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関
し
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W
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u
n
s
t
d
e
n
k
m
M
e
r

 

der

 

Provinz

 

Hannover:
 Die

 wau-

 

un
d

 KunstdenkmEler

 des

 Her.

 

zogtuss

 

Oldenburg

 

;

 Handbuoll

 

der

 

Iiistorischen

 StStten

 Deutsch-

 

lands,

 w
d
.
.
 

2,

 

Niedersachsen

 

u
n
d

 
Bremen,

 

Ilrsg.

 von

 

K
u
r

什
 Briining,

 

Stuttgart

 1958

 

;

 Ha
n
s

 D

o:rries,
 Entstebln

oq
自

ら

 pormenbildung

 

der

 

n
i
e
d
E
C
M
S
C
h
e
n

cotadt,

 

Eine

 vergleichende

 sstegeographie,

 

Forschungen

 3
H

 deutschen

 Landes-

 

u
n
d

 
Volkskunde,

 w
d
.
 

X
X
V
I
I
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 1929;
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 Mittelalterliche

 weichbild-
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Osnabriicker
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a
n
d
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w
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y
g
.
J

JB
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o
h
g
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g
a
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y
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o
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alter,
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m
e
n
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 .ver

o:
«}entlichungen

 

aus

 

demTStaatsarchi
 く
 

der

 

Freien

 

Hansestadt

 Bi
e
n
,

 

Heft
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Gestalt
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w
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,
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u
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h
l
a
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d
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r
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e
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f.

入
江
節
次
郎
著

『

帝

国

主

義

論

序

説

』

飯

田

裕

康

レ
ーU

ン

の『

帝
国
主
義
論』

が
刊
行
さ
れ
て
五
〇
年
を
経
過
し
た
^

日
、
 

帝
国
主
義
論
が
新
た
々
実
践
的
課
題
へ
の
対
応
と
、
理
論
的
展
開
の
要
請
を
う 

け
て
い
る
こ
と
は
命
い
難
い
事
爽
で
あ
る
。
わ
が
国
に
■あ
っ
て
も
、
第
二
次
大 

戦
後
の
新
た
な
帝
国
主
義
的
体
制
の
两
編
に
直
面
し
て
、
こ
れ
ら
の
隱
に
は 

積
極
的
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
、
そ
の
成
果
も
決
し
て
小
さ
い
と
は
い
い
え
‘よ 

I

と
り
ゎ
け
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
、

レ
ー
ニ
ン
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
金 

融
矿
本
範
_

に
か
ん
し
て
は
、
歴
史
的
に
も
'

 

現
状
分
析
的
に
も
、
ま
た
細
論 

的
に
も
、
養

な

業

績

が

あ

る

。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
方
向
は
、
実
證

義

的
 

色
彩
を
強
め
介
が
ら
も
益
々
さ
か
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
だ
が
、

レ
ー

ニ
ン
に 

よ
っ
て
提
汁
さ
れ
た
論
.点
の
深
さ
と
、
.広

範

さ

と

が

、

今

日

の

動

向

の

.な

ぃ

で
 

十
/
刀
生
か
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
そ
の
こ
.と
は
、

レ.
.丨11 .

『

帝
国
主
義
論』

で
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
S

世
紀
資
本
主
義
の
発
展 

鼠
向
へ
主
体
的
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
か
つ
帝
国
主
義
論
の
体
系
化
を
意
図 

書

評

し
た
と
い
う
点
の
現
段
階
的
な
諸
評
価
に
照
ら
し
て
も
あ
き
ら
か
な
と
こ
ろ
で 

あ
•る

レ
ー

ニ
ン
の『

帝
国
主
義
論
ノ ー

ト』

技
、

こ
の
よ
う
な
レ
I
 

ニ
ン
の 

意
図
を
如
実
に
わ
れ
わ
れ
に
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

今
日
の
帝
国
主
義
論
の
課
題
は
、
現
代
資
本
主
義
の
分
析
と
密
接
に
結
び
つ 

い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
金
融
資
本
の
存
在
態
様
や
、
資
本
虫
義
の
国 

際
的
_

速
の
探
究
と
い
っ
た
、
周
所
的
な
こ

と

で
つ

き

る

も

の

で

は
€-
^

な 

い
。
そ
れ
は
、
現
代
資
本
主
義
の
全
運
動
を
規
定
す
る
基
礎
範
_

の
確
定
と
、
 

そ
の
展
開
と
に
よ
っ
て
果
さ

れ

る

、

一
個
の
体
系
的
研
究
で
な
け
れ
ば
な

ら

な
 

I

こ
の
方
向
を
確
立
す
る
う
え
か
ら
も
、

レ
ー
ニ
ン
の『

帝
国
主
義
%
t

 

