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ロ
ー
マ
共
和
政
期
に
於
け
る

シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

，馬

場

典

明

（

一

）

紀
元
前
二
世
紀
の
中
葉
以
来
、
散
発
的
な
奴
隷
の
騒
乱
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
ロ

l
マ
属
領
シ
キ
リ
ア
が
前
一
三
五
年
の
秋
、
遂
に
ス
パ
ル
タ

ク
ス
の
乱
と
並
ぴ
称
さ
れ
る
未
曽
有
の
大
奴
隷
反
乱
の
渦
中
に
投
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
普
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

刷
局
富
市
の

U
3
8
E
－g
な
る
大
土
地
所
有
者
の
奴
隷
に
端
を
発
し
、
岡
市
民

kgEmgg
の
奴
隷
で
シ
リ
ア
生
れ
の

E
g
mな

る
者
が
指
導
者
と
な
り
、
み
ず
か
ら
「
ア
ン
テ
ィ
オ
l
ク
ス
王
」
と
称
し
、
奴
隷
所
有
者
に
対
す
る
殺
害
と
掠
奪
を
以
て
、
乱
を
起
し
た
。
乙

六
千
人
に
達
し
た
と
言
わ
同
ね
。

の
閤
僅
か
三
自
に
し
て
反
乱
奴
隷
の
数
は
四
百
人
か
ら
、

一方、

の
約
五
十
マ
イ
ル
西
南
方
の

kpmM1同

mo田
宮
自
で
は
、

e
o
o
な
る
キ
リ
キ
ア
生
れ
の
奴
隷
が
、

（健
2山

後
約
五
干
の
反
徒
を
率
い
て
何
回
国
同
協
に
合
流
し
た
む
か
く
て
彼
ら
反
乱
奴
隷
は
各
地
に
ロ

l
マ
軍
を
破
り
、
そ
の
数
約
二
十
万
を
数
え
る
に

と
の
報
に
接
す
る
や
当
地
の
奴
隷
を
統
合
し
て
乱
を
起
し
、
岡
市
占
拠
の

一
三
二
年
河
口
匂
ロ
吉
田

奴
隷
反
乱
と
な
っ
時
吃
然
る
に
こ
の
乱
後
、
約
三
十
年
を
経
た
前
一

O
四
年
、
再
び
〉
m
z
m
o再
出
自
附
近
で
奴
隷
反
乱
が
勃
発
し
、

ω号－
E白

至
り
、

に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
る
ま
で
、

シ
キ
リ
ア
の
殆
ん
ど
東
半
分
を
そ
の
手
中
に
収
め
、
実
に
四
年
間
に
及
ぶ
大

な
る
奴
隷
を
先
頭
と
し
て
、
こ
れ
ま
た
数
日
を
出
で
ず
し
て
反
徒
ニ
万
人
を
数
え
る
に
至
っ
た
。

一
方
西
部
シ
キ
リ
ア
で
は
、
占
星
術
に
秀
で

て
い
た
と
言
わ
れ
る
K
F
5
0
回
目
。
な
る
一
奴
隷
の
指
導
下
に
反
乱
が
起
り
、

乙
の
両
者
の
合
流
に
よ
っ
て
、

四
年
目
の
一

O
一年、

ロ
ー
マ
軍

ロ
！
？
共
和
政
期
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

七
九
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八
0 

隊
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
る
ま
で
、
再
び
シ
キ
リ
ア
全
土
は
奴
隷
反
乱
の
渦
中
に
投
ぜ
ら
れ
、
掠
奪
の
恐
怖
と
不
安
の
中
に
す
ご
さ
ね
ば
な
ら
な

門誌
4｝

か
っ
た
。

以
上
が
、

ス
パ
ル
タ
ク
ス
の
乱
と
並
ん
で
共
和
政
末
期
の
大
奴
隷
反
乱
と
さ
れ
る
シ
キ
リ
ア
反
乱
の
、
ご
く
大
ま
か
な
経
過
で
あ
る
。
所

で
、
か
く
も
大
き
な
奴
隷
の
反
乱
が
惹
起
さ
れ
た
基
盤
は
、

一
体
如
何
な
る
所
に
あ
っ
た
か
。
要
す
る
に
、
ポ
エ
ニ
戦
争
以
来
ロ

l
マ
の
一
属

領
と
し
て
、
農
業
生
産
に
そ
の
主
力
を
注
い
で
来
た
シ
キ
リ
ア
に
、
か
く
も
凄
惨
な
事
件
が
惹
き
起
さ
れ
た
と
と
は
、
明
ら
か
に
、
以
来
発
展

し
来
た
っ
た
奴
隷
制
大
土
地
経
営
の
拡
大
に
伴
う
奴
隷
制
矛
盾
の
激
佑
と
、

ロ陥
W
H
U
O
H
V
V
E
M
印
を
始
め
と
す
る
奴
隷
所
有
者

門
能
烏
U

の
奴
隷
に
対
す
る
想
像
を
絶
す
る
苛
酷
な
取
扱
い
に
、
そ
の
基
盤
を
持
つ
も
の
と
考
え
て
も
良
か
ろ
う
。
古
代
ロ

l
マ
に
於
て
、
大
規
模
に
展
開

乙
れ
に
加
う
る
に

さ
れ
た
古
典
的
奴
隷
制
度
が
、
そ
の
反
面
、
既
に
奴
隷
の
反
乱
な
る
基
本
的
矛
盾
を
そ
の
中
に
含
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
改
め
て
述

べ
る
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
奴
隷
反
乱
は
か
か
る
観
点
か
ら
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
事
実
ま
た
冨

g
n
F
W
Z
な
ど
に
よ
っ
て
か
く
把
え
ら

内陸

nu

れ
た
。
ま
た
乙
の
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
の
原
因
、
及
ぴ
反
乱
そ
れ
自
体
に
関
し
て
は
、
殆
ん
ど
凡
ゆ
る
概
説
書
に
さ
え
取
り
上
げ
ら
れ
、
既

に
一
応
論
じ
尽
さ
れ
た
か
の
感
が
あ
る
。
然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

ω反
乱
そ
れ
自
体
が
プ
リ
l
ニ
ウ
ス
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
単
な

る
自
己
の
主
人
の
殺
害
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
反
乱
の
広
範
な
結
合
が
行
わ
れ
た
の
は
、
如
何
な
る
基
盤
の
上
に
立
っ
て
で
あ
る
か
。

ω反
乱
が

イ
タ
リ
ア
に
最
も
接
近
し
て
い
る
と
は
い
え
、

属
領
、

即
ち
い
わ
ば
辺
境
に
起
り
、

而
も
「
王
国
」
を
建
て
る
と
い
う
動
き
を
示
し
た
こ
と

は
、
古
典
古
代
社
会
の
反
乱
の
中
で
、
如
何
に
評
価
さ
る
べ
き
か
、
等
の
重
要
な
問
題
に
関
し
て
は
、
ま
だ
充
分
に
そ
の
解
明
が
与
え
ら
れ
た

と
は
言
い
が
た
い
。
然
し
こ
れ
ら
の
問
題
の
検
討
は
、
紙
面
の
都
合
上
殆
ん
ど
不
可
能
に
近
く
、
残
念
な
が
ら
他
の
機
会
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な

ぃ
。
だ
と
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
反
乱
そ
れ
自
体
の
検
討
以
上
に
重
要
性
を
も
っ
問
題
は
、
反
乱
後
奴
隷
制
が
如
何
な
る
方
向
を
と
っ

た
か
と
い
う
と
と
に
あ
る
。
古
代
奴
隷
制
の
崩
壊
期
に
於
て
で
は
な
く
、
大
土
地
所
有
の
規
模
と
奴
隷
制
機
構
の
完
全
さ
に
於
て
そ
の
比
を
見

な
い
コ
ル
メ
ル
ラ
の
時
代
を
以
て
、
も
し
仮
に
古
代
奴
隷
制
に
基
く
大
土
地
所
有
制
の
最
発
展
期
と
呼
ぴ
得
る
な
ら
ば
、
前
二
世
紀
と
い
う
、



相
当
早
川
、
時
期
に
起
っ
た
と
言
え
る
こ
の
奴
隷
反
乱
が
、
そ
れ
以
後
の
大
土
地
所
有
制
の
発
展
に
何
ら
か
の
形
で
相
当
大
き
な
影
響
を
残
し
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

お
よ
そ
疑
い
を
入
れ
な
い
コ
然
ら
ば
具
体
的
に
如
何
な
る
形
に
於
て
、

ぐ
の
影
響
は
表
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
か
か
る

観
点
に
立
っ
て
、
反
乱
以
後
の
問
題
に
焦
点
を
求
め
、
前
後
二
回
に
及
ぶ
奴
隷
反
乱
を
経
て
、
属
領
と
し
て
ロ

l
マ
に
貢
納
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
制
約
さ
れ
た
条
件
の
中
に
あ
っ
て
、
シ
キ
リ
ア
自
体
の
う
ち
に
如
何
な
る
大
土
地
所
有
制
の
動
き
が
見
ら
れ
る
か
を
追
い
求
め
、
ひ
い
て

は
古
代
奴
隷
制
史
上
、

乙
の
反
乱
の
演
じ
た
役
割
を
、
浅
学
を
か
え
り
み
ず
私
な
り
に
検
討
し
て
見
た
い
。
然
し
何
分
に
も
史
料
の
血
豆
富
な
ら

ざ
る
こ
と
、
問
題
の
大
き
い
こ
と
、
そ
れ
に
ま
し
て
自
己
の
非
力
の
故
に
、
独
断
に
陥
る
倶
れ
も
多
く
先
学
の
御
叱
正
を
待
っ
て
更
に
一
層
の

努
力
を
続
け
た
い
と
念
願
す
る
。

（ 

一、ーノ

ポ
エ
ニ
戦
争
以
来
、

ロ
ー
マ
属
領
の
一
つ
と
し
て
農
業
生
産
に
主
力
を
注
い
で
来
た
シ
キ
リ
ア
に
、
か
く
も
大
き
な
奴
隷
の
反
乱
が
惹
き
起

さ
れ
た
こ
と
は
、
以
来
発
展
し
来
た
っ
た
奴
隷
制
大
土
地
所
有
に
対
し
て
、
著
し
い
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

』
・
の
mw
円。
o
－uz
o
は
乙
の
点
に
つ
き
、
次
の
如
き
注
目
す
べ
き
見
解
を
提
示
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
一
．
す
で
に
シ
キ
リ
ア
は
概
し
て
ラ
テ
ィ
フ

ン
デ
ィ
ア
体
制
（
芯
包

g
o
a
g
E
t
E
H
H
a
U）
に
従
っ
て
い
た
」
と
考
え
ら
れ
、
而
も
ロ

1
マ
が
シ
キ
リ
ア
を
征
服
し
て
以
来
第
一
回
奴
隷

（
詰
R
M

反
乱
に
至
る
ま
で
、
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
ア
の
大
部
分
は
牧
場
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
即
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
。
宮
内
古
門
戸
Mm
の
記
述
を

読
む
時
、

第
一
に
気
づ
く
こ
と
は
反
乱
を
起
し
た
奴
隷
達
は
羊
飼
い
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ロ
ω
g
。℃E
－。臼
の
奴
隷
達
は
彼
が

何
回
同
仰
の
平
地
に
持
っ
て
い
た
牛
の
間
の
蕃
人
で
あ
っ
た
。

然
る
に
口
町
民
出
。
MMEZ聞
は
約
四
百
人
、

〉

50HH目
。
の
主
人
は
三
百
人
の
奴
隷

を
所
有
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
彼
ら
奴
隷
所
有
者
達
は
土
地
・
奴
隷
の
管
理
、
経
蛍
を
完
全
に
他
人
に
任
せ
、
而
も
こ
れ
に
加
え
る
に
、
奴

