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に
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ド
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近
年
に
私
有
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
の
研
究
に
拾
い
て
一
時
期
を
劃
す
る
業
蹟
と
し
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

1
バ
1
晩
年
の
雄
篇

「
松
市
」
を
挙
げ
る
と
と
は
、
恐
ら
ぐ
何
人
に
も
異
論
の
た
い
所
で
あ
ろ
う
。
す
た
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
は
、
ウ
ェ

1
メ
ー
に
よ

で
あ
る
。

っ
て
、
祉
会
学
的
た
考
察
を
遜
し
て
、
古
代
都
市
及
び
東
洋
都
市
と
の
対
比
と
い
ろ
世
界
史
的
親
野
に
沿
い
て
、
美
事
に
抱
え
ら
れ
た
の

ウ
ェ

1
メ
ー
に
よ
れ
ば
、
古
代
都
市
が
奴
隷
の
抑
圧
と
掠
奪
と
い
う
軍
事
的
契
機
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
に
対
し
て
、
中
世
都
市
は
封

十
五
、
大
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
居
分
化
に
つ
い
て

四
五



十
五
、
六
世
記
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
つ
い
て

四
六

建
領
主
や
騎
士
の
軍
事
的
権
力
に
よ
っ
て
成
立
し
、
あ
る
い
は
時
に
よ
っ
て
商
人
自
体
の
独
立
の
軍
事
勢
力
を
も
っ
と
と
は
あ
る
が
、
し

か
し
そ
の
軍
事
勢
力
は
都
市
の
組
織
の
基
礎
と
た
っ
た
も
の
で
は
た
く
、
都
市
の
経
済
的
発
達
の
保
障
た
る
に
す
ぎ
た
か
っ
た
0

・中
世
都

市
の
唯
一
の
対
象
は
あ
く
ま
で
も
平
和
た
営
利
行
為
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
世
都
市
は
、

一
応
安
定
し
た
祉
会
秩

序
の
成
立
を
前
提
と
す
る
経
済
団
体
h

と
し
て
成
立
す
る
。
そ
の
点
で
外
見
の
相
似
に
拘
わ
ら
歩
、
中
世
都
市
は
古
代
都
市
と
は
全
く
意
味

を
異
に
す
る
祉
会
団
体
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
中
世
都
市
の
著
る
し
い
特
性
は
自
治
的
行
政
を
も
っ
公
共
団
体
〈

KFE
。ロ。
B
o
m
g岳
民
0

・

Eozao〉
で
あ
っ
た
点
に
あ
り
、
か
L
る
自
治
的
性
格
を
欠
き
、
団
体
を
規
制
す
る
能
力
の
全
く
友
い
バ
ラ
バ
ラ
の
個
人
の
集
積
で
あ

る
東
洋
の
都
市
と
も
鋭
い
対
立
を
示
す
。
中
世
都
市
は
最
早
草
た
る
経
済
団
体
で
は
た
く
、
生
活
協
同
体
と
も
い
う
べ
き
が
マ
イ
ン
シ
ア

フ
ト
的
批
会
団
体
の
弐
元
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
。
中
世
都
市
は
と
の
よ
う
た
自
治
的
、
営
利
的
及
協
同
体
売
る
性
格
に
対
応
す
る
合
理
的

・
た
枇
会
的
、
政
治
的
制
度
を
も
っ
て
い
る
。
ウ
ェ

I
バ
ー
は
か
L
る
合
理
的
た
組
織
と
、
そ
と
に
敵
さ
れ
る
市
民
精
神
に
、
近
代
的
友
一
位

会
制
度
と
、
合
理
主
義
的
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
生
誕
す
る
怪
種
を
見
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
の
よ
う
に
中
世
都
市
の
一
般
的
性
格
を
把
え
た
ウ
ェ

1
メ

1
の
考
察
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
を
分
訴
し
て
、
ニ

つ
の
都
市
類
型
を
拡
併
出
し
た
。
す
た
わ
ち
都
市
行
政
の
ト
レ

1
ガ
ー
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
分
売
れ
る
、
イ
グ
リ
干
諸
都
市
を
中
心
と