今
日
更
め
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
#

は
上
記
の
よ
う
な
課
題
に
積
極
的
に
と
り
く
み
、
過
去
の
諸
研
究
動
向 

の
厳
し
い
批
判
的
検
射
と
、
著
者
の
実
証
的
分
析
の
う
え
に
立
脚
し
て
な
っ
た 

書
物
で
あ
る
。
著
者
は
単
に
、
既
存
の
研
究
の
短
を
補
う
だ
け
で
は
k

く
、
帝 

国
主
義
論
の
素
材
対
象
、
方
法
及
び
体
系
と
い
う
、
お
よ
そ
科
学
的
な
研
究
こ 

と

っ
て
不
可
欠
な
領
域
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
問
題
提
起
を
こ
こ
ろ
み
ら
れ
て 

い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
著
者
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
紹
介
し
、
そ
れ
こ 

つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
こ
こ
ろ
み
.て
み
た
い
。

ニ

I

序
説
で
は
帝
国
主
義
論
の
二
つ
の
代
表
的
タ
ィ
プ
を
と
り
あ
げ
、
批
判
さ 

れ
る
。

一

つ
は
、『

資
本
論j

と

『

帝
®

主
義
論』

と
を
直
結
す
る
体
系
だ
と
す 

る
.見
解
、
他
は
、
帝
国
主
義
論
を『

資
本
論』

■と
切
り
離
し
て
、
塑
態
論
的
、
 

類
型
的
.に
展
開
し
よ
う
と
す
‘
る
も
；の
で
.
あ
る
。

八

一

(

七
〇
九)



:
第
一
の
道
に
か
ん
し
て
、
著
者
は
、
抽
象
か
ら
具
体
べ
と
.い
う
展
開
.で
は
.：
 

帝
国
主
義
論
の
段
階
的
設
定
.の
意
味
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
す
る
。
ま
.た
第
.

tl

 

■の
.道
に
か
ん
し
て
は
、
帝
国
主
義
の
型
.の
う
え
で
の
相
違
を
あ
き
ら
か
に
：し
_.う 

.る
と
い
う
稹
極
而
を
持
ち
う
る
に
し
て
も
、
そ
の
体
系
性
を
き
わ
め
'て
.限
定
1

 

.
て
し
ま
っ
て
、
真
に
段
階
論
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
と
す
る
。

'

.
入
江
氏
は
、
こ
う
し
た一 ,1

つ
の
道
を
、
い
ず
れ
も
批
判
的
に
超
克
し
た
、
新 

し
い
帝
国
主
義
論
の
体
系
化
を
意
図
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
は
、
ニ
〇
世 

紀
資
本
主
義
と
い
っ
た
、
ば
く
然
と
し
た
も
の
と
せ
ず
、「

あ
く
ま
で
も
、
資 

.木
主
義
の
特
定
の
、
最
高
の
段
階
の
基
本
的
特
質
の
標
識
化
と
、
こ
れ
ら
の
特 

.質
相
互
の
内
的
関
連
の
体
系
化
が
、
帝
_
主
義
論
の
対
象
と
.し
て
設
定
さ
れ
な 

.け
れ
ば
な
ら
な
い
1_
:
.

(

'ー
四
頁)

と
し
て
い
る
。
対
象
と
方
法
と
の
対
応
が
、
明 

確
に
示
さ
れ
る
。

.

し
た
か

っ
-'
T

帝
国
主
韻
論
は
、
独
自
の
方
法
.に
立
脚
す
る
こ
と
.
に
な
る
。
 

そ
れ
は
、『

資
本
論』

の
上
向
法
と
は
こ
と
な
っ
た
、
傾
向
的
な
法
則
と
し
て 

つ
か
ま
れ
る
。
対
象
自
体
の
複
雑
性
が
、方
法
に
作
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、そ
れ 

だ
か
ら
こ
そ
、「

生
産
の
集
積
と
い
う
範
_
を
明
確
に
定
立
、
規
定」
ニ
七
頁)

 

す
る
こ
と
を
強
調
す
る
"
そ
の
展
開
方
法
も
、f

措
定
対
象
の
媒
介
を
つ
う
じ 

て
展
開
さ
れ
る
傾
向
が
強
い」

(

一
九
頁)

も
の
と
な
る
と
さ
れ
る
。

n
生
産
の
集
樹
と
帝
国
主
義
で
は
、
レ
ー
ニ
：

n

に
ょ
っ
て
甚
本
的
契
機
と
さ 

れ
た「

生
産
の
集
積」

な
る
範
畴
を
、
I
の
方
法
に
従
っ
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が 

煎
視
さ
れ
る
。
'「

基
底
的
な
段
階
範
_
を
そ
の
体
系
の
鉴
点
と

す

る」(

ニ
ー
一頁)

 