ハ
陸
”
u

隷
は
半
年
の
間
集
団
で
山
間
地
に
家
畜
ゐ
ι
追
い
、
主
人
か
ら
完
全
に
分
離
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
は
最
も
恐
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ

ロ
l
7
共
和
政
期
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

八



？
1

7
共
和
政
則
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

八

た
。
か
く
述
べ
た
後
。
月

g
－v日
目
。
は
シ
キ
リ
ア
の
土
地
所
有
者
に
つ
き
、

ω大
土
地
所
有
者
、

ω自
分
の
畑
で
自
己
の
労
働
に
よ
っ
て
仕
事

を
な
し
、
穀
物
を
倉
庫
に
保
管
し
て
い
た
小
土
地
所
有
者
、
と
い
う
こ
階
層
を
認
め
る
。
そ
し
て
「
牧
畜
業
者
と
穀
物
耕
作
者
は
異
っ
た
対
立

す
る
二
つ
の
所
有
者
層
（
含
ロ
凶
己

2
8回
含
印
有
O
H
E
b
宮
町
g
E
hな
B
E
o
p
m
H
M同

mm

乙
の
二
階
層
に
つ
い
て
二

つ
の
奴
隷
反
乱
を
比
較
す
れ
ば
、
牧
畜
業
者
階
層
の
没
落
と
耕
作
者
階
層
の
上
昇
増
大
と
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
」
の
で
あ
っ
て
、
反
徒
が

第
一
回
の
二
十
万
に
対
し
て
第
二
回
に
は
そ
の
五
分
の
一
、
即
ち
四
万
人
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
は
、
端
的
に
牧
畜
業
者
階
層
の
没
落
を
一
示
す

「
こ
の
（
反
乱
の
）
必
然
的
結
果
と
し
て
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
ア
は
牧
場
を
犠
牲
に
し
て
穀
物

【
仲

V
凶
u

耕
作
に
転
換
せ
し
め
ら
れ
た
」
と
し
て
、
奴
隷
反
乱
を
機
と
し
た
牧
畜
経
営
か
ら
穀
物
生
産
へ
の
転
換
を
主
張
す
る
c

も
の
と
考
え
る
。
か
く
て
彼
は
以
上
の
事
か
ら
、

属
領
シ
キ
リ
ア
の
経
済
状
態
に
関
す
る
非
常
に
数
少
い
研
究
中
、

乙
れ
ほ
ど
明
快
な
見
解
を
述
べ
た
も
の
は
、
私
見
の
限
り
、

こ
れ
を
以
て

唯
一
と
す
る
。
然
し
そ
れ
だ
け
に
他
面
、

こ
の
見
解
が
果
た
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
疑
問
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

奴
隷
反
乱
前
の
状
態
に
関
し
て
ス
ト
ラ
ボ
l
は
「
ロ

l
マ
支
配
下
に
あ
っ
て
、
羊
と
牛
の
産
業
が
急
速
に
発
展
し
た
。
と
い
う
の
は
、

円
程
日
》

マ
人
は
公
有
地
を
借
り
、
か
っ
そ
れ
を
牧
場
と
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
誌
し
、
当
時
の
シ
キ
リ
ア
に
於
け
る
牧
畜
の
盛
ん
な
状
態
を
吾
々
に
一
部

（能
U
）

し
て
い
る
。
確
か
に
シ
キ
り
ア
産
の
馬
、
牛
は
既
に
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
温
和
な
地
中
海
的
天
候
、
適

ロ

度
の
雨
量
は
牧
草
を
繁
ら
せ
、

乙
れ
に
加
う
る
に
長
期
に
わ
た
る
カ
ル
タ
ゴ
と
の
戦
争
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
土
地
の
存
在
が
、
牧
畜
に
最
適
の

場
所
を
提
供
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
然
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

。
月
g
u
z
o
の
如
く
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
ア
を
以
て
直
ち
に

牧
場
で
あ
っ
た
と
見
な
す
に
は
、
あ
ま
り
に
も
史
料
が
少
い
。

。
mw吋
gHVZo
は
「
シ
シ
リ
l
の
大
土
地
所
有
者
の
大
多
数
は
ロ

l
マ
騎
士
（
の

Z
4
m
E
0
2
3
5州
立
国
師
）
か
ら
成
り
、
彼
等
は
j

i
－－：：カ

ル
タ
ゴ
と
の
長
期
に
わ
た
る
戦
乱
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
土
地
を
占
拠
し
、
且
つ
ロ
！
マ
政
府
が
彼
等
に
与
え
た
公
有
地
を
牧
羊
場
や
種
馬
飼
育

（註
M
M

場
（
E
E・mm）
と
し
た
」
と
し
て
、

ロ
ー
マ
騎
士
に
よ
る
牧
畜
を
主
張
す
る
乙

な
る
ほ
ど
こ
の
こ
と
は
、
先
き
の
ス
ト
ラ
ボ
l
の
記
述
の
示
す



所
で
は
あ
%
が
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

少
い
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

シ
キ
リ
ア
に
在
住
せ
る
ロ

l
マ
騎
士
の
統
計
数
字
を
見
る
に
、
農
業
牧
畜
を
営
b
者
の
あ
ま
り
に
も

二
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の
・
の

c
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所

;Syracusae 

業ドyracusae

(Syracu蹴

銀行業l

農業及び牧畜i
ILeontini 

農業！Syracusae

農業

銀

農

業 l住l職

農

｜姓名

!L. Flavius 

IM. Annius 

L. Bruttius 

剖IJ:.Modius 

P冶piniusPatamo 
IL. Papinius 

!Cn. Calidius 

iC. Flavius 

氾.Matrinius 

!!~blius 
I Clonius 

'Q. Lollius 

業！Aetna’一干JQ. Minucius 

Q. Septicius 

M. Coelius 

業1Syracusae

Leontini Ibid., 4,37 

Ibid., 5,163 

Messana 

業／syracusae !Ibid., 5,161;5,168 

Panhormus !Ibid., 2,119 

業＼ /Ibid., 1.14; 5,147 

Ibid., 3,97 

Ibid., 3,135-139 

銀L. Suetonius 

M. Cassutius 

ζ

の
表
中
ロ

l
マ
騎
士
に
し
て
シ
キ
リ
ア
で
農
業

を
営
ひ
者
（

ω
3
8
8回
）
乃
至
牧
畜
を
営
hu者
は
計

五
名
で
あ
り
、
全
体
の
約
二
割
に
し
か
当
ら
な
い
。

而
も
更
に
注
意
す
べ
き
は
、
前
二
世
紀
の
ロ

l
マ
騎

士
に
し
て
明
確
に
史
料
に
記
載
の
あ
る
者
は
僅
か
に

ニ
名
を
数
え
得
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
ず

Syracusae 

れ
に
せ
よ
、
ウ
ェ
ル
レ

l
ス

（〈
O
円
円
。
印
）

事
件
を

Ibid., 2,69 

Leontini 

行

行

銀

C. Numitorius 

M. Petilius 

L. Raecius 

Cn. Sertius 

扱
っ
た
キ
ケ
ロ

l
の
記
述
に
表
れ
た
前
一
世
紀
の
ロ

ー
マ
騎
士
数
に
比
す
れ
ば
、
農
業
牧
畜
の
面
か
ら
の

み
な
ら
ず
、
そ
の
絶
対
数
に
於
て
も
、
反
乱
前
シ
キ

リ
ア
在
住
の
ロ

l
マ
騎
士
階
級
の
少
か
っ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
お
よ
そ
疑
い
な
い
。
勿
論
乙
の
場
合
、
農

P. Scandilius 

業
乃
至
牧
畜
を
営
む
者
で
史
料
に
記
載
さ
れ
な
い
者

が
相
当
数
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
当
然
考
慮
に
入

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
し
て
も
、
在
住
ロ

1
マ
人
の
最
も

多
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
前
一
世
紀
の
中
葉
、

ロ
ー
マ
騎
士
中
農
業
経
営
を
行
う
者
僅
か
四
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
推
察
す
る
限

l¥ 

ロ
1
7
共
和
政
期
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制



ロ
1
7
共
和
政
則
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

八
凶

り
、
反
乱
前
ロ

l
マ
騎
士
に
し
て
農
業
乃
至
牧
畜
を
営
む
者
は
更
に
少
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
市
も
ス
ト
ラ
ボ
l
の
記
述
自
体
ど
の
程
度
の
信
頼

性
が
あ
る
か
も
疑
問
で
あ
り
、
従
っ
て
仮
に
も
し
彼
等
全
部
が
牧
畜
を
主
体
と
し
て
い
た
と
し
て
も
、

の釦吋
n
O
H
M
－ロ
O

の
如
く
ロ

1
マ
騎
士
に

し
て
牧
畜
を
営
む
者
が
「
大
土
地
所
有
者
の
大
多
数
」
を
占
め
て
い
た
と
し
て
、

乙
れ
を
前
面
に
押
出
す
乙
と
は
あ
ま
り
に
も
危
険
と
言
わ
ね

ば
な
る
ま
い
。

勿
論
カ
ル
タ
ゴ
と
の
長
期
に
わ
た
る
戦
争
に
よ
っ
て
荒
さ
れ
た
土
地
が
、
多
く
牧
畜
に
利
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
乙
と
は
、
史
料
の
記
載
あ
る

Q
世
間
U

所
か
ら
見
て
、
こ
こ
で
完
全
に
否
定
し
去
る
乙
と
は
出
来
ま
い
。
然
し
古
代
著
作
家
を
し
て
「
乙
の
島
の
土
地
は
大
な
る
価
値
を
持
つ
。
乙
の
‘

【
健
刊
し
V

土
地
は
鋤
に
豊
富
な
返
礼
を
な
す
」
と
言
わ
せ
、
ま
た
「
ロ

l
マ
の
穀
倉
」
と
も
呼
ば
れ
、
一
部
を
除
、
き
平
均
播
種
量
の
四
倍
し
か
挙
げ
得
な

｛
鮭
刊
μ
】

｛

鶴

間

v

か
っ
た
イ
タ
リ
ア
に
対
し
て
、
八
倍
の
収
穫
を
挙
げ
得
た
シ
キ
リ
ア
は
、
十
分
の
一
税
の
他
に
更
に
全
収
穫
の
ニ
O
%
以
上
を
輸
出
し
て
お
り
、

当
時
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
と
共
に
ロ

l
マ
に
対
す
る
二
大
穀
物
供
給
源
の
一
つ
で
あ
っ
た
乙
と
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
部
分
的
に
は
牧
畜
の
増
大

が
あ
り
得
た
と
し
て
も
、
当
時
、
大
土
地
経
営
の
主
体
は
や
は
り
穀
物
生
産
に
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
こ
の
点
で
は

「
彼
等
（
大
土
地
所
有
者
）
が
穀
物
、
果
実
を
主
と
し
て
生
産
し
続
け
た
乙
と
は

内
抽
出

mu

疑
い
の
余
地
が
な
い
」
と
し
た
〈
・
冨
・

ω日
ω
H
M
C
N
N
m
の
見
解
の
万
が
、
む
し
ろ
当
を
得
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
而
も
、
も
し
反
乱
を
境
と

牧
畜
に
於
て
一

0
1
l
一
五
%
の
増
大
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、

し
て
牧
畜
か
ら
農
耕
へ
の
転
換
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
然
そ
こ
に
は
穀
物
生
産
の
増
大
が
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
、
私
見
の
限
り
で
は
、
奴