し
南
仏
諸
都
市
を
含
ん
だ
南
欧
型
都
市
、

す
な
わ
ち
貴
族
都
市
〈
の

8
0
E
R
v
g
g
g去
〉
と
、
ア
U
M

プ
ス
以
北
の
北
欧
型
都
市
、
す
た

わ
ち
平
氏
都
市
（

2
0げ立
o
g
g去
〉
の
二
類
型
で
あ
る
。
南
欧
型
都
市
は
市
民
団
体
と
し
て
の
自
治
体

1
1
3
ン
ム

l
ネ
ー
ー
と
し
て
、

成
立
す
る
が
、
ウ
ェ

1
パ
ー
が
そ
れ
を
貴
族
都
市
と
規
定
す
る
震
は
、
で
る
都
市
が
、
本
原
的
に
は
都
市
外
勢
力
売
る
貴
族
鳥
ド

都
市
の
商
人
出
身
の
擬
制
の
そ
れ
を
伴
っ
た

l
iを
都
市
行
政
の
担
当
者
と
し
て
合
ん
で
い
る
点
に
あ
る
。
か
L
る
貴
族
は
完
全
た
る
意



味
に
沿
い
て
封
建
的
要
素
で
は
た
い
と
し
て
も
、
身
分
関
係
に
沿
い
て
そ
れ
を
枕
し
得
歩
、
そ
の
生
活
内
容
は
む
し
ろ
騎
士
一
般
の
そ
れ

で
あ
っ
た
。
し
た
が
ワ
て
か
L
る
要
素
を
都
市
行
政
の
ト
レ

1
ガ
ー
と
し
て
も
ワ
先
場
合
の
イ
グ
リ
ア
都
市
は
、
市
民
団
体
と
し
て
は
完

給
し
た
も
の
と
は
い
L
得
守
、
東
洋
型
都
市
と
北
欧
型
都
市
の
中
間
的
た
過
渡
的
段
階
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

と
れ
に
対
し
て
北
欧
型
都
市
は
自
治
的
危
布
民
の
会
共
団
体
と
し
て
は
す
で
に
完
結
し
穴
姿
を
と
っ
て
い
る
。
ウ
ェ

1
パ
J
が
そ
れ
を

平
民
都
市
と
規
定
す
る
所
以
は
九
北
欧
型
都
市
が
商
工
業
者
を
中
心
と
し
た
市
民
の
個
人
と
し
て
の
結
合
た
る
誓
約
団
体
印
。
vdqRm0
・

B
O
E岳
民
仲
で
あ
り
、
都
市
内
の
個
人
は
法
的
に
平
等
で
あ
り

l
l都
市
の
空
気
は
自
由
に
す
の
法
諺
を
想
起
せ
よ

l
l個
人
と
し
て

市
政
に
っ
た
が
ワ
て
い
る
点
に
あ
る
。
北
欧
都
市
と
い
え
ど
も
、
職
業
上
の
団
体
売
る
ツ
ン
フ
ト
を
政
治
上
の
単
位
と
し
て
も
っ
て
語
り
、

現
実
に
は
ツ
ン
フ
ト
の
指
導
者
売
る
特
定
の
一
群
の
商
工
業
者
党
と
え
ば
ケ
ル
ン
の
有
名
友
る
二
十
四
人
の
宮
人
団
体
目
。
HHORSFO

戸
二
ル
ン
ペ
ル
グ
の
極
め
て
イ
ダ
リ
ア
的
色
彩
の
濃
い
四
十
家
族
の
都
市
支
配
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
梼
権
屠
は
市
民
自
体
の
析
出

し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ツ
シ
フ
ト
内
部
に
沿
い
て
は
そ
の
構
成
員
が
団
体
規
制
K
関
す
る
法
的
た
均
等
性
主
経
済
的
自
由
を
一
応
も
っ