と
ぃ
ぅ
著
者
に
と
ら
：て
、「

生
産
の
集
積」

の
検
討
は
、
ま
さ
に
本
書
の
核
心 

を
な
す
。
•

八
ニ
 (

七

1
0)

.「

G
:の
範
_
は
、
こ
-の
段
階
に
お
け
る
支
配
的
な
資
本
の
存
在
腹
様
で
あ
る 

独
占
資
本
を
寒
礎
づ
け
る
だ
け
，で
は
な
い
。
同
様
.に
、
貨
幣
資
本
の
集
積
の
発 

達
を
媒
介
な
い
し
前
提
条
件
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
独
占
資
本
の
転
換
で
あ
り
、
 

そ
.の
.社
会
機
構
的
編
成
で
あ
る
金
融
資
本
を
も
基
礎
づ
け
る
。
ま
た
、そ
れ
は
、
 

独
占
資
本
な
い
し
金
融
資
本
の
運
動
態
様
の
国
内
的
展
開
の
特
質
の
諸
標
識
で 

あ
る
擬
制
資
本
、
独
占
利
得
、
大
量
的
、
慢
性
的
資
本
過
剰
の
莪
底
に
す
え
ら 

れ
る
べ
き
も
の
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
、
金
融
資
本
の
運
動
態
様
の
国 

際
的
規
模
に
お
け
る
展
開
の
特
質
の
諸
標
識
、
国
内
的
.
国
際
的
運
動
態

様

の

 

諸
標
識
の
総
^
を
貫
徹
す
る
原
理
で
あ
る
独
占
、
.独
占==

帝
国
主
義
の
内
部
関 

係
総
括
規
定
、
こ
れ
ら
す
ベ

て
の
基
底
に
定
置
さ
れ
ぅ
る
基
軸
的
な
運
動
範
_

 

に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

」
， (

ニ
.ニ〜

三
頁)

と
.い
ぅ
規
定
は
、
本
.書
の
全 

展
開
を
端
的
に
も
の
.が
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
範
疇
は
、

■*
:
だ
帝
国
主
義 

を
特
徵
づ
け
る
と
い
っ
た
消
極
的
な
も
の
で
な
く
、
体
系
的
展
開
の
，契
機
を
内 

包
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
-1
生
産
の
集
積」

が
、『

資
本
論』

の 

資
本
の
蓄
積
、
集

積

•
集
中
か
ら
の
直
接
的
展
開
で
は
な
く
、
競

争
条
件
の
変 

化
や
、
資
本
関
係
の
変
化
を
規
宏
す
る
範
疇
と
し
て
措
定
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ 

は
、
段
階
範
疇
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
集
約
的
に
規
定
す
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
生
産
の
集

積

と金
融
資
本
と
の
関
連
が
、「

独
占
資
本」 

を
介
し
.て
と
ら
え
ら
れ
、
金
融
資
本
は
、
独
占
資
本
の
社

会

機

構的
編

成

とし 

て
.つ
か
ま
れ
る
。

In
独
占
資
本
の
•!
:
-礎
範
畴
と
し
て
の
生
産
の
集
積
。
独
占
資
本
の
規
定
に
さ 

い
し
、
生
産
の
集
積
は
蕋
礎
範
疇
と
し
て
、
段
階
的
性
格
を
貫
く
。
独
占
資
本 

は
、
こ
.こ
で
は
、
資
本
一
般
に
対
し
て
具
体
的
、
段
階
的
規
定
と
し
て
示
さ
れ

る
。
ま
た
、
た
ん
に
形
態
的
側
面
か
ら
ば
か
り
で
な
く

 •
段
階
を
示
す
一
般
的 

規
定
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。

•#

占
资
本
は
、
IV

で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
.る
よ 

う
に
、「

剰
余
価
値
生
産
休
系
の
段
階
的
変
化
を
主
体
的
に
明
確
に
す
る
か
ぎ 

り
で
の
資
本
の
存
在
態
様」

(

ー
七
〇
頁)

と
い
う
.
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。
独 

古
は
、
こ
れ
に
た
い
し
て「

独
占
資
本
が
资
本
の
支
配
的
な
存
在
態
様
と
な
る 

段
階
の
資
本
制
的
生
産
様
式
卩
也
遮
体
系」

(

六
八
頁)

だ
と
明
確
に
歧
別
さ
れ

，
る
。
こ
の
点
.に
つ
い
て
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
*
レ
ー
ニ
ン
等
に
お
け
る
段
階
.
 

的
範
_
設
定
、
お
よ
び
、
独
占
概
念
の
あ
い
ま
い
さ
が
指
摘
さ
れ
る
。.

生
産
の
集
|/
(
が
独
占
資
本
の
基
礎
範
_

だ
と
い
う
こ
と
は
、
.

