
の
者
階
級
運
動
の
發
展
と
後
退
に
つ

V
て 

と
り
わ
け

そ
の
特
殊
性
に
つ
い
て
、
あ

ま

り

の
べ
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
思
想
的

な
點
か
ら
の
み
考
察
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。

こ
こ
に
こ
の
著
作
の
限
界
が
存
す
る
よ
ぅ
に
思
ぅ
。

(

飯

田

鼎

)

明

靡

.取

引

小

史

明
礬
は
中
世
の
ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
貴
重
な
品
と
さ
れ
、
東
方
か
ら
の
輸
入
に
負 

っ
た
。
脱
脂
と
染
色
の
た
め
織
物
工
業
で
か
な
り
の
需
要
が
あ
っ
た
。

成
立
期
の
織
物
工
業
に
っ
い
て
は
豐
が
な
研
淹
史
に
惠
ま
れ
る
。
し
か
し
原 

料
が
如
何
に
し
て
，調
達
さ
れ
た
か
に
っ
い
て
硏
姥
は
多
く
な
い
。
：
生
產
の
過
程 

に
お
t
て
必
51
と
な
る
明
^
に
關
^
て
.全
く
觸
れ
ら
れ
な
か
っ
*:
の
も
止
む
を 

得
な
い
。
し
か
し
最
近
披
見
し
た
論
文Marie-Louise Heers, 
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ĉ
o
i
r
e

 §
coiiomique 

ei: 

sociale 

M<o
?̂I, pp.

.■ 

3
1
-
5
3
.

は
硏
究
史
の
こ
の
空
&
を
埋
め
て
く
れ
る
。
以
下
は
そ
の
紹
介
で
あ 

る
。
主
產
地
で
あ
る
東
方
で
明
礬
を
採
掘
し
た
の
は
誰
が
、
ま
た
誰
が
販
資
を 

擔
當
し
た
か
に
っ
い
て
記
述
し
て
い
る
の
で
興
味
深
い
。

ニ

明

礬

坑

は

の

各

所

に

散

在

し

、
ジ
工
ノ
ァ
出
身
の
商
人
が
獨
占
し
て
い 

た
。.

ジH 
ノ
ア
人
の
植
民
地
に
あ
る
鑛
山
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
.先
ず
フ
オ
：丨
ケ

.坑
ヵ
目
立
っ
東
方
で
最
大
の
も
の
で
、
十
三
世
紀
末
以
^
！取
初
ッ
ァ
カ
リ
ア 

家
の
獨
占
で
あ
つ
た
。
次
い
で
そ
の
沒
落
後
ば
カ
タ
ネ
オ

•デ
ラ
•
ヴ
ォ
ル
タ 

家
の
獨
占
と
.な
っ
た
。
し
か
し
旣
に
カ
タ
ネ
オ
家
に
よ
る
單
獨
の
獨
占
で
は
な 

く
、
ほ
か
に
サ
ル
ヴ
ュ
ー
ゴ
家
と
ド
リ
ア
家
が
獨
占
に
加
わ
り
、
十
四
世
紀
に 

'
早
く
も
組
合
が
成
立
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
三
四
〇
年
フ
ォ
ー
ヶ
坑
は
ト
ル 

コ
人
に
よ
り
^
領
さ
れ
、
壞
滅
的
な
打
擊
を
受
け
た
。

一
三
四
六
年
ジ
ェ
ノ
ア 

商
人
は
本
國
か
ら
船
隊
の
救
援
を
得
て
そ
の
奪
囘
に
成
功
し
た
。
戰
費
を
調
達 

し
た
こ
れ
ら
商
人
の
間
で
組
合
が
結
成
さ
れ
、
フ
ォ
ー
ヶ
坑
と
附
近
の
明
礬
坑 

は
以
後
こ
の
組
合
の
支
配
に
屬
す
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
。
但
し
本
國
商
人
が
こ
の 

組
合
に
參
加
し
た
の
は
一
四
ニ
四
年
以
降
で
、
組
合
に
屬
す
る
商
人
か
ら
權
利 

の
移
讓
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

特
定
家
族
に
よ
る
獨
占
か
ら
共
同
へ
と
い
ぅ
こ
の
動
き
は
、
ト
ル
コ
領
や
ギ 

リ
シ
ャ
領
內
深
く
進
出
し
て
明
礬
坑
を
IBW
負
つ
た
ジ
ュ
ノ
ア
商
人
の
間
で
も
見 

ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
動
き
は
マ
ル
マ
ラ
海
の
諸
鳥
の
明
礬
坑
で 

活
蹯
し
た
ジ
二 
ノ
ア
商
人
の
場
ム
ロ
㈱
に
■
罾
で
あ
っ
た
。

組
合
ば
直
接
に
採
掘
に
當
っ
た
わ
け
で
な
く
、
採
掘
權
を
競
賣
に
付
.す
か
、
 

直
接
に
採
掘
に
從
事
す
る
業
者
の
た
め
に
融
資
す
る
か
で
あ
っ
た
。
明
礬
は
山
.
 

元
で
買
却
さ
れ
た
。
そ
し
て
他
の
商
人
が
輸
出
を
擔
當
し
た
。
し
か
し
販
賣
も 

ジ
ェ
ノ
ア
出
身
の
商
人
の
獨
占
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
ロ
メ
リ
ニ
家
。

口
メ
リ
ー
一 

.家
は
ペ
ラ
、
ブ
ル

.！
ジ
ュ
、
ジ
ュ
ノ
ア
に
一
族
の
者
を
常
駐

さ

せ

、
家
族
的
結 

.束
に
よ
っ
て
販
賣
網
を
擴
大
し
て
行
っ
た
。
ぺ
ラ
の
®
を
^
は
'フ
ロ
レ
ン
ス

織 

物
工
業
に
供
給
さ
れ
る
明
礬
を
扱
っ

た

。

ジ
ュ
ノ
ア
の
駐
在
者
の
手
で
ス
ベ
ィ 

;

ン
、
■イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
：ド
ル
向
け
積
荷
が
整
理
さ
れ
た
0
ブ
ル

I
ジ
ェ
の
駐 

在
者
ば
フ
ラ
シ
ド
ル
で
の
販
寶
を
引
受
け
た
。
ジ
_
 H 
ノ
ア
の
ぽ
$
者
が
た
だ
一