隷
の
反
乱
後
、
穀
物
の
生
産
高
が
急
激
に
増
大
し
た
と
い
う
乙
と
を
示
す
史
料
の
記
載
は
全
く
な
い
。

要
す
る
に
、
奴
隷
達
が
主
人
の
殆
ん
ど
自
の
及
ぱ
ぬ
所
で
生
活
す
る
牧
畜
に
比
べ
て
、
穀
物
生
産
は
比
較
的
小
単
位
に
し
て
、
且
つ
反
乱
の

危
険
性
が
緩
和
さ
れ
る
と
い
う
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
奴
隷
反
乱
を
機
と
し
た
牧
畜
か
ら
穀
物
生
産
へ
の
転
換
と
い
う
が
如
き
経
営
様

式
の
変
佑
は
、
た
と
え
そ
れ
が
或
る
程
度
行
わ
れ
得
た
で
あ
ろ
う
と
し
て
も
、

こ
れ
を
以
て
奴
隷
反
乱
の
も
た
ら
し
た
一
般
的
な
姿
で
あ
っ
た

と
し
て
把
え
る
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事
実
、

の釦円。。目

uz。
の
言
う
が
如
、
き
明
確
な
形
で
の
転
換
が
行
わ
れ
得
な



か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
前
一
世
紀
の
中
葉
に
於
て
も
尚
、

「ロ

I
マ
市
民
の
う
ち
、
す
ぐ
近
く
に
あ
る
こ
の
属
領
で

1
1彼
等
は
こ
の
地

を
ほ
ん
の
一
寸
の
時
間
で
訪
れ
、
随
意
に
仕
事
を
す
る
こ
と
が
出
来
る

1
1収
益
の
多
い
分
野
の
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
に
よ
り
富
裕
に
な
っ
た

者
が
多
い
。
－
－

j
i－
－
－
彼
等
は
夫
々
の
好
み
に
応
じ
て
、
或
は
穀
物
を
生
産
し
、
或
は
牧
畜
を
営
ん
ピ
り
、
商
業
を
行
円
品
目
と
い
う
キ
ケ
ロ

ー
の
記
述
か
ら
も
端
的
に
一
示
さ
れ
て
い
る
。

而
も
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、

。
号
8
1泊
。
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
問
題
が
、
奴
隷
反
乱
を
通
じ
て
の
牧
畜
経
営
か
ら
穀
物
生
産
へ
の
転

換
と
言
う
よ
う
な
単
な
る
経
営
上
の
変
化
に
止
ま
り
、

シ
キ
リ
ア
全
土
を
そ
の
渦
中
に
投
じ
た
奴
隷
反
乱
が
以
後
の
奴
隷
制
の
再
構
成
に
如
何

な
る
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
点
、
即
ち
奴
隷
制
自
体
の
動
き
に
関
し
て
は
全
く
論
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
吾
々
の
課
題
は
こ
う
し

た
単
な
る
経
営
上
の
変
佑
の
追
求
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
か
か
る
も
の
の
背
後
に
存
す
る
奴
隷
制
の
万
向
が
問
題
で
あ
る
。

然
ら
ぱ
反
乱
の
結
果
、
混
乱
に
陥
っ
た
奴
隷
制
は
以
後
如
何
な
る
方
向
に
於
て
、
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
こ
の
点
に
関
し

て
明
確
な
記
載
の
あ
る
文
献
は
持
無
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
幸
い
な
こ
と
に
、
紀
元
前
七
三

i
七
一
年
の
シ
キ
リ
ア
総
替
に
し
て
苛
欽

訴
求
と
非
道
を
極
め
た
ウ
エ
ル
レ

l
ス

に
対
す
る
キ
ケ
ロ

l
の
弾
劾
演
説
（
KF2
－o
Z
〈

2
3
5）
、
が
現
存
し
当
時
の
シ
キ

（
註
引
｝

リ
ア
に
於
け
る
土
地
制
度
の
状
態
が
そ
の
中
に
散
見
さ
れ
る
c

従
っ
て
こ
れ
以
外
に
殆
ん
ど
史
料
を
持
た
ぬ
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
道
は
、
こ

（〈

σ口・
0
印
）

の
キ
ケ
ロ

l
の
演
説
文
の
検
討
か
ら
こ
の
問
題
を
追
求
す
る
こ
と
よ
り
他
は
な
い
。

，，、、

一一、、J

キ
ケ
ロ
！
の
述
べ
る
所
に
従
え
ば
、
当
時
の
シ
キ
リ
ア
に
於
け
る
土
地
所
有
者
と
し
て
大
体
次
の
三
つ
の
階
層
が
認
め
ら
れ
る
。

ω三
乃
至

四
ユ

l
ゲ
ラ
程
度
の
土
地
し
か
持
た
な
い
所
調
貧
農
階
層
。
キ
ケ
ロ

l
は
彼
ら
に
つ
い
て
、

「
僅
か
に
一
対
の
牛
し
か
持
た
ず
、
休
み
な
く
自

分
の
牛
で
耕
す
農
民
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
。

貴
殿
（
〈

2
3印）

が
こ
の
地
の
総
督
と
な
る
以
前
に
は
、

シ
キ
リ
ア
人
の
大
部
分
が
こ
の
階
層

ロ
！
？
共
和
政
期
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

八
五



ロ
1
7
共
和
政
則
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

円
蝕
何
｝
）

に
魔
し
て
い
た
」
と
述
べ
、

八
六

こ
の
階
胞
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ω五
O
l
l
一
O
O
ュ
l
ゲ
ラ
前
後
の
土
地
を
持
つ
中

農
階
層
と
言
え
る
農
民
層
。

「
宮
口
H
－mo昌
広
仰
の
善
良
な
、

s 
Cl> 
p. 

§' 
吉－

を
支
払
わ

ね
ば
な且
らつ
な尊
か2 敬
つ践す
Tこーべ
」き

H
M
O

－ogHW吋
n
y
g
は
五

O
ュ
l
ゲ
ラ
の
土
地
に
十
分
の
一
税

と
し
て
七
百
メ
デ
ィ
ム
ニ

l

へ
売
却
）

の
土
地
を
持
っ
て
い
た
」
と
一
＝
守
つ
が
如
、
き
例
が
こ
れ
を
一
一
小
す
で
あ
ろ
う
。
キ
ケ
ロ

l
の
記
述
を
通
じ
て
、

「冨

3
8
市
の

凶
σ
H
H
O

な
る
者
の
妻
は
五

O
ュ
I
ゲ
ラ

乙
の
程
度
の
中
農
層
も
ま
た
相
当
多

数
寄
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ω大
土
地
所
有
者
の
階
層
。
然
る
に
こ
れ
に
つ
い
て
の
記
載
は
非
常
に
少
く
、
元
老
院
階
級
に
属
す
る
者
と

し
て
は
、
〉
吋
S
m
o
g
W
3
0の
y
g
少
の
自
由
吉
田
の
妻
。
ロ

l
マ
騎
士
「

ω
2
3
E♂

ρ
－
T
邑
山
口
師
”
の
・
冨
忠
円

E
E
P
C・
ω
0
1
r
z
m
o

内
陸
自

u

ロ
l
マ
市
民
と
し
て
冨
・

n
Z
2
5・
p
n♀
片
山
口
田
等
の
名
を
挙
げ
得
る
に
す
ぎ
な
い
。
而
も
こ
れ
ら
の
大
土
地
所
有
が
、
ど
の
程
度
の
規

模
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
確
に
示
す
も
の
と
し
て
は
、

僅
か
に
前
四
三
年
、
冨
－

kr己
。
邑

g
が
演
説
法
教
師

（己
M
Oけ
O
吋）

ωou向け
cm

ハリ

E
C丘
己
的
な
る
者
に
、

円
館
山
）

ぃ
。
い
わ
ん
や
当
時
シ
キ
リ
ア
で
大
土
地
所
有
制
が
ど
の
程
度
普
及
し
て
い
た
か
は
、
具
体
的
に
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
要
す
る
に
以
上
を
通

円。。
HH巴
昆
に
て
、
二
千
ユ

l
ゲ
ラ
の
土
地
を
与
え
た
と
い
う

ロ
宮
門
凶
。
2
M凹

の
記
述
一
つ
径
数
え
得
る
に
す
ぎ
な

じ
て
明
確
に
う
か
が
え
る
乙
と
は
、

キ
ケ
ロ

l
の
演
説
文
中
に
表
れ
た
土
地
所
有
者
の
多
く
は
小
・
中
農
民
で
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
で
あ
ろ

ぅ。

ω日
向
自
己
N
N
白
に
至
つ
て
は
、

キ
ケ
ロ
ー
に
表
れ
た
小
・
中
土
地
所
有
者
の
多
い
こ
と
か
ら
、

「
も
し
こ
う
し
た
土
地
所
有
（
小
・
中
土

地
所
有
）
が
実
際
に
そ
う
で
あ
っ
た
（
そ
れ
ほ
ど
多
か
っ
た
）
と
す
れ
ば
、
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
ア
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
ね

ハ能別町
V

ば
な
ら
ぬ
」
と
言
う
。
確
か
に
キ
ケ
ロ
l
の
記
述
の
至
る
所
に
、
ウ
ェ
ル
レ
l
ス
の
沫
求
に
苦
し
む
数
ユ
l
ゲ
ラ
の
土
地
し
か
持
た
な
い
零
細

農
民
、
或
は
H
U
o

－05母
n
r
g
の
如
く
、

多
く
を
要
求
さ
れ
そ
れ
に
応
ぜ
ぬ
と
法
廷
に
連
れ
出
さ
れ
た
り
、
ま
た
は
所
有
地
を
奪
わ
れ
た
り

貴
殿
（
〈

2
3白
）
が
総
督
と
な
る
以
前
は
、
富
め
る
有
能
な
耕
作
者

す
る
中
農
の
姿
が
見
出
さ
れ
る
。
勿
論
そ
の
反
面
、
彼
の
記
述
そ
れ
自
体
に
も
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
一
方
で
は
「
〉
唱
E
B
の
住
民
達
は
、

円位

mv

で
あ
っ
た
」
と
言
い
、
ま
た
一
方
で
は
巨
大
な
土
地
を

（向吋
N
H

け。円。由）

経
営
し
て
い
た

Z
3
5）
ぎ
の
如
き
も
、
単
に
八
号
向
洋
2

V
と
記
さ
れ
る
如
く
、
八
苦
－
E
2
Vな
る
語
が
無
差
別
に
使
用
さ
れ
、
具
体



的
に
如
何
な
る
階
層
を
一
ボ
す
か
が
明
確
で
な
い
場
合
が
多
々
あ
る
こ
と
。
第
二
に
零
細
農
・
中
農
層
が
圧
倒
的
に
多
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ウ
ェ
ル
レ

l
ス
の
苛
欽
沫
求
と
非
道
に
よ
っ
て
最
も
苦
し
ん
だ
の
は
、
大
土
地
経
営
者
よ
り
は
む
し
ろ
彼
ら
小
・
中
農
民
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と

は
当
然
と
も
言
う
べ
く
、
市
も
キ
ケ
ロ
ー
に
と
っ
て
、
弾
劾
の
た
め
に
は
彼
等
の
姿
が
最
も
好
適
の
例
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、

そ
の

故
に
こ
そ
彼
等
の
姿
が
か
え
っ
て
誇
張
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
乙
と
。
な
ど
を
当
然
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
然

し
そ
れ
に
し
て
ち
、

さ
き
に
示
し
た

Z
ヨ
ロ
阿
佐
。
の
如
き
も
遂
に
無
一
物
に
な
る
ま
で
掠
奪
さ
れ
、

而
も
ウ
エ
ル
レ

I
ス
の
掠
奪
の
非
道
は

シ
キ
リ
ア
人
の
み
な
ら
ず
、
在
住
ロ

l
マ
市
民
に
さ
え
、
換
言
す
れ
ば
殆
ん
ど
シ
キ
リ
ア
全
土
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
大
土
地
所