そ
の
範
蹲
の
も 

つ
段
階
的
性
格
に
よ
っ
て
、

独
占
資
本
へ
の
転
化
を
理
論
的
に
あ
き
ら
か
に
す 

る
契
機
を
内
容
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
レ
ー
ニ
ン
こ
よ
る 

「

生
産
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
a
ン」

の
指
摘
と
も
関
速
し
て
、

-I

異
種
也
産
諸
エ 

程
の
^

一 企
業
体
へ
の
統
合」

と
，
そ
れ
の
特
宠
の
、
再
生
産
構
造
を
主
導
す 

る
分
野
で
の
形
成
と
を
あ
げ
、
道
工
業
に
お
.け
る
大
規
模
な
縦
断
的
総
合
が
メ 

ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
。

IV
帝
国
生
義
の
基
底
的
.
歴
史
的
範
酵
と
し
て
の
亜
産
の
集
横
。
こ
こ
で
は 

.独
占
资
本—

独
丨」

の
^
蔽
範
畴
と
し
て
生
産
の
集
積
を
お
さ
え
る
こ
と
か
ら
一
 

渉
進
み
、
帝
国
主
義
の
国
際
的
総
括(

関
係)

に
ま
で
及
ぶ
論
理
性
の
追
求
が 

な
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
独
占
概
念
を
媒
介
と
し
て
、
独
占
の
も
つ
二
重
の 

意
味
、と
り
わ
け
、
そ
れ
の
包
括
的
な
、「

支
配
の
体
制
の
原
理」

ハ
ー
七
八
頁
ン 

と
い
う
点
に
觅
点
を
お
き
、
こ
れ
を
さ
ら
に
、「

世
界
的
規
模
に
お
け
る
金
融 

資
本
の
国
際
的
な
運
動
態
様
標
識
の
速
関
体
系
を
も
；つ
ら
ぬ
く
原
理」

.

.

(

一
七 

九
员)

と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
点
に
、
帝
国
主
義
論
に
お

け
る
特
殊
性
が
、
段
階
規
定
に
.み
ら
れ
る
外
的
断
絶
性
を
示
し
て
、

一
般
丨
特 

殊
と
い
う
関
係
で
単
純
に
割
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
、

.
生
産
の
集
稹
を
一
.
.層
前
面
に
押
し
出
す
。

V
-4
1
産
の
集
積
と
帝
国
主
義
論
の
体
系
。
以
上
の
よ
う
に
、
レ
ー

1
1

ン

『

帝 

国
主
義
論』

の
内
容
に
照
ら
し
て
、.
生
産
の
集
積
な
る
範
疇
が
、
そ
の
雄
底
に 

据
え
ら
れ
ね
は
.な
ら
な
I
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
し
、
そ
|.の
さ
い 

帝
国
主
.義
論
の
内
容
が
生
産
の
集
積
丨
独
占
資
本
丨
独
占
と
い
う
論
理
の
展
開 

に
よ
っ
て
、
基
底
他
範
畴
が
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ 

で
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
：点
を
前
記
の
よ
う
な「

方
法」

に
も
と
づ
い
て
積
極
的 

に
体
系
化
す
る
た
め
の
基
本
線
が
示
さ
れ
る
。
当
然
そ
れ
は
、
生
産
の
集
稅
範 

畴
を
基
庇
的
運
動
範
_
と
す
る
構
成
が
示
さ
れ
、
国
内
的
要
因
か
ら
国
際
的
そ 

.
れ
へ
の
展
開
と
、
さ
ら
に
そ
れ
を
貫
く
発
展
の
不
均
等
性
、
寄
生
性—

腐
朽
化 

標
識
が
示
さ
れ
'
死
滅
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
を
、
究
極
的
な
総
括
規
矩
漂
識 

と
し
て
措
定
す
る
、
三
つ
の
雄
本
溝
成
が
、
.レ
I

 ニ
ン
の
叙
述
と
の
対
照
を
な 

し
つ
つ
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
照
応
し
て
、
国
家
規
定
の
展
開
が
与 

え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

帝
国
主
義
論
に
と
.っ
て
、「

生
産
の
集
積」

と
い
ぅ
範
_
が
、
き
わ
め
て
®

 

要
な
意
義
を
も
ち
、
ま
た
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ぅ
著
者
の
意
図 

は
、
以
上
に
お
い
て
十
分
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
考
え
る
。
レ
ー
；

一 

ン
以
来
、
帝
国
主
義
論
が
、
独
占
資
本
の
.形
成
•
展
開
を
主
要
な
基
礎
と
し
て 

構
成
さ
れ
ね
.ば
な
ら
な
い
こ
と
は
自
明
の
理
と
さ
れ
て
い
る
.
.そ
の
さ
い
、
こ

八

三

(

七
一一

)



の
生
産
.の
集
稹
と
い
う
範
畴
が
、
主
要
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
否
定
し
え 