て
語
り
、
兎
も
角
も
そ
の
商
人
精
一
脚
、
営
利
行
為
に
伴
ろ
合
理
主
義
は
合
理
的
危
都
市
制
度
の
背
景
と
た
わ

J

売
も
の
で
あ

ο
て
、
南
欧
型

の
都
市
と
は
異
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
も
の
と
せ
ね
ば
怒
ら
た
い
。

叙
上
の
ご
と
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
は
ウ
ェ

1
パ
1
の
精
微
た
考
察
に
よ
っ
て
、
改
治
的
、
従
会
的
、
経
済
的
関
連
に
帆
布
い
て
綜

合
的
に
把
え
ら
れ
売
。

F
イ
ツ

k
h布
け
る
十
九
世
紀
中
葉
以
来
の
中
世
．
都
市
研
究
の
中
心
課
題
の
一
は
、
都
市
の
制
度
史
的
、
法
律
史
的

研
究
で
あ
っ
て
、
都
市
制
度
、
市
民
団
体
の
法
的
仕
置
の
究
明
に
精
力
が
傾
け
ら
れ
た
。

G

・v
－
ギ
1
ル－
F
’
一
計
先
達
と
す
る
法
学
者
、
た

ち
に
よ
っ
て
、
と
の
分
野
に
沿
い
て
、
多
く
の
貴
重
注
業
蹟
が
挙
げ
ら
れ
た
0

・ま
た
中
世
都
市
研
究
に
関
す
る
今
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
援

十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
居
分
化
に
づ
い
て

四
七
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、
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に
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ド
イ
ツ
都
市
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民
の
階
層
分
化
に
つ
い
て

四
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史
学
派
C
経
済
学
者
に
よ
る
都
市
経
済
の
歴
史
的
研
究
で
あ
っ
た
。

v
f
T
ラ
l
、
ピ
ュ
ツ
ヒ
ア

1
の
業
蹟
を
先
限
と
仰
ぐ
歴
史
学
抵
の

経
済
学
者
の
段
階
理
論
は
1

中
世
都
市
の
経
済
体
制
を
都
市
経
済
怒
る
努
展
段
階
的
範
鴎
を
も
っ
て
、
多
様
た
る
中
世
都
市
の
経
済
生
活

を
一
律
に
律
し
去
ろ
う
と
す
る
嫌
い
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
の
研
究
が
中
世
都
市
の
経
済
生
活
に
つ
い
て
の
多
く
の
確
実
た
デ
l

グ
を
提
供
し
た
と
い
う
学
史
的
意
義
は
過
少
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
た
い
。
十
九
世
紀
以
来
の
そ
れ
ら
の
研
究
が
、
ウ
ェ

1
パ
I
K
汲
み

と
ら
れ
て
政
治
的
、
枇
会
的
、
経
済
的
諸
契
機
の
関
連
に
拾
い
て
綜
合
的
に
考
察
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
じ
か
し
た
が
ら
ウ
ェ

1
メ

1
の

業
蹟
に
よ
っ
て
、
中
世
都
市
の
研
究
は
尽
さ
れ
た
わ
け
で
は
た
い
。
仮
り
に
ウ
ェ

I
，m
－
の
体
系
に
従
う
と
し
て
も
、
個
別
的
研
究
に
よ

っ
て
彼
の
類
型
化
を
一
一
居
深
く
掘
り
下
げ
て
吟
味
し
、
そ
の
類
型
化
を
補
足
修
正
す
る
と
と
も
一
つ
の
残
さ
れ
た
道
で
あ
る
D

さ
ら
に
ま

党
ウ
ェ

1
パ
1
の
研
究
が
上
惑
の
略
訟
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
た
ど
と
く
、
都
市
主
権
の
あ
り
方
か
ら
市
民
団
体
の
性
格
を
規
定
す
る
と
い

う
紅
会
学
的
方
法
論
に
よ
っ
て
、
祉
会
関
係
構
成
の
誇
要
件
の
関
連
か
ら
都
市
像
を
彫
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
は
逆

に
経
済
的
前
提
か
ら
枇
会
関
係
を
考
察
し
、
都
市
像
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
研
究
の
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
の
種
の