有
も
相
当
な
被
害
を
蒙
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
キ
ケ
ロ
ー
は
こ
の
間
の
事
情
に
関
し
て
何
ら
語
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
な
る
ほ
ど
大
土
地
所
有
が
当
時
の
シ
キ
リ
ア
で
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て

ω
n
s
i

自
己
N
N
仰
が
「
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
ア
は
例
外
的
な
も
の
：
：
：
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
、

大
土
地
所
有
の
集
中
化
が
著
し
く
見
ら
れ
始
め
る
に

至
っ
た
二
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
〈
巴
色
白
及
び
切
O
H
H
O〈
O
回

Z
E
で
発
見
せ
ら
れ
た
文
書
に
よ
る
と
、
小
・
中
土
地
所
有
者
が
全
体
の
六

O
%

以
上
を
占
め
て
い
た
、
と
い
う
事
実
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
）
或
る
意
味
で
は
当
を
得
て
い
る
と
も
言
い
得
ょ
う

し
か
も
叉
、
奴
隷
反
乱
前
、
小
・
中
土
地
所
有
者
に
つ
い
て
明
確
な
史
料
の
記
載
な
く
、
僅
か
に
反
乱
を
起
し
た
奴
隷
遼
が
小
土
地
所
有
者

に
対
し
て
そ
の
矛
先
き
を
向
け
ず
、
彼
等
に
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
辛
う
じ
て
彼
ら
の
存
在
を
知
り
得
る
に

円
駐
日
岬

V

す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
前
一
世
紀
中
葉
の
彼
ら
に
関
す
る
豊
富
な
記
載
。
加
う
る
に
こ
れ
と
は
逆
に
、
反
乱
を
境
と
し
て
大
土
地
所
有
者
に

関
す
る
史
料
が
急
激
に
減
少
し
、
僅
か
数
人
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
市
も
経
営
そ
の
他
大
土
地
所
有
の
実
際
面
に
関
す
る
記

載
が
全
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。
従
っ
て
こ
こ
か
ら
直
ち
に
判
断
す
る
限
り
、
な
る
ほ
ど
以
上
の
如
き
諸
事
情
は
、
反
乱
に
苦
し
ん
だ
大

土
地
所
有
者
達
が
新
し
い
危
険
に
怯
え
、
む
し
ろ
土
地
を
分
割
し
て
売
り
払
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
即
ち
大
土
地
所
有
か
ら
小
土
地
所

有
へ
の
転
換
、
換
言
す
れ
ば
、
奴
隷
制
否
定
の
方
向
を
示
す
も
の
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

。
1
7
共
和
政
期
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

/¥ 
七



ロ
！
？
共
和
政
則
氏
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

八戸
八

だ
が
然
し
、
紀
元
前
二
世
紀
と
い
う
比
較
的
早
い
時
期
に
起
っ
た
奴
隷
の
反
乱
が
、

そ
れ
ほ
ど
貫
徹
し
た
姿
で
奴
隷
制
否
定
の
方
向
に
働
き

得
た
で
あ
ろ
う
か
。
大
土
地
所
有
制
の
没
落
を
一
示
す
史
料
は
、
私
見
の
限
り
で
は
全
く
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
の
み
か
、
後
に
検
討
す
る
で
あ
ろ

う
よ
う
に
、
普
及
せ
る
大
規
模
な
借
地
経
営
の
存
在
は
、

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
否
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
大
土
地
所
有
制
発
展
の
著
し
い
帝
政

二
世
紀
聞
に
於
て
す
ら
、
小
・
中
土
地
所
有
者
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
吋

E
Eロ
5
帝
時
代
の
〈
色
。
芯
及
び
切
O
H
H
0
4
0
ロl

Z
B
両

kr
ロ
E
O
E
R
E
F－
－
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
而
う
し
て

〈
巴
色
白

の
記
録
を
見
る
に
、
四
O
万
セ
l
ス
テ
ル
テ
ィ

l
（国

ω）
以
上

の
大
土
地
所
有
者
は
一
O
名
で
、
全
体
の
五
二
名
中
僅
か
二
割
弱
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
然
る
に
人
数
統
計
か
ら
で
は
な
く
、
彼
等
の
占
め

る
所
有
地
面
積
の
割
合
を
求
め
る
に
、
小
土
地
所
有
者
の
総
所
有
地
価
格
一
、

五
一
入
、
九
二
五
回
ω
、
中
程
度
の
も
の
三
、
三
六
六
、

八
回
ω
に
対
し
て
大
土
地
所
有
者
の
そ
れ
は
計
八
、
七
五
三
、
O
二
九
回
ω。
従
っ
て
ζ

こ
か
ら
計
算
す
れ
ば
、
大
土
地
所
有
は
全
土
地
の
六

四
・
一
八
%
、
即
ち
全
所
有
者
中
僅
か
ニ
割
弱
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
彼
等
が
、
実
に
全
所
有
地
の
大
半
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

（
誕
札
V

る
。
勿
論
乙
の
場
合
、
乙
の
数
字
に
は
土
地
の
良
し
悪
し
ゃ
、
二

l
l三
ユ

l
ゲ
ラ
程
度
の
零
細
農
民
が
算
入
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
ζ

と
も

当
然
考
慮
に
入
れ
ら
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、

一
応
こ
れ
を
以
て
大
体
の
目
安
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
、
ニ
O
%
前
後
の
大
土
地
所
有
者
が
半
分
以
上
の
土
地
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
要
す
る
に
大
土

地
所
有
の
問
題
が
単
に
そ
の
所
有
者
数
の
少
い
ζ

と
の
み
か
ら
云
々
さ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
従
っ
て
二
世
紀

初
頭
に
於
て
す
ら
大
土
地
所
有
者
が
僅
か
に
二
割
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
所
か
ら
見
て
、

キ
ケ
ロ

i
時
代
の
シ
キ
リ
ア
で
は
そ
の
割
合
が

更
に
少
か
っ
た
で
あ
ろ
う
乙
と
は
白
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

〈
旦
旦
mw

に
於
て
彼
等
の
占
め
る
所
有
面
積
か
ら
見

る
限
り
、
た
と
え
キ
ケ
ロ

l
時
代
の
シ
キ
リ
ア
で
大
土
地
所
の
発
展
が
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
お
ら
ず
、
従
っ
て
仮
に
大
土
地
所
有
が
当
時
支
配
的

地
位
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
い
得
て
も
、
そ
れ
が
例
外
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
い
得
な
い
し
、
況
人
や
小
・
中
土
地
所

有
の
圧
倒
的
多
数
の
春
在
を
以
て
、
大
土
地
所
有
か
ら
小
土
地
所
有
へ
の
移
行
、
即
ち
奴
隷
反
乱
に
伴
う
奴
隷
制
否
定
の
方
向
を
推
論
す
る
こ



と
は
、
早
計
と
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
向
故
に
大
土
地
所
有
に
関
す
る
史
料
が
奴
隷
反
乱
を
境
と
し
て
減
少
す
る
に
至
っ
た
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
も
し
以
上
の
如
、
き
状
態
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
大
土
地
所
有
に
関
し
て
当
然
何
ら
か
の
形
で
史
料
の
記
載
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
然
る
に
僅
か
そ
の
名
前
を
記
す
の
み
で
、
経
営
そ
の
他
大
土
地
所
有
の
実
際
面
に
関
す
る
記
載
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
背
後
に
何

ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
然
ら
ば
そ
の
理
由
と
は
何
か
。

こ
こ
で
ま
ず
以
て
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
従
来
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
借
地
経
営
（
公
有
地
の
そ
れ
で
は
な
い
）
な
る
新
し
い
形
態
が
、
而

も
非
常
に
発
達
し
た
も
の
と
し
て
、
突
然
史
上
に
登
場
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
而
も
乙
の
場
合
、
大
土
地
経
営
者
と
し
て
記
載
あ
る
も
の

の
殆
ん
ど
凡
て
が
、

A

健
明

u

Z3HMH）げ
O

の
如
く
、
賃
借
形
態
舎
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
〈
母

B
を
通
じ
め
o
Z
B巴
冨
に
至
る
一
・
二
世
紀
、
穀

八。
B
H
M
O
M州

3
4
5
2
E仏
g
E
g
u
O
M
U
O
立
σ国
民
白
色

5
5
R
Eロ
向
。
尚
早
白
色

B
g
封
印
件
。
『

V
で
あ
っ
た

物
生
産
に
於
て
奴
隷
制
直
営
地
と
並
ん
で
、

イ
タ
リ
ア
大
土
地
所
有
制
度
の
一
根
幹
に
ま
で
発
展
し
た
零
細
小
作
（

g
－o昆
）
に
関
し
て
は
既

に
周
知
の
事
で
あ
る
。
然
る
に
こ
こ
に
表
れ
た
賃
借
経
営
は
、
広
大
な
面
積
の
耕
作
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
零
細
小
作
で
は
な
い
。

一
方

叉
、
プ
リ
l
ニ
ウ
ス
は
そ
の
書
簡
中
、
被
が
イ
タ
リ
ア
で
大
規
模
な
小
作
を
さ
せ
た
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
然
し
乙
れ
は
果
樹
栽
培
で
あ
っ

円
程
開
V

て
、
穀
物
の
場
合
で
は
な
い
。
イ
タ
リ
ア
で
は
穀
物
生
産
の
場
合
、
そ
の
小
作
が
大
規
制
に
行
わ
れ
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
に
つ
い
て
は
す

で
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
か
か
る
穀
物
生
産
の
大
規
艇
な
小
作
制
が
シ
キ
リ
ア
で
発
展
し
得
た
ζ

と
は
、
或
る
意
味
で
は
ロ
l
マ
世

界
に
於
け
る
経
済
発
展
の
地
域
的
性
格
、
換
言
す
れ
ば
属
領
的
独
自
性
を
示
す
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

キ
ケ
ロ
ー
に
よ
れ
ば
の
0
・
口
百
円
苦
宮
市
の
「
最
も
経
験
に
富
み
、
最
も
誠
実
な
」
耕
作
者
で
あ
っ
た

Z
U
1
5匂
F
O

が
、
打
穀
場
か
ら
ウ
エ
ル

レ
ー
ス
の
部
下
に
よ
っ
て
七
千
メ
デ
ィ
ム
ニ
ー
を
強
奪
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
今
仮
に
こ
れ
が
彼
の
全
収
穫
量
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

門別
M
J

ル
ム
当
り
入
メ
デ
ィ
ム
ニ
！
の
平
均
収
穫
高
か
ら
見
れ
ば
八
七
五
ユ

l
ゲ
ラ
、
そ
れ
に
当
時
は
所
有
地
の
五
分
の
ニ
し
か
実
際
に
は
耕
作
さ
れ

一ユ

l
ゲ

ロ
ー
マ
共
和
政
期
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

八
九



ロ
1
7
共
和
政
期
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
臥
と
大
土
地
所
有
制

ハ佐川相｝

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
計
算
に
入
れ
れ
ば
、
そ
の
全
面
積
は
ニ
一
八
八
ユ

l
ゲ
ラ
、
即
ち
約
五
百
町
歩
の
広
大
な
土
地
を
彼
は
賃
借
し
て
い

;/L 

0 

た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
彼
の
背
後
に
あ
る
大
土
地
所
有
の
規
模
が
如
何
に
大
き
か
っ
た
か
も
ま
た
白
か
ら
推
察
さ
れ
よ
う
。
然
る

に
さ
き
に
も
述
べ
を
如
く
、

Z
〕
三
回
℃
町
。
の
如
、
去
、
大
土
地
経
営
者
の
殆
ん
ど
凡
て
が
、
賃
借
入
と
し
て
表
わ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
所
有
者