な
-
>，
し
か
し
そ
の
よ
う
な
契
機
が
、
.体
系
全
体
に
ど
の
よ
う
に
.位
置
づ
け 

ら
れ
、
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
は
、
依
然
と
し
て
不
明
瞭
で
あ
っ
た
。
そ
の
点 

-r
、
著
者
が
稻
極
的
に
取
.り
組
ま
れ
た
こ
と
に
'
 ま
ず
、
敬
意
を
表
し
た
い
。
 

そ
し
て
，
帝
国
主
義
論
の
新
し
い
、
時
代
に
即
し
た
展
開
に
*
本
書
が
、

一

つ 

の
問
題
提
起
を
な
し
え
て
い
る
と
い
う
点
も
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

本
書9

特
徴
の一

つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
従
来
あ
ま
り
明
瞭
^
理 

解
の
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
生
産
の
集
横
、
独
占
資
本
、
金
融
資
本
、
独
占 

と
い
っ
た
概
念
に
、
明
確
な
規
矩
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
帝 

国
主
義
と
独
占
資
本
、
独
占
資
本
と
金
融
資
本
、
独
占
と
独
占
資
本
と
い
っ
た 

相
互
の
関
速
が
、
自
覚
的
に
明
確
化
さ
れ
ず
、
自
明
の
こ
と
と
し
で
使
用
さ
れ 

て
い
た
の
が
、
現
状
で
あ
っ
た
。
著
者
は
ま
ず
、
生
産
の
集
積
を
段
階
範
疇
と 

し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
諸
概
念
を
、
帝
国
主
義
論
の
上
向
体 

系
の
う
ち
に
位
證
づ
け
よ
う
と
す
る
。
ど
の
点
で
、
入
江
氏
の
13
握
ま
、
宇
野 

弘
蔵
氏

の

「

段
階
論」

と

根
本
的
に
こ
と
な
る
。
独
占
資
本
は
、
生
産
の
集
積 

を
驻
礎
範
_

と
す
る
剰
余
価
値
生
産
の
独
自
の
体
系
と
し
て
把
握
さ
れ
る
し
、
 

金
融
資
本
は
、
そ
う
し
た
独
占
資
本
の
社
会
機
構
的
編
成
視
点
か
ら
つ
か
ま
れ 

る
こ
と
に
な
り
、
独
占
は
、
そ
れ
ら
の「

運
動
態
様」

範
畴
を
菡
礎
と
し
て
構 

成
さ
れ
る
帝
国
主
義
の
体
制
的
原
理
と
し
て
つ
か
ま
れ
て
い
る
。

著
者
の
場
合
弗
国
主
義
論
の
，桃
成
に
た
い
す
る
签
本
前
提
は
、
帝
国
主
義 

論
^

資
本
主
義
の
最
r
最
後
の
•段
階
を
対
象
と
す
る
と
.
い
う
、
対
象
そ
れ
自 

体
の
段
階
的
な
認
識
の
強
調
で
あ
る
。

レ
ー
二
ン
の『

帝
国
主
義
論』

は
、
司 

知
.の
と
お
り
、
こ
の
よ
う
な
段
階
認
識
に
立
脚
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
著
者

八

四

(

七
一
二)

に
あ
っ
て
も
、.
レ
ー
ニ
ン
の
考
え
方
は
、
基
本
的
に
は
、
引
き
継
が
れ

て

い
 

る
。
そ
し
..て
、
.
こ
の
認
識
が
、
生
産
の
集
積
と
い
う
範
轉
の
段
階
範
蝽
と
し
て 

.
の
定
立
の
う
ち
に
論
理
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
,0
し
た
が
っ
て
、
著
者

の「

生 

產
の
集
積」

規
定
は
、
本
書
全
体
の
性
格
に
も
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
。
従
来 

の
帝
国
主
義
論
研
究
批
判
と
し
て
’注
目
さ
れ
る
佐
藤
金
三
郎
氏
の
所
説
も
、
こ 

の
点
で
、
な
お
、
第
一
の
道
に
近
い
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
き
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
生
産
の
集
積
が
、『

資
本
論』

に
お
け
る
資
本
の 

蓄
積
、
集
積

•
集
中
と
は
直
接
的
に
関
速
づ
け
え
な
い
、
#'
於
：̂
な
要
因
を
含 

.
む
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
、
ニ
つ
の
亂
点
か
ら
規
定
さ
れ
て
ゆ
く
'

一 
つ
は
、
 

競
净
条
件
の
変
化
と
い
う
点
で
あ
り
*
他
は
、
資
本
と
労
働
と
の
関
速
の
変
七 

で
あ
る
。
こ
れ
ら
ニ
点
が
、
著
者
の
考
え
て
い
る
と
お
り
だ
と
し
て
、
こ
こ
に 

一
つ
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
諸
条
件
の
変
化
を
、
総 

体
的
に
、
内
容
的
に
把
握
す
る
範
噚
と
し
て
、
段
階
範
畴
で
あ
る
生
産
の
集
极 

が
定
立
さ
れ
て
く
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
生
産
の
集
樹
な
る
^
態
を
前
提
と
し 