業
援
の
一
つ
と
し
て
メ
ン
バ
ル
ト
の
研
究
れ
数
え
る
と
と
が
出
来
る
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
そ
の
研
究
を
可
能
に
す

る
の
は
豊
富
た
個
別
研
究
の
存
在
で
あ
る
。

と
と
ろ
で
ウ
ェ
｝
パ

l
の
綜
合
的
業
蹟
の
現
わ
れ
党
前
後
か
ら
の
F
イ
ツ
史
学
界
の
中
世
都
市
研
究
の
動
向
の
特
徴
は
、
各
都
市
の
精

密
た
個
別
的
研
究
に
よ
っ
て
恐
ろ
し
く
精
密
度
が
増
し
た
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
は
、
幾
ワ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
ち
得
る

か
・
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
は
ト
ポ
グ
ラ
フ
イ
的
研
究
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
地
方
誌
の
叙
越
を
究
極
の
目
的
と
し
、
交
通
、

周
辺
農
村
と
の
関
連
と
い
う
地
域
的
諸
僚
件
を
充
分
考
量
の
中
に
入
れ
た
都
市
研
究
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
都
市
景
観
の
成
立
を
対
象
と
す
る



歴
史
地
理
学
的
研
究
も
ま
た
そ
れ
に
近
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
引
ι
第
三
の
グ
ル
ー
プ
と
す
べ
き
は
、
租
税
帳
、
人
別
帳
の
中
世
史
料
を
利

用
し
て
の
中
世
都
市
の
財
政
、
市
民
の
経
済
生
活
の
測
定
、
資
産
の
分
布
に
関
す
る
経
済
史
学
者
の
研
究
で
あ
る
。
以
上
の
諸
研
究
を
総

括
し
た
研
究
は
現
在
の
と
と
ろ
現
わ
れ
て
い
・
な
い
が
、
現
肢
に
沿
い
て
は
、
諸
都
市
の
恐
ろ
し
く
多
犠
た
る
接
相
を
展
開
し
つ
k
あ
る
と

し
て
も
過
言
で
は
た
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
諸
研
究
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
が
今
注
目
せ
ん
と
す
る
の
は
、
第
三
の
グ
ル
ー
プ
の
匪
史
学
祇
の
流
れ
を
く
む
経
済
史
学
者
の
、

租
税
帳
、
人
別
帳
を
利
用
し
て
の
統
計
的
研
究
で
あ
る
。
と
の
グ
ル
ー
プ

ρ
研
究
の
光
院
を
た
し
た
の
は
、
古
く
シ
L

ン
ベ
ル
グ
と
ピ

ュ
ツ
．

ヒ
ア
1
の
研
究
で
あ
っ
て
、
チ
コ
じ
ン
グ
V
大
学
の
統
計
学
教
授
シ
ェ
ン
ペ
ル
グ
の
「
十
四
、

五
世
紀
に
治
け
る
パ

1
4』
ル
の
財
政
事

情
」
三
八
七
九
年
一
6
uは

劃
期
的
注
意
義
を
も
っ
業
蹟
で
あ
っ
た
o

シ
ェ
ン
ペ
ル
ク
の
労
作
の
学
史
上
に
治
け
る
意
義
は
、
中
世
都
市
の

人
口
）
財
政
関
係
の
統
計
的
事
実
に
関
し
て
、
従
来
信
ぜ
ら
れ
た
秩
棋
友
根
拠
の
な
い
数
字
を
大
幅
に
修
正
し
て
科
学
的
た
統
計
操
作
に

基
ヂ
〈
確
実
た
数
字
を
提
供
し
た
と
と
守
あ
っ
た
。
例
え
ぽ
ア

1
ノ
ル

F
D
有
名
た
「
自
由
都
市
法
机
犯
」
の
ご
と
き
も
十
三
世
紀
の
ケ

ル
ン
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
人
口
数
に
つ
い
て
十
二
万
、
六
万
と
い
う
ご
と
き
数
字
を
を
推
定
し
て
い
る
が
、
と
れ
は
そ
の
後
の
研
究
に
よ
る