に
関
し
て
は
キ
ケ
ロ

l
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
所
有
者
名
の
明
確
な
場
合
で
も
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
の
広
さ
か
、
如
何
な
る
形
で
耕

作
さ
れ
て
い
た
か
に
関
し
て
も
全
く
史
料
の
記
載
は
な
い
。
要
す
る
に
賃
借
経
営
の
場
合
、

そ
の
背
後
に
存
す
る
大
土
地
所
有
に
関
し
て
は
何

ら
の
記
述
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
賃
借
経
営
の
普
及
と
、
大
土
地
所
有
か
ら
賃
借
経
営
へ
の
史
料
記
載
の
移
行
。
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
ウ
エ

ル
レ

l
ス
の
株
求
の
直
接
的
被
害
者
が
彼
等
賃
借
入
で
あ
っ
て
、
大
土
地
所
有
者
は
そ
の
直
接
的
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

と
考
え
ら
れ
る
o

そ
の
故
に
こ
そ
大
土
地
所
有
が
殆
ん
ど
考
慮
さ
れ
ず
、
こ
れ
が
キ
ケ
ロ

l
の
弾
劾
演
説
文
か
ら
大
土
地
所
有
が
そ
の
盗
を
殆

ん
ど
完
全
に
消
す
に
至
っ
た
理
由
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
叉
、
賃
借
経
営
の
発
展
と
史
料
記
載
の
移

行
、
こ
の
こ
と
は
歴
史
の
主
動
力
が
大
土
地
所
有
か
ら
賃
借
経
営
に
移
行
せ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
、
或
は
言
い
得
る
か
も
知
れ
な
い
。

（四）

な
る
活
動
的
な
、
良
く
働
く
、
而
も
最
も
経
験
に
富
む
、
誠
実
な
耕

作
者
が
い
る
。
彼
は
賃
借
せ
る
大
き
な
耕
地
を
持
っ
て
い
た
が
、
シ
キ
リ
ア
で
は
彼
の
如
き
裕
福
な
人
で
さ
え
（

g
B
E
g－。
2
1
0
Z凹
）
か

キ
ケ
ロ

l
の
演
説
文
に
よ
れ
ば
、
「
わ
ゆ
ロ
吉
三
日
出
向
日
一
市
に

Z
ヨ
ロ
H
U
F
O

か
る
こ
と
を
普
通
に
行
っ
て
い
る
。
彼
は
耕
地
に
莫
大
な
費
用
を
か
け
、
大
規
償
な
施
設
を
以
て
経
営
す
る
。
然
る
に
彼
は
不
当
な
取
扱
い
を

ハ
註
加
V

受
け
、
耕
地
を
荒
し
た
の
み
な
ら
ず
シ
キ
リ
ア
か
ら
逃
げ
出
し
た
」
と
あ
り
、
シ
キ
リ
ア
に
於
け
る
賃
借
経
営
の
典
型
的
な
例
が
示
さ
れ
て
い

”。。Z
U『

B
M
M
F。
は
こ
の
土
地
か
ら
七
千
メ
デ
ィ
ム
ニ
ー
を
奪
わ
れ
て
居
り
、

こ
れ
が
全
収
穫
高
を
示
す
と
し
て
も
約
五
百
町
歩
、
従
っ
て
実
際



に
は
こ
れ
以
上
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
ま
さ
し
く
キ
ケ
ロ
！
の
言
う
通
り
広
大
な
耕
地

A
n
E昨日
O
D
g
g同
mHHEVを
経
営
し
て
い
た

｛
証
制

u

乙
と
に
な
る
。
同
様
に
】
U

包

2
5
0
市
の

E
o己
g
は

ω
o
m
g
g
市
領
内
に
土
地
を
賃
借
し
て
い
た
が
、
キ
ケ
ロ
ー
に
よ
れ
ば
そ
の
十
分

の
一
税
額
ば
六
五
四
メ
デ
ィ
ム
ニ
ー
で
あ
っ
た
。
従
つ
で
も
し
税
が
正
確
に
徴
収
さ
れ
た
と
す
れ
ば
実
際
の
生
産
高
は
六
、
五
四

O
メ
デ
ィ
ム

－一
l
。
耕
作
面
積
八
一
七
ユ
ゲ
l
ラ
、
総
借
地
面
積
一
一
、

O
四
ニ
ュ

l
ゲ
ラ
と
な
り
、

こ
れ
ま
た
五
百
町
歩
ほ
ど
と
な
る
。

一
方
か
か
る
大
規
模

冨
OH同

g
市
の
凶
O目
。
な
る
者
の
一
委
が
五

O
ュ
l
ゲ
ラ
の
土
地
を
持
ち
、

ハ陸叩
n
u

が
示
す
如
く
、
比
較
的
小
規
模
な
賃
借
経
営
も
見
ら
れ
る
。
然
し
か
か
る
例
は
キ
ケ
ロ
l
文
中
た
だ
一
つ
を
認
め
得
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
他
凡

な
賃
借
地
に
対
し
て
、

乙
れ
を
一
賃
借
者
に
貸
し
与
え
て
い
た
例

て
の
場
合
が
大
規
開
な
借
地
形
式
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
小
規
棋
賃
借
経
営
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
と
見
て
も
差
支
え
は
あ
る
ま
い
。

所
で
か
か
る
賃
借
経
営
に
於
て
、
そ
の
直
接
主
産
者
は
一
体
諮
れ
で
あ
っ
た
か
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
に
就
い
て
は
キ
ケ
ロ

l
は
言
及
し
て
い

な
い
。
叉
賃
借
経
営
に
言
及
し
た
の
同
R
O
U
Z。
及
び

ω
n
E
B
Z
N
N向
の
い
ず
れ
も
明
確
な
論
述
を
避
け
て
い
る
。
キ
ケ
ロ
！
の
演
説
文

中
、
小
・
中
農
民
の
多
数
の
在
在
は
示
さ
れ
る
に
ち
拘
ら
ず
、
零
細
小
作
（

g
－o
E
W
E
o
z
u
m
n
5
0
3、
或
は
カ
ト
l
、

（
草
加
U

業
書
に
見
い
出
さ
れ
る
自
由
貿
銀
労
働
者

ウ
ァ
ル
ロ

l
の
農

（。℃

O
B門
戸

C
P
S
O
R
O－－ロ目白司
E
P
Z
M
U
M－r
E
2。吋
O
P
E同日の件。吋
g）

の
使
用
さ
れ
た
例
は

全
然
示
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
吾
々
は
、
賃
借
経
営
の
場
合
に
於
て
も
、

そ
の
直
接
生
産
は
や
は
り
奴
隷
労
働
に
依
存
し
て
い
た
と
考
え
る

よ
り
他
は
あ
る
ま
い
。
、
だ
と
す
れ
ば
、

乙
こ
で
吾
々
は
大
土
地
所
有
者

l
賃
借
入

l
零
細
小
作
人
で
は
な
く
、
大
土
地
所
有
者

i
賃
借
入

l
奴

隷
な
る
系
譜
を
把
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

第
二
の
問
題
と
し
て
検
討
す
べ
き
は
、
か
か
る
賃
借
経
営
で
奴
隷
労
働
を
使
用
す
る
と
し
て
、
ど
の
程
度
の
利
潤
が
挙
げ
ら
れ
得
た
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
乙
れ
に
就
い
て
は
既
に

ω
2
m
g
c
N
N仰
が
前
述
の
り
z
n－2
の
例
か
ら
計
算
し
て
い
る
の
で
、

一
応
こ
れ
に
沿
っ
て
考
察
す

る
乙
と
に
す
る
。

さ
き
に

E
Oの】
g
の
十
分
の
一
税
額
六
五
回
メ
デ
ィ
ム
ニ
ー
か
ら
耕
作
面
積
八
一
七
ユ

l
ゲ
ラ
、
総
借
地
面
積
二
、

O
四
二

ユ
l
ゲ
ラ
を
算
定
し
た
。
所
が
キ
ケ
ロ
！
の
述
べ
る
所
に
よ
れ
ば
、

「

E
－
q
s。
市
に

己目。。－
o印
刷
ぷ
ユ

5
2
な
る
紳
士
が
い
る
。

彼
は

ロ
1
7
共
和
政
期
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

九



ロ
1
7
共
和
政
期
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

穴A

ω
0
m
g
E
市
民
以
外
に
は
自
由
な
私
有
地
を
持
つ
こ
と
が

ハ
註
刊
V

出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
耕
地
に
対
し
て
六
千
セ

l
ス
テ
ル
テ
ィ

l
の
地
代
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
。
今
仮

内
世
相
叫
｝

と
す
れ
ば
、

乙
れ
は
賃
借
地
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

ω
o
m
g
g
に
耕
地
を
持
っ
て
い
る
が
、

に
当
時
の
平
均
小
麦
価
格
一
モ
デ
ィ
ウ
ス
日
三
セ
l
ス
テ
ル
テ
ィ
ー

ー
、
従
っ
て
十
分
の
一
税
額
は
一
て
七
七
二
回
ω
と
な
り
、
十
分
の
一
税
と
地
代
を
合
せ
れ
ば
一
七
、
七
七
二
回
ω
と
な
る
。
乙
れ
を
耕

（出

ω）

六
五
四
メ
デ
ィ
ム
ニ

l
H
三
、
九
二
四
モ
デ
ィ

作
面
積
に
割
当
て
る
と
一
ユ

l
ゲ
ル
ム
の
平
均
負
担
額
は
約
一
二
・
六
回

ω。
従
っ
て
一
ユ

l
ゲ
ル
ム
当
り
の
平
均
収
穫
高
（
四
人
モ
デ
ィ

一
四
四
回

ω
と
の
差
額
、
即
ち
税
、
地
代
を
除
い
た
利
潤
は
一
ニ
ニ
・
四
国
ω
。
全
耕
作
面
積
で
は
九
九
、
八
七
八
回
ω。
然
る
に
翌

年
の
種
子
用
と
し
て
一
二
、
二
五
五
回
ω
（
一
ユ

l
ゲ
ル
ム
当
り
平
均
五
モ
デ
ィ

l
）、

そ
れ
に
ウ
エ
ル
レ

l
ス
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
追
加

税
二
ハ
、

O
C
O
同

ω
を
加
え
て
差
引
く
と
、

七
一
、
六

問

ω
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
所
で
巴
。
己

g
は
、
奴
隷
一
人
当
り
の
耕
作

能
力
入
ユ

l
ゲ
ラ
を
以
て
す
れ
ば
、
少
く
と
も
一

O
二
人
の
奴
隷
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
然
る
に
奴
隷
一
人
を
養
う
に
は
小
麦
四
人
モ

デ
ィ

l
H
一
四
四
回
ω
、
そ
の
他
葡
萄
酒
、
ォ
リ
l
ヴ
油
等
を
加
え
て
各
奴
隷
は
年
間
約
二
八
八
回
ω
を
必
要
と
す
る
。
奴
隷
全
体
の
出
費

は
大
約
二
九
、
三
九
六
回

ω
で、

こ
れ
を
差
引
く
と
り

zn－
g
の
手
も
と
に
は
四
二
、
二
四
五
回
ω
が
残
る
ζ

と
に
な
る
。

の
他
の
諸
雑
費
、
施
設
の
費
用
、
家
畜
の
飼
料
等
を
計
算
に
入
れ
て
も
尚
か
な
り
な
利
潤
を
挙
げ
得
た
と
い

J

喝

そ
れ
故
、
そ

以
上

ωの
B
E
Z
N
N仰
に
よ
っ
て
目
。
己

g
の
挙
げ
得
る
利
潤
を
求
め
た
。
極
め
て
大
ま
か
な
計
算
た
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
或
る
程