て
、
こ
の
二
つ
の
条
件
が
導
出
さ
れ
て
く
る
の
か
、
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
*
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
条
件
、
た
と
え
ば
、
競
爭
条
件 

の
変
化
を
と
っ
て
考
え
て
み
た
場
合
、
著
者
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
技
術
的
内 

部
構
造
の
特
徴
づ
け
、
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
い
わ
ゆ
る
機
械
制
大
工
業 

段

階(

こ
れ
が
、
産
業
資
本
確
立
期
の
相
対
的
剰
余
価
値
生
鹿
の
体
系
で
あ
る)

と 

の
対
比
に
お
.い
て
、「

異
種
生
産
諸
工
程
の
単
一
企
業
体
へ
の
統
合」

が
考
え
ら 

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
、
産
業
資
本
に
独
占
化
が
進
展
し
、
そ
れ 

が
独
占
資
本
と
し
て
実
在
す
る
こ
と
を
、
同
時
に
表
現
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ 

ば
、，
第
一
の
条
件
か
ら
は
、
す
く
な
く
と
も
、
生
産
の
集
積
と
独
占
資
本
と

^

从
礎
範
略
に
た
い
す
る
、
そ
れ
の
展
Ir
f

j
と
い
う
こ
と
よ
り
、
同
一
：̂
程
3
 

災
な
つ
た
伽
顶
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
つ

て
し
ま
う

で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
に
関
速
し
て
*
機
械
制
大
工
業
と
の
対
比
に
お
け
る「

段
階」

規 

定
は
、
い
っ
た
い
い
か
に
考
え
た
.ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
*

独
占
資
本
の
支
配
す
る
資
本
主
義
の
発
展
段
階
に
あ
っ
て

は

、

た
し
^

こ
、
 

P
生
産
構
造
を
中
：導
す
る
よ
.
う
な
主
要
産
業
部
門
に
お
い
て
は
*

「

大
規
模
な 

縦
断
的
結
合」

と
い
う
形
態
が
支
配
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、そ
吖
が
、
 

L
わ
ゆ
る
機
械
制
大
工
業
段
階
と
質
的
に
こ
と
な
る
段
階
の
指
標
と
な

り

う

る

 

の
で
あ
ろ
う
か
。

機
械
调
大
エ
業
の
出
現
は
、
資
本
.関
係
に
革
命
的
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
資 

本
の
菊
余
如
値
生
産
に
た
い
す
る
要
求
は
、
露
の
生
産
力
を
不
断
に
高
め
る 

と
い
う
方
向
に
作
用
す
る
が
、
機
械
制
大
工
業
は
、
こ
の
作
用
を
資
本
の
要
請 

次
第
で
極
限
に
ま
で
押
し
進
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
そ
こ
に
は
、
技
術
^

 

な

产

部

.}
&
# :
の
速
^
的
変
化
を
可
能
に
す
る
余
地
さ
え
生
じ
て
い
る
し
*
そ
の 

成
立
は
、
必
然
的
に
そ
の
よ
う
な
方
向
に
資
本
を
駆
り
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
 

.労
働
生
産
力
の
上
昇
を
軸
と
し
た
相
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
は
、
産
業
革
命
後 

の
資
本
主
義
を
具
体
的
に
貫
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
独
占
段
階
に
お
い
て 

も
、
こ
の
取
情
に
本
質
的
な
変
化
は
な
い
。
ま
た
、
機
械
制
大
工
業
は
そ
の
技 

術
的
侧
而
か
ら
し
て
、
統
合
的
他
格
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
着e

し 

て
、
段
階
的
変
化
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
機
械
制
大
工
業
の
成
音
体
、

マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
と 

お
り
、
資
本
に
た
い
し
て
の
労
働
の
实
質
的
包
摂
を
内
容
と
し
て
い
る
。

一
方 

に
お
け
る
dl
l
産
力
の
不
断
の
向
上
と
、
他
方
に
お
け
る
資
本
の
労
働
力
挥
生
産

篇

へ

の

介

入

、
こ
れ
ら
を
包
沾
し
た
と
こ
ろ
に
、
産

業

資

木

の

生
 

産
の
-^
程
が
谛
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
と
労
働
と
い
う
側
面
か
ら
も
、
 

生
産
の
集
積
の
内
容
と
な
る
段
階
的
変
化
を
言
う
こ
と
は
適
当
な
こ
と
と
は
、

ゝ
r
 

ヽ
o 

I

 