数
字
の
正
に
四
、
五
俗
で
あ
る
o
u
v
エ
シ
ベ
ル
ク
の
業
蹟
は
劃
期
的
広
意
義
を
も
っ
た
が
十
ピ
品
ツ
ヒ
ア
1
0
批
判
に
よ
れ
ば
「
シ
ェ
ン
・

ベ
ル
グ
の
研
究
は
史
料
吟
味
の
厳
密
と
統
計
操
作
の
確
実
に
よ
っ
て
信
理
性
が
大
で
あ
れ

J

た
に
も
拘
わ
ら
夕
、
史
料
欠
除
の
部
分
に
つ
い

て
の
現
代
統
計
を
援
用
す
る
推
定
に
無
理
が
あ
ワ
て
、

誤
差
が
ざ
ん
入
し
た
の
で
あ
っ
た
ロ

か
〈
て
シ
ェ
シ
ベ
ル
ク
の
業
蹟
を
批
判
し
て
、

ム
－
マ
イ
ン
に
つ
い
て
の
研
究
ず
あ
っ
た
吃
ピ
ュ
ッ
ヒ
ア
1
の
研
究
が
－
恋
さ
れ
た
の
は
極
め
て
章
一
脈
注
環
境
に
た
い
て
ど
あ
っ
た
o
す
怒

一
居
正
確
度
の
高
い
数
字
を
提
供
し
た
の
が
ピ
ュ

ツ
ヒ
ァ
ー
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア

十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
ド

4
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
ワ
い
て

四
九



五
O

わ
ち
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
は
、
市
の
文
書
館
に
十
四
世
相
前
牟
か
ら
十
五
世
粗
末
に
至
る
．
一
世
紀
A
T
K
及
ど
口
組
日
開
帳

ω包
σgov
が
保

十
五
、
六
世
h

胞
に
お
け
る

y
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
つ
い
て

存
さ
れ
て
あ
り
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
一
世
紀
宇
陀
亘
る
年
度
別
人
口
表
、
そ
の
職
業
構
成
、
市
民
の
資
産
分
布
に
つ
い
て
の
計
算
が
可

能
で
あ
っ
た
か
ら
で
る
る
。ー
ベ
1
デ
プ
1
フ
は
市
民
に
課
せ
ら
れ
た
租
税
額
の
表
で
あ

p
、
貧
困
の
故
の
発
税
者
を
も
含
ん
で
h
る
か
ら

向
時
に
人
別
帳
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
中
世
都
市
の
徴
税
の
対
象
が
所
得
で
は
た
く
し
て
財
産
そ
の
も
の
マ
あ
っ
た
L
め
、
税
額

が
市
民
の
費
産
分
布
の
傾
斜
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
た
市
民
の
職
業
別
人
口
構
成
、
資
産
分
布
に
関
す
る
統
計
的
数
字
は
、

中
世
都
市
の
祉
会
経
済
的
関
係
の
悶
明
に
対
し
て
貴
重
放
根
拠
と
た
る
と
と
は
い
う
ま
で
も
た
い
。

上
越
の
シ
ェ
ン
ベ
ル
ク
、
ピ
ュ
ッ
ヒ
ア
1
の
研
貨
に
つ
ぎ
、
且
つ
そ
れ
に
倣
っ
て
、
ず
イ
ツ
中
世
都
市
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
統
計

的
研
究
が
続
々
と
現
わ
れ
た
白
も
ち
ろ
ん
都
市
に
よ
っ
て
史
料
の
賦
存
欣
態
が
異
た
り
、
史
料
の
豊
富
、
不
足
の
差
が
る
っ
て
、
研
究
の

精
粗
が
分
れ
る
と
と
は
止
む
を
得
た
い
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
む
研
究
の
中
で
主
た
る
も
の
と
し
て
つ
ぎ
の
も
の
を
挙
げ
る
と
と
が