度
の
目
安
と
し
て
は
役
立
と
う
。
然
し
乙
れ
が
は
た
し
て
ど
の
程
度
の
信
頼
性
を
持
つ
か
は
疑
問
で
あ
る
。
第
一
に
考
う
べ
き
は
、
奴
隷
の
死

亡
、
老
衰
、
病
弱
に
よ
る
補
充
の
点
に
あ
る
。
共
和
政
期
か
ら
帝
政
初
期
に
か
け
て
、
奴
隷
の
平
均
価
格
は
一
千
デ
l
ナ
l
リ
l
前
後
と
推
定

さ
れ
る
所
か
ら
見
れ
滝
川
v

も
し
一
人
の
奴
隷
が
死
亡
す
れ
ば

Eon－
g
は
そ
の
補
充
に
対
し
て
四
千
回
ω
を
投
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て

ロ目。。－

g
の
賃
借
経
営
に
於
て
、
奴
隷
の
補
充
に
対
し
て
先
の
計
算
の
中
に
、
想
像
以
上
に
多
額
の
臨
時
出
費
を
見
込
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
第
二
に
、

イ
タ
リ
ア
の
場
合
収
穫
が
シ
キ
リ
ア
の
半
分
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
点
は
あ
る
が
、
袈
物
生
産
に
は



奴
隷
労
働
ば
不
向
で
あ
る
と
し
た
コ
ル
メ
ル
ラ
。
ま
た
一
日
一
頭
の
山
羊
で
一
デ
l
ナ
l
リ
ウ
ス
の
利
を
挙
げ
る
所
か
ら
千
ユ

1
ゲ
ラ
の
土
地

合
辻
村
）

一
日
一
千
デ
I
ナ
l
リ
l
の
利
援
を
得
ん
と
し
て
失
敗
し
た
例
か
ら
、
小
規
模
経
営
で
成
功
せ
る
事
柄
も
、
大
経
営

盟
o
n
H
g
の
場
合
、
計
算
で
は
求
め
ら
れ
得

で
千
頭
の
山
羊
を
以
て
、

で
は
失
敗
す
る
事
の
多
き
を
指
摘
し
た
ウ
ァ
ル
ロ
ー
を
併
せ
考
え
る
に
、
五
百
町
歩
を
越
え
る

な
い
、
大
規
模
経
営
に
伴
う
出
費
損
失
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
要
す
る
に
上
述
の
計
算
は
単
な
る
目
安
と
し
て
と
ど
ま
る
に
す
ぎ

ず
、
多
数
の
奴
隷
を
率
い
て
有
利
に
経
営
す
る
に
は
、
ま
さ
し
く
キ
ケ
ロ

l
の
述
べ
る
が
如
く
、
豊
富
な
経
験
と
熱
心
さ
を
必
要
と
し
、
期
待

さ
れ
る
ほ
ど
多
額
の
収
益
を
得
る
こ
と
は
相
当
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
吾
々
は
キ
ケ
ロ

l
の
ウ
エ
ル
レ

1
ス
弾
劾
演
説
を
中
心
と
し
て
、
前
一
世
紀
の
シ
キ
リ
ア
に
於
け
る
土
地
制
度
l
特
に
賃
借
経
営
に
つ

き
、
判
明
し
得
る
程
度
に
応
じ
て
こ
れ
を
検
討
し
た
。
市
し
て
こ
乙
か
ら
推
察
し
得
る
こ
と
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。

ω諸
施
設
を
行
う
の
は
大
土
地
所
有
者
で
は
な
く
、
賃
借
者
で
あ
っ
た
こ
と
。
従
っ
て
彼
等
賃
借
経
営
者
は
、
大
規
模
な

Z
E
E
S
3
2
5

を
備
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
多
額
の
資
本
を
必
要
と
す
る
こ
と
。

ωコ
ル
メ
ル
ラ
が
そ
の
農
業
書
第
一
巻
七
章
で
、
「
奴
隷
は
殆
ん
ど
家
畜
の
世
話
φ

信
し
よ
う
と
は
せ
ず
、

身
を
入
れ
て
土
地
を
耕
そ
う
と
は

し
な
い
。
：
：
：
・
：
彼
等
は
土
地
に
播
い
た
種
子
が
立
派
に
成
長
す
る
こ
と
な
ど
は
全
く
気
に
か
け
な
い
。
而
も
穀
物
を
打
毅
場
に
持
っ
て
来
た

円
盤
朝
日

場
合
に
も
、
掠
め
取
っ
た
り
、
投
げ
棄
て
た
り
し
て
、
日
毎
に
少
く
す
る
」
と
奴
隷
の
不
利
益
性
を
伝
え
る
如
く
、
多
数
の
奴
隷
を
（
而
も
各

地
に
分
散
し
た
も
の
で
は
な
く
、

一
ケ
所
に
於
て
巨
大
な
賃
借
経
営
を
営
む
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば

l
zヨ
ロ
U
H
S

の
場
合
か
ら
明
ら
か
な
如

く
）
使
用
し
て
有
利
に
経
営
す
る
に
は
、
か
な
り
に
高
度
の
技
術
と
熟
練
、
及
び
経
営
に
対
す
る
熱
心
さ
を
必
要
と
す
る
こ
と
。

ωイ
タ
リ
ア
で
播
種
量
の
平
均
四
倍
の
収
種
に
対
し
て
シ
キ
リ
ア
で
は
八
倍
の
収
穫
を
挙
げ
得
た
こ
と
が
、

一
つ
に
は
大
規
模
な
賃
借
経
営

を
成
立
せ
し
め
る
基
盤
と
な
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、
然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
期
待
し
得
る
程
の
収
益
を
挙
げ
る
乙
と
は
相
当
困
難
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
こ
と
。
従
っ
て
地
代
の
面
か
ら
見
れ
ば
、

E
o
n
－g
の
場
合
、
総
収
穫
高
一
一
七
、
七
ニ

O
同

ω
に
対
し
て
、
六
、

0
0
0同
ω、

ロ
1
7
共
和
政
期
に
於
げ
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

力」



ロ
！
？
共
和
政
期
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

71..,. 
凶

即
ち
約
五
分
と
い
う
驚
く
べ
き
低
廉
な
地
代
で
あ
り
、
前
述
の
如
く
大
し
て
有
利
と
も
思
わ
れ
怠
い
賃
借
経
営
に
於
て
、
か
か
る
低
廉
な
地
代

に
も
拘
ら
ず
、
豊
富
に
土
地
を
提
供
し
得
る
大
土
地
所
有
者
が
そ
の
背
後
に
存
在
し
た
乙
と
が
第
一
条
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

市
う
し
て
こ
こ
で
ま
ず
以
て
考
う
べ
き
は
、
大
規
模
経
営
の
担
手
た
る
彼
ら
賃
借
者
階
層
が
、

ωω
の
条
件
を
満
し
得
る
者
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
れ
ら
の
条
件
を
満
し
得
る
者
と
し
て
、
彼
等
が
如
何
な
る
所
か
ら
発
生
し
た
か
。
即
ち
賃
借
者
階
層
の
出
自
が
問

題
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
こ
と
は
叉
、
如
何
な
る
理
由
に
基
い
て
賃
借
経
営
が
発
生
し
得
た
か
を
問
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
然
し
残
念
な
が
ら

乙
の
点
に
関
し
て
は
、
キ
ケ
ロ
ー
を
始
め
と
し
て
、
そ
の
他
知
何
な
る
史
料
に
も
そ
の
記
載
を
見
る
乙
と
が
出
来
な
い
。
キ
ケ
ロ

l
は
「
ア
ジ

ア
、
シ
リ
ア
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら
来
る
凡
ゆ
る
船
舶
は
、

彼
（
〈
O
円
円
。
臼
）
の
手
下
た
る
一
連
の
ス
パ
イ
や
番
人
達
の
特
殊
な
組
織
に

よ
っ
て
、
悉
く
捕
え
ら
れ
、
船
乗
り
達
は
石
切
場
に
投
げ
込
ま
れ
、
あ
げ
く
の
果
、
船
及
び
商
品
は
ウ
エ
ル
レ

l
ス
の
も
と
に
運
ば
れ
た
。
．

：
・
か
く
て
彼
等
は
彼
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
そ
の
積
荷

l
叶

3
・5
産
の
紫
員
、
香
料
、
麻
織
物
、
宝
石
、
ギ
リ
シ
ア
産
の
葡
萄
酒
、

内
陸
胡
】

奴
隷

l
の
一
部
を
彼
に
献
じ
た
」
と
、

ア
ジ
ア
の

当
時
の
シ
キ
リ
ア
に
於
け
る
海
上
貿
易
の
姿
を
伝
え
て
い
る
。

従
っ
て

ωの
B
E
E
N
N釦
が
「
者
修
品

は
恐
ら
く
と
の
島
の
主
要
輸
入
品
で
あ
っ
た
。
富
め
る
シ
キ
リ
ア
人
達
（
当

g－
S
司
自
己
－

E
g）
は
ζ

れ
を
求
め
て
海
外
に
旅
行
し
さ
え
し

。
眠
抗
M

た
」
と
述
べ
る
如
く
、
或
は
海
上
貿
易
に
よ
っ
て
富
裕
と
な
っ
た
者
が
、
そ
の
富
を
土
地
に
投
じ
た
場
合
が
あ
り
得
た
か
も
知
れ
な
い
。
或
は

叉
中
農
層
に
し
て
、
そ
の
蓄
積
せ
る
富
を
投
じ
た
者
、
更
に
は
叉
以
前
大
土
地
所
有
者
に
し
て
、
反
乱
後
間
接
的
な
賃
借
者
に
転
じ
た
場
合
が

あ
り
得
た
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
い
ず
れ
の
場
合
に
せ
よ
、
単
な
る
想
像
の
域
を
出
で
ず
、
要
す
る
に
乙
の
聞
の
事
情
に
関
し
て
は
全
く
不
明

で
あ
る
と
言
う
よ
り
他
は
な
い
。
然
し
こ
ζ

で
、
彼
等
の
出
自
が
い
ず
れ
で
あ
れ
、
大
土
地
所
有
者
と
し
て
で
は
な
く
、
借
地
人
と
し
て
存
立

せ
し
め
た
事
情
に
つ
き
、

キ
ケ
ロ

l
の
次
の
記
述
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

即
ち
同
点
巴
＠
『

g
o
市

の

思

o
a
g
が

ωomoa宮
市
領
内
に

土
地
を
賃
借
し
て
い
た
こ
と
。
こ
れ
に
類
似
の
も
の
と
し
て
、

F

g国
神
宮
山
市
に
於
け
る
公
有
地
の
賃
借
者
の
中
で

F
O
O員
同
町
民
市
に
属
す
る
も

内
陸
相
】

の
は
唯
だ
一
家
族
に
す
ぎ
ず
、
最
も
多
数
を
占
め
て
い
た
の
は
わ
ゆ
昆
口
弘
司
忠
市
民
で
あ
っ
た
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、



借
地
形
態
と
し
て
は
他
都
市
に
土
地
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
所
が
キ
ケ
ロ

l
は
、
彼
等
が
他
都
市
で
土
地
を
持
つ
場
合
、
所
有
者
と
し
て
で
は

な
く
、
借
地
人
と
し
て
し
か
存
在
し
得
な
か
っ
た
理
由
に
関
し
て
、
「
彼
（
ロ

zn
－g）
は

ω
0
m
g
g
に
耕
地
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
賃

司
笹
川
明

U

借
地
で
あ
る
。
と
い
う
の
は

ω
o
m
g宮
市
民
以
外
に
は
自
由
な
私
有
地
を
持
つ
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
従
っ
て
こ
こ