I

V

し
か
し
、「

生
鹿
の
集
稱」

な
る
.範
曝
が
、
レ
ー
ニ
ン
以
来
、
段
階
的
な
规 

定
のIs：

緒
と
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
内
容
規
定
が
あ
い
ま
い
の
ま
ま
に
さ
れ
て
き 

た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
.、.
著
者
の
指
摘
と
展
開
と
は
蜇
要
な
意
味
を
も
っ
て
い 

る
。
こ
の
よ
う
に
著
者
の
積
極
的
意
図
を
、
十
分
生
か
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
 

上
記
の
ニ
点
を
ど
う
理
解
す
べ
き
な
の
か
。 

、
 

生
産
カ
的
な
佃
面
か
ら
も
、
資
本
関
係
か
ら
も
、
帝
国
主
義
段
階
に
は
段
階 

的
な
規
定
に
想
到
す
る
よ
う
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
変
匕
±

.「

生
産
の
集
積J

に
お
い
て
内
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
資
本
集
中
の
隹
1亍
を
_

 

視
し
て
は
理
解
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
资
本
集
中
の
段
階
的
な
転
換 

を
实
証
的
に
班
論
的
に
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
萏
パ
、

U
L
 

産
の
集
樹
に
つ
い
で
、
貨
幣
資
本
の
集
猜
の
発
展
を
あ
げ
る
段
階
論
的
意
義 

も
、
資
本
集
中
の
视
角
か
ら
あ
き
ら
か
に
す
べ
き
'で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し 

た
が
っ
て
、
独
占
資
本
に
か
ん
し
て
も
、
資
本
集
中
の
段
階
的
変
化
に
照
応
し 

た
競
争
条
例
の
変
化
を
積
極
的
に
包
括
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

著
者
の
考
え
方
は
、
生
産
；過
程
に
お
け
る
変
化
を
第
一
義
的
に
み
る
と
ハ
う
点 

に
お
い
て
雄
本
的
に
正
し
い
方
法
に
立
脚
し
，
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
独
占
資
本 

,2!

体
が
、
流
通
過
程
を
も
、
擬
制
的
に
生
産
過
程
化
し
て
ゆ
く
傾
向
は
無
視
で 

き
な
い
。
だ
か
ら
、
著
者
の
ご
と
く
、
独
占
資
本
の
取
得
す
るr

独
占
利
得」 

と
い
っ
た
も
の
を
想
定
す
る
よ
り
、
独
占
利
潤
が
、
た
ん
な
る
独
占
的
剰
余
価

八

五
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値
と
I
っ
た
範
略
で
つ
か
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
.こ
と
を
、
あ
き
ら
か
に
.し
て 

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
ょ
う
に
、
本
書
に
お
い
て
は
、
独
占
理
論
>

帝
国
主
義
論
と
の
関
速 

は
、
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
。

ま
た
、
蕃
者
は
、
貨
^E

资
本
の
集
積
と
か
擬
制
資
本
と
い
'っ
た
要
因
を「

生 

産
の
集
拟」

と
の
関
速
で
茁
视
さ
れ
る
が
、
総
じ
て
、
信
用
諸
関
係
の
役
割
の 

理
論
的
評
価
は
不
叨
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
理
解
と 

も
か
か
わ
り
、
帝
国
主
義
論
の
方
法
に
も
影
響
す
る
。
と
い
う
の
も
、
段
階
的 

変
化
の
指
標
が
、
多
く
は
流
通
過
程
的
な
侧
而
に
現
象
し
て
く
る
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
、

こ
う
し
た
>「

現
象
形
態」

に
と
ら
わ
れ 

て
、
特
興
な
段
階
規
定
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
宇
野
丨
鈴
^
4
1岩
田
と
. 

い
う
系
列
の
帝
国
主
義
論
に
は
、
こ
う
し
た
色
彩
が
こ
く
で
て
い
る
。

問
題 

は

II
I
.界
的
な
規
模
で
の
资
本
制
生
産
の
か
か
.る
顚
倒
性
を
正
し
く
批
判
す
る 

、こ
と
で
あ
る
が
、
そ
.の
こ
と
が
'
 ブ
方
的
に
生
産
の
茁
視
と
な
っ
て
こ
な
い
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
--
»生
産
の
集
稍」

も
ま
た
、

段
階
規
定
と
し
て
は
、

生
産 

過
程
的
•
流
通
過
殺
的
と
い
う
ニ
面
性
を
も
っ
た
範
_
と
し
て
設
定
さ
れ
う
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

金
融
資
本
範
_
も
、
著
者
の
い
わ
れ
る
ご
と
く
社
会
的
編
成
を
達
成
せ
し
め 

る
と
い
う
社
会
学
的
な
意
味
を
も
つ
と
は
.い
え
、
そ
れ
は
、

一
つ
の
物
象
化
過 

程
と
し
て
と
ら
え
う
る
の
で
あ
っ
，

て
、
こ
.