か
ら
判
断
す
る
限
り
、

ω
o
m
g宮
市
は
他
都
市
民
の
土
地
私
有
を
禁
じ
、

た
と
え
土
地
を
購
入
し
て
大
土
地
所
有
者
た
ら
ん
と
し
て
も
、
借

地
人
と
な
る
よ
り
他
は
な
か
っ
た
事
情
が
知
ら
れ
る
。
然
ら
ば
何
故
に
他
市
民
に
土
地
所
有
を
禁
じ
た
か
。
恐
ら
く
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
事
情

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

一
方
他
都
市
に
土
地
を
求
め
る
に
際
し

（
粧
品
明

V

て
、
例
え
ば
、

no己
ロ
ュ

3
0
市
民
の
如
、
き
は
F
g
H
H
巴
邑
の
他
に
尚
〉
O
岳
民
”
に
も
多
く
の
土
地
を
賃
借
し
て
い
る
。
然
し
乙
れ
叉
不
幸

乙
の
記
述
だ
け
で
は
、

乙
の
聞
の
事
情
に
就
い
て
明
ら
か
に
し
得
な
い
。

に
し
て
、
わ
ゆ
ロ

Z
円
四
回
】
印
。
市
民
が
何
故
に
あ
え
て
他
都
市
に
土
地
を
求
め
る
に
至
っ
た
か
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
但
し
こ
の
場
合
、

こ
れ
ほ

ど
大
規
模
に
他
都
市
に
土
地
宇
佐
求
め
た
の
は
、

キ
ケ
ロ

l
文
中
に
表
れ
る
限
り
で
は
、

ζ

れ
を
以
て
唯
一
と
す
る
。
従
っ
て
か
か
る
現
象
が
シ

キ
リ
ア
を
通
じ
て
一
般
的
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

恐
ら
く
わ
O
己
居
江
田
Mmo
市
に
は
何
か
他
市
と
は
異
っ
た
特
殊
事
情
が
存
在
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
こ
乙
か
ら
見
る
限
り
、
何
ら
か
の
形
で
蓄
積
さ
れ
た
富
を
土
地
に
投
じ
て
大
土
地
所
有
者
た
ら
ん
と
欲
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
他
都
市

民
は
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
事
情
に
応
じ
て
、

や
む
な
く
賃
借
入
と
し
て
存
立
す
る
に
至
っ
た
と
し
て
、
大
規
模
な
穀
物

生
産
の
有
利
性
と
併
せ
て
、

シ
キ
リ
ア
に
於
け
る
賃
借
経
営
成
立
の
基
盤
を
こ
こ
に
求
め
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
、
も
し
然
り
と
す
る
な

ら
ぱ
、
自
都
市
に
土
地
を
求
め
ず
し
て
、
他
に
こ
れ
を
求
め
た
乙
と
を
如
何
に
解
す
る
か
。
も
早
や
自
都
市
で
土
地
を
求
め
得
な
い
ほ
ど
、
大

土
地
所
有
が
伸
展
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
当
然
ま
ず
以
て
自
都
市
で
賃
借
地
を
求
む
べ
き
で
は
な
い
か
。
当
時
大
土
地
所
有
が

帝
政
期
イ
タ
リ
ア
に
見
ら
れ
た
ほ
ど
発
展
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
ほ
既
に
指
摘
し
た
所
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
地
代
が
穀
物

生
産
と
は
い
え
、
五
分
と
い
う
驚
く
べ
き
低
廉
き
で
あ
っ
た
こ
と
。
大
土
地
所
有
者
が
白
か
ら
経
営
せ
ず
に
、
低
廉
な
地
代
で
土
地
を
賃
貸
す

ロ
ー
マ
共
和
政
則
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

jし

五



ロ
1
7
共
和
政
測
に
於
げ
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

ゴL
ノ＼

る
に
至
っ
た
理
由
は
何
か
。
と
も
あ
れ
以
上
の
如
き
事
情
を
併
せ
考
え
る
に
、
他
都
市
民
の
土
地
所
有
禁
止
を
以
て
、
賃
借
経
営
成
立
の
基
盤

と
み
な
す
に
は
、
た
と
え
そ
れ
を
完
全
に
否
定
出
来
ぬ
に
し
て
も
、
尚
多
く
の
疑
問
を
残
す
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
だ
と
す
れ
ば
吾
々

は
大
規
模
な
賃
借
経
営
ぞ
成
立
せ
し
め
た
究
極
的
基
盤
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
、
尚
そ
の
背
後
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

（五）

吾
々
は
先
に
賃
借
経
営
を
成
立
せ
し
め
た
諸
条
件
と
し
て
、

ω相
当
程
度
の
資
本
と
豊
富
な
経
験
及
ぴ
熱
心
さ
を
持
つ
賃
借
者
の
存
在
、

ω

期
待
し
得
る
程
で
は
な
い
と
し
て
も
、
か
な
り
な
利
益
を
挙
げ
得
る
だ
け
の
シ
キ
リ
ア
の
肥
沃
さ
（
勿
論
天
候
の
急
変
や
ウ
エ
ル
レ

l
ス
事
件

の
如
き
が
な
い
場
合
）
、

ω低
廉
な
地
代
に
も
拘
ら
ず
、
豊
富
に
土
地
を
提
供
し
得
る
大
土
地
所
有
者
の
存
在
、
を
指
摘
し
た
。
然
ら
ば
か
か

る
諸
事
情
に
立
脚
し
、
大
土
地
所
有
に
代
っ
て
賃
借
経
営
を
登
場
せ
し
め
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。

マ
ル
ク
ス
は
こ
の
シ
キ
リ
ア
に
於
げ
る
賃
借
経
営
に
闘
し
、
資
本
論
第
三
巻
四
七
章
で
、
「
古
代
に
於
て
（
資
本
主
義
的
農
業
の
）
形
式
的
類

似
（
O
E
O
同

O『
B
O
F
w
k
r
H
H向
E
E
O
）
は
イ
タ
リ
ア
一
般
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
た
だ
シ
キ
リ
ア
に
見
い
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
何
故
な
ら
、

ロ

－
マ
に
対
す
る
農
業
的
貢
納
国

と
し
て
存
在
し
、
そ
の
故
に
農
業
が
本
質
的
に
輸
出
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い

同一位－
4
v

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
近
代
的
意
味
で
の
小
作
農
業
者
達
も
存
在
し
て
い
た
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
賃
借
経
営
者
が

（

ωm
ユ回向。－
g
吋，ュ
σロ
昨
日
似
国
門
同
）

「
近
代
的
意
味
」
で
の
小
作
と
し
て
把
え
ら
れ
、
か
か
る
シ
キ
リ
ア
農
業
が
輸
出
に
立
脚
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
資
本
主
義
的
類
似
性
を
方

向
づ
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
上
に
検
討
し
て
来
た
所
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
奴
隷
制
に
立
脚
し
て
い
た
と
い
う
点
を

除
け
ば
、
そ
の
経
営
原
理
に
於
て
彼
等
借
地
人
階
層
が
近
代
的
意
味
で
の
小
作
農
業
者
に
近
い
型
と
し
て
表
れ
て
い
る
こ
と
は
、

マ
ル
ク
ス
の

指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
い
。
ロ
ー
マ
に
貢
納
国
と
し
て
多
量
の
毅
物
を
輸
出
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
以
上
、
不
馴
れ
な
大
土
地
所
有
者
が
白
か
ら
経
営

す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
諸
施
設
守
備
え
得
る
だ
け
の
多
く
の
資
本
を
持
ち
、
豊
富
な
経
験
と
、
大
土
地
経
営
を
有
利
に
導
か
ん
と
す
る
熱
心
さ



を
持
つ
賃
借
者
に
そ
の
経
営
管
理
を
ま
か
せ
、
十
分
の
一
税
を
確
保
し
、
よ
り
多
く
の
収
益
を
挙
げ
る
こ
と
の
方
を
選
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
お
よ
そ
疑
い
を
入
れ
な
い
。

然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
大
土
地
所
有
者
が
僅
か
五
分
と
い
う
驚
く
ほ
ど
低
廉
な
地
代
で
土
地
を
貸
し
与
え
た
の
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
戴
物
輸
出
に
方
向
づ
け
ら
れ
、
よ
り
多
く
の
利
潤
を
求
め
て
土
地
の
経
営
を
任
せ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
十
分
の
一
税

を
も
任
せ
、
且
つ
叉
穀
物
生
産
の
収
益
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
僅
か
五
分
程
度
の
低
い
地
代
を
得
て
満
足
せ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
理
由
は
一
体
何
処
に
あ
っ
た
か
。
こ
乙
に
於
て
決
定
的
に
重
要
な
乙
と
は
、
奴
隷
反
乱
を
契
機
と
し
て
、
史
料
の
記
載
が
大
土
地
所
有

か
ら
賃
借
経
営
へ
と
移
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
賃
借
経
営
の
成
立
は
少
く
と
ち
奴
隷
反
乱
以

後
で
あ
っ
た
と
見
て
差
支
え
な
く
、
吾
々
は
こ
乙
に
、
先
に
挙
げ
た
諸
条
件
を
摘
す
も
の
と
し
て
、

シ
キ
リ
ア
が
貢
納
国
と
し
て
ロ

1
マ
に
毅

物
を
送
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
尚
も
う
一
つ
の
決
定
的
な
重
要
性
を
も
っ
動
き
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
あ
る
ま

、
。
。

’U
2
7
A
 

即
ち
乙
乙
に
於
て
注
目
す
べ
き
は
、
奴
隷
反
乱
を
機
と
し
た
「
大
土
地
所
有
者

l
奴
隷
」
な
る
経
営
様
式
か
ら
、

「
大
土
地
所
有
者

l
賃
借

経
営
者

i
奴
隷
」
な
る
系
譜
へ
の
移
行
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
系
譜
た
る
や
、
た
だ
単
に
貢
納
国
と
し
て
の
性
格
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
も
の

で
は
決
し
て
な
く
、
奴
隷
制
か
ら
小
作
制
へ
の
方
向
、
即
ち
奴
隷
制
矛
盾
の
展
開
方
向
を
示
す
一
過
程
を
意
味
す
る
も
の
以
外
の
な
に
も
の
で

ち
な
い
o
U釦
自
。
沼
町
ロ
O
曲
は
四
百
人
を
も
数
え
る
多
数
の
奴
隷
を
所
有
し
な
が
ら
、
そ
の
経
営
管
理
を
同
じ
奴
隷
身
分
た
る

i
E
n
z
m
K任

せ

著
修
の
中
に
生
活
し
、
白
か
ら
は
奴
隷
反
乱
の
第
一
の
犠
牲
者
と
な
っ
た
。

プ
リ

l
ニ
ウ
ス
は
そ
の
博
物
誌
第
十
八
巻
に
於
て
、

、H
，・、吋
mw一江口
ω
河
民
g
な
る
者
が
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
の
繕
を
得
て
獲
得
し
た
一
千
万
国

ω
の
財
産
を
以
て
、

E
n
g
g
g
地
方
で
大
規
模

出
大
な
る
が
故
に
、

に
農
業
を
や
っ
た
結
果
見
事
に
失
敗
し
た
例
を
伝
え
、
無
思
慮
に
土
地
を
買
い
求
め
る
こ
と
を
誠
め
、
奴
隷
に
よ
る
大
規
模
耕
作
を
以
て
、
支

ハ
駐
棺
u

「
最
も
良
く
耕
す
の
は
む
し
ろ
不
利
で
あ
る
」
と
す
ら
言
う
。
再
度
に
わ
た
る
奴
隷
の
反
乱
に
直
面
し
、
奴
隷
反
乱
と
大

ロ
！
？
共
和
政
期
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

九
七
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土
地
経
営
失
敗
の
危
険
性
に
怯
え
る
彼
等
大
土
地
所
有
者
は
、
反
乱
後
奴
隷
制
の
再
編
成
を
行
い
白
か
ら
経
営
す
る
よ
り
も
、
た
と
え
収
益
は

少
く
と
も
、
反
乱
の
危
険
か
ら
逃
れ
、
よ
り
安
全
な
方
向
を
求
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
お
よ
そ
当
然
と
も
言
う
べ
く
、
資
本
と
熱
心
さ
と
を
持

つ
賃
借
者
階
層
の
発
生
巻
待
っ
て
、
奴
隷
反
乱
に
よ
っ
て
荒
魔
し
た
土
地
の
整
理
、
奴
隷
制
の
再
編
成
、
及
び
そ
の
経
営
を
彼
等
に
全
面
的
に

ゆ
だ
ね
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
動
き
が
従
っ
て
彼
等
大
土
地
所
有
者
を
し
て
僅
か
五
分
に
も
満
た
な
い
地
代
を
得
て
満
足
せ
し

め
る
状
態
へ
と
追
い
立
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
吾
々
は
、
奴
隷
制
矛
盾
の
展
開
過
程
に
応
じ
た
か
か
る
方
向
づ
け
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
賃
借
経
営
の
成
立
で
あ
り
、
奴
隷
反
乱
を
契
機
と
し
た
大
土
地
所
有
か
ら
賃
借
経
営
へ
の

史
料
記
載
の
移
行
を
必
然
な
ら
し
め
た
決
定
的
理
由
で
あ
っ
た
と
考
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
勿
論
こ
の
場
合
、
そ
れ
が
賃
借
経
営
者
へ

と
転
佑
し
得
る
者
の
存
在
（
彼
等
の
出
自
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
は
ゐ
る
が
）
と
大
規
模
な
穀
物
生
産
の
有
利
性
を
基
盤
と
し
て
始
め
て
明

確
な
形
で
登
場
し
得
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
然
し
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
こ
れ
を
決
定
的
た
ら
し
め
た
も
の
、
そ
れ
は

属
領
と
し
て
ロ

l
マ
に
穀
物
を
供
給
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
言
う
条
件
と
絡
み
合
い
な
が
ら
、
奴
隷
反
乱
を
契
機
と
し
て
表
面
佑
す
る
に
至

っ
た
奴
隷
制
矛
盾
、
そ
し
て
そ
の
展
開
方
向
、
即
ち
奴
隷
制
直
接
経
営
か
ら
小
作
制
へ
の
万
向
で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
と
が
出
来
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

然
し
な
が
ら
こ
こ
に
於
て
更
に
問
題
と
な
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
奴
隷
制
矛
盾
の
激
化
が
、

ス
パ
ル
タ
ク
ス
以
後
共
和
政
末
期
か
ら
帝
政

初
期
に
か
け
て
の
著
し
い
奴
隷
解
放
の
動
き
と
、
コ
ル
メ
ル
ラ
、
プ
リ
1
ニ
ウ
ス
以
後
の
小
作
制
の
普
及
と
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、

て
小
小
作
人
た
る

g
Z邑
へ
の
依
容
と
、
他
方
で
は
奴
隷
の
解
放
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
然
る
に
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷

一
方
に
於

反
乱
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
い
ず
れ
ち
見
ら
れ
ず
、
別
に
賃
借
経
営
な
る
方
向
を
と
っ
て
い
る
。
否
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
逆
に
奴
隷
に
対
し
て
武

器
に
類
す
る
物
一
切
の
携
帯
厳
禁
を
始
め
と
し
て
抑
圧
策
が
と
令
れ
て
い
る
。

一
体
こ
の
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
が
、
奴
隷
の
解
放
及
び
小
小

作
制
を
生
み
出
す
こ
と
な
く
、
別
に
賃
借
経
営
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
ど
乙
に
あ
っ
た
か
。



こ
の
間
の
事
情
は
既
に
検
討
し
来
た
っ
た
所
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

一
言
に
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
当
時
大
土
地
所
有
の
集
中
が
そ
れ
程
進

行
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
土
地
所
有
の
進
展
が
、
中
・
小
土
地
所
有
の
減
少
を
伴
い
な
が
ら
、

ω自
由
身
分
の
者
を
零
細

小
作
人
と
し
て
採
用
す
る
か
、
或
は

ω奴
隷
に
家
庭
を
与
え
、
農
具
家
畜
を
所
有
せ
し
め
て
、
生
産
物
の
一
部
を
自
ら
の
手
に
収
め
得
る
小
作

奴
隷
（

8
3
5
宮
富
山

g
z
E
m）
に
変
じ
た
り
、
奴
隷
を
解
放
し
て
小
作
さ
せ
る
方
向
を
と
る
に
至
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

然
る
に
乙
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
既
に
見
た
如
く
、
大
土
地
所
有
は
そ
れ
程
進
展
し
て
い
ず
、
こ
の
こ
と
は
、
中
・
小
土
地
所
有
の
没
帯
、
換

言
す
れ
ば
零
細
小
作
制
を
生
み
出
す
基
盤
と
も
な
る
べ
き
、
そ
の
担
い
手
の
敏
如
を
意
味
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、

一
方
、
奴
隷
に
家
庭
と

農
具
家
畜
を
与
え
て
小
作
せ
し
め
る
ほ
ど
奴
隷
制
矛
盾
の
激
佑
が
見
ら
れ
ず
、

乙
の
反
乱
が
究
極
的
に
奴
隷
の
解
放
及
び
零
細
小
作
制
へ
と
導

か
な
か
っ
た
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
そ
れ
を
生
み
だ
す
だ
け
の
奴
隷
制
矛
盾
の
激
佑
と
そ
れ
に
伴
う
奴
隷
自
身
の
経
済
的
力
の
蓄
積
と
が
そ
の

【
佳
昭
】

背
後
に
釆
だ
存
在
す
る
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
奴
隷
反
乱
の
危
機
に
直
面
し
た
奴
隷
制
大
土
地
所
有
は
、
そ
の
止
揚

形
態
た
る
零
細
小
作
制
、
更
に
は
コ
ロ
ナ
l
ト
制
に
転
換
し
得
る
程
に
は
発
展
し
て
お
ら
ず
、
か
か
る
条
件
が
、
尚
依
然
と
し
て
奴
隷
労
働
力

に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
奴
隷
反
乱
を
契
機
と
し
て
大
土
地
所
有
か
ら
賃
借
経
営
を
成
立
せ
し
め
る
に
至
っ
た
と
考
え
る
乙
と
が
出
来
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

然
る
に
か
く
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
賃
借
経
営
は
そ
の
後
帝
政
初
期
に
至
っ
て
小
作
制
に
道
を
譲
っ
て
い
る
点
に
、
尚
吾
々
は
注
目

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
共
和
政
末
期
か
ら
帝
政
期
に
入
り
、

シ
キ
リ
ア
に
イ
タ
リ
ア
在
住
の
ロ

l
マ
人
の
大
土
地
所
有
が
進
展
す
る
時
代
に
な
っ
て

（
キ
ケ
ロ

l
時
代
の
不
在
地
主
と
し
て
は
、
僅
か
に
四
名
が
数
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
て

小
作
制
カま
次
第

をに
持普
つ及
経し
営た
l乙と
変考
つえ
て ら
いれ
る2
。泊特

賃ーに

四
世
紀
以
後
に
な
る
と
、
大
土
地
所
有
制
は
『
総
小
作
人
（

g国
内
苫

2
0
2
m）
！
零
細
小
作
人
（

g
－oE）』

借
経
営
が
巨
大
な
規
模
を
持
つ
穀
物
畠
で
奴
隷
を
使
用
し
て
有
利
に
経
営
し
得
る
た
め
に
は
、
非
常
に
豊
富
な
熟
練
と
熱
心
な
監
督
と
を
必
要

と
し
、
而
も
そ
れ
か
ら
挙
る
収
益
が
期
待
し
得
る
ほ
ど
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
既
に
見
た
所
で
あ
る
。
そ
れ
故
乙
の
経
営
が
ウ
エ
ル
レ

l

ロ
ー
マ
共
和
政
期
に
於
け
る
シ
キ
リ
ア
の
奴
隷
反
乱
と
大
土
地
所
有
制

jt, 

九
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ス
事
件
の
如
き
が
な
い
場
合
、
或
る
程
度
の
恒
常
的
利
益
は
挙
げ
得
た
に
せ
よ
著
し
く
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
零
細
小
作
制
の

発
展
、
更
に
は
ウ
エ
ル
レ

l
ス
の
訣
求
に
よ
る
彼
等
の
転
業
か
ら
見
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
不
安
定
な
も
の
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
普

及
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
点
に
問
題
が
あ
り
、
単
に
資
本
主
義
的
万
向
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
奴
隷
反
乱
に
伴
う
奴
隷
制
の
再
編
成
、

こ

れ
が
究
極
に
於
て
、
反
乱
の
危
機
に
直
面
し
た
大
土
地
所
有
者
を
し
て
、
自
ら
は
僅
か
五
分
の
地
代
に
満
足
し
な
が
ら
、
上
に
検
討
し
て
来
た

よ
う
な
諸
事
情
に
応
じ
て
、
そ
の
不
安
定
性
に
も
拘
ら
ず
、
賃
借
者
階
層
を
別
に
成
立
せ
し
め
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
見
る
な
ら

ば
、
賃
借
経
営
の
成
立
は
、
要
す
る
に
大
土
地
所
有
の
奴
隷
制
直
接
経
営
か
ら
奴
隷
制
崩
壊
に
伴
う
零
細
小
作
制
、
更
に
は
彼
等
の
自
由
の
喪

失
と
奴
隷
の
上
昇
に
よ
る
所
調
コ
ロ
ナ
l
ト
制
へ
の
過
程
に
於
て
、
奴
隷
反
乱
の
生
み
出
し
た
過
渡
的
段
階
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
は
な
い
か
。

以
上
を
以
て
前
二
世
紀
の
シ
キ
リ
ア
奴
隷
反
乱
後
の
大
土
地
所
有
制
の
検
討
を
一
応
終
る
が
、
要
す
る
に
、
こ
の
反
乱
は
前
二
世
紀
と
い
う

相
当
早
い
時
期
に
も
拘
ら
ず
、
賃
借
経
営
な
る
小
作
制
的
方
向
を
既
に
生
み
出
し
て
居
り
、
結
果
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
反
乱
は
り
ω目。芸品】
g

的
直
接
経
営
の
没
落
と
そ
れ
に
伴
う
賃
借
経
営
成
立
の
点
に
於
て
、
或
る
意
味
で
は
奴
隷
制
秩
序
を
揺
り
動
か
し
、
奴
隷
制
社
会
の
矛
盾
を
よ

り
一
層
明
確
佑
し
た
と
も
言
い
得
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
把
加
え
る
な
ら
ば
、

シ
キ
リ
ア
で
の
反
乱
が
零
細
小
作
制
及
び
奴
隷
の
解
放
こ
そ
生
み
出
し
は
し
な
か
っ
た
が
、
既
に
小
作
制
的

方
向
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
更
に
乙
の
反
乱
に
続
く
ス
パ
ル
タ
ク
ス
の
乱
後
、
共
和
政
末
期
か
ら
帝
政
初
期
に
か
け
て
、
解
放
制
限
令
が
遂
に

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
程
、
奴
隷
解
放
の
著
し
い
増
大
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
而
も
こ
の
反
乱
の
い
ず
れ
も
共
和
政
期

に
起
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
か
る
動
き
を
ロ

1
マ
奴
隷
制
史
上
如
何
に
評
価
す
る
か
が
更
に
次
の
重
要
な
課
題
と
な
る
が
、
紙
面
の
部
合
上

こ
の
検
討
は
後
日
を
待
ち
た
い
。
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