れ
を
経
済
学
的
に
I

範
_
的
に

-

-

-

-^
ら
え
る
に
は
'
信
用
制
度
を
媒
介
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
う
で
なi

れ
ば
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
流
の「

組
織
性」

論
に
ゆ
き
つ
い
て 

し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
主
と
し
てr

生
産
の
集
稹」

を
め
ぐ
っ
て
の
若
干
の
点
に
つ
い
て
感 

想
を
の
べ
た
が
、
む
ろ
ん
本
書
は
'
ょ
り
体
系
的
な
検
討
に
ょ
っ
て
こ
そ
真
の 

評
価
を
な
さ
れ
る
に
値
い
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
む
し
ろ
学
ぶ
ベ 

き
多
く
の
も
の
を
本
書
中
に
み
い
.だ
し
う
る
。
ま
た
、
著

者

の『

独
占
資
本
ィ 

.ギ
リ
ス
：へ
の
道』

(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
六
ニ
年)

と
と
も
に
、
入
江
氏
の 

広
範
な
問
題
設
定
と
実
証
的
態
度
は
、
今
後
の
帝
国
主
義
研
究
に
一
つ
の
方
向 

を
示
す
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
，
一
九
六
七
年
.
^
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◊
慶
應
義
塾
経
済
学
会
会
則 

，

第
一
条
本
会
は
慶
應
義
塾
経
済
学
会(The

 

Keio

 Economic

 

society)

と
称

■

す
る
。

第
ニ
条
本
会
は
経
济
学
の
研
究
及
び
そ
の
奨
励
、
並
び
に
会
員
相
互
の
親
睦
を 

図
る
こ
と
をE

的
と
す
る
。

第
三
条
本
会
は
前
条
の

H
的
を
達
成
す
る
た
め
次
の
琳
業
を
行
な
ぅ
。

一研究会の開催

ニ

機

関

誌「

三
田
学
会
雑
誌」

及
び
そ
の
他
研
究
成
果
の
刊
行 

三
講
演
会
、
資
料
展
覧
会
の
開
催 

四
他
の
学
会
及
び
諸
団
体
と
の
速
絡

五
そ
の
他
本
会
の
B
的
を
達
成
す
る
た
め
適
当
と
認
め
る
事
業 

第
四
条
本
会
は
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
及
び
商
学
部
所
属
専
任
者
の
ぅ
ち
経 

济
学
を
尊
攻
す
る
者
を
以
て
組
織
す
る
。

第
五
条
本
会
に
左
の
役
員
を
置
く
。

一
会
畏

 

一

名 

ニ
 
_
問
 

お
干
名 

三

委

員

 

若
干
名 

四

監

事

.

ニ

名
 

第

，六
条
会
長
は
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
長
と
す
る
。
顧
問
は
会
長
が
依
嘱
す 

る
。
委
員
及
び
監
琪
は
総
会
に
於
て
会
員
の
互
選
に
ょ
っ
て
定
め
る
。

第
七
条
会
長
は
衣
会
を
代
表
し
会
務
を
総
理
す
る
。
顧
問
は
会
長
の
諮
問
に
芯

ず
る
。
委
員
は
秃
员
会
を
組
織
し
会
務
を
執
行
す
る
。
監
垠
は
会
計
を 

.

監
査
す
る
。

第
八
条
委
員
及
び
監
事
の
任
期
は
ニ
年
と
す
る
。
但
し
洱
選
を
妨
げ
な
い
。

第

九

条

会

長

は

年

，一
回
総
会
を
招
集
す
る
。
.但
し
必
要
に
応
じ
臨
時
総
会
を
招 

集
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

第

十

条

会

員

は

機

関

誌「

三
田
学
会
雑
誌」

及
び
其
の
他
本
会
刊
行
物
の
配
布 

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
本
会
の
経
費
は
賛
助
金
、
補
助
金
及
び
其
の
他
の
収
入
を
以
て
之
に
充 

て
る
。

第
十
二
条
本
会
の
会
計
年
度
は
毎
牢
四
月
一
日
ょ
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
迄
と
す 

る
。

第
十
三
条
本
会
会
則
の
変
更
は
総
会
の
決
議
に
ょ
る
。

第
十
四
条
本
会
の
事
務
所
は
慶
應
義
塾
経
済
学
部
研
究
室
内
に
置
く
。

経
済
学
会
委
員(

昭
和
四
三
.
四
改
選)

会

長

遊

^

久
蔵 

委員長中鉢正美
 

副委員長福岡正夫

' 
大熊ー郎

委
員
尾
崎
巌
：

村并俊雄火島通義诉田粘司
 

高山隆三野地洋行持丸悦朗岡田泰男 

松
村
高
夫
長
•名寛
明 

監事高木寿.

一千種義人
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