出
来
る
。

ラ
イ
ン
・
フ
ア
ル
ツ
地
方
の
ハ
イ
ダ
ル
ペ
ル
ク
、
マ
ン
ハ
イ
ム
地
区
の
十
五
世
紀
に
た
け
る
人
口
数
並
び
に
費
産
統
計
に
関
す
る
F
・

オ
イ

ν
ン
プ
ル
ク
の
研
笥
ポ

1
5湖
畔
の
プ

ν
グ
ン
ツ
市
に
関
す
る

A
・
ヘ
ル
ポ
ツ
グ
の
研
究
川

u

ド
レ
ス
デ
シ
市
に
関
す
る
0
・
P

nnv 

ヒ
グ
1
の
研
究
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
市
に
関
す
る
F
・ハ

ル
ツ
ン
グ
の
研
究
、
グ
ル
リ
ッ
ツ
市
に
関
す
る
日
・

イ
エ
ヒ
ト
の
研
究
等
。

そ
れ
ら
の
中
で
、
管
見
K
入
っ
た
も
の
L
う
ち
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
イ
エ
ヒ
ト
の
研
究
で
あ
る
。
と
い
う
理
由
は
、
イ
エ
ヒ
ト
の

利
用
し
得
た
グ
ル
リ
ッ
ヲ
市
の
文
書
、
す
た
わ
ち
租
税
授
が
フ
ラ
ン
グ
フ
ル
干
の
文
書
を
凌
駕
す
る
ほ
E
完
備
し
た
も
の
で
i

十
五
世
紀

中
葉
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
の
一
世
紀
牟
の
租
税
帳
は
そ
れ
の
作
成
の
手
続
き
が
市
民
自
身
の
評
価
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
、
精
度
に



沿
い
て
他
の
遺
障
を
許
さ
な
か
っ
た
と
と
、
十
五
、
六
世
紀
は
あ
た
か
も
グ
ル
リ
ッ
ツ
市
が
際
会
し
た
最
も
激
し
い
経
済
変
動
の
時
代
で

あ
り
、
そ
の
変
動
期
の
資
産
分
布
の
動
態
を
よ
く
示
し
て

い
る
か
ら
守
あ
る
。

さ
て
租
税
帳
の
統
計
的
操
作
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
市
民
の
資
産
分
布
に
関
す
る
上
速
の
諸
研
究
、
と
と
に
イ
エ
ヒ
干
の
そ
れ
を
利
用
し
な

が
ら
、
十
五
、
六
世
紀
の
ド
イ
ツ
都
市
の
資
産
分
布
、
階
居
分
化
に
つ
い
て
考
察
ぜ
ん
と
す
る
の
が
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る

O
L
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H
・
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・ウ
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1
パ
ー
の
都
市
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究
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邦
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献
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し
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靖
国
四
郎
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「
マ
ツ
ダ
ス

・
ウ
エ
1
メ
1
の
都
市
研
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（
「
西
欧
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民
意
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の
形
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」
昭
和
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）
阿
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勇
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マ
ヅ
グ
ス

・
ウ
エ
1
メ
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中
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都
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経
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学
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R
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目
n
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E
D
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あ
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ベ
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十
四
才
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幼
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数
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徒
弟
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家
族
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に
誤
謬
が
る
る
と
い
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E
n
g
f
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0
4
2
w
o
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問
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ω－
N
N
・

十
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六
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け
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ド
イ
ツ
都
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階
層
分
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に
つ
い
て
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一、d〆

中
世
都
市
の
経
済
体
制
が
当
該
都
市
の
市
場
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
と
は
、
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
稿
の
主
題

と
す
る
市
民
の
階
居
分
化
の
問
題
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
と
の
と
と
を
含
み
た
が
ら
、
と
L
で
中
世
都
市
を
大
、
中
、
小
の
三
類
型
に

分
っ
と
と
L
し
よ
う
ロ
と
の
三
類
型
は
都
市
の
規
模

1
1端
的
に
は
人
口
数
に
表
現
さ
れ
る

l
iと
相
応
す
る
の
で
あ
る
が
、

類
型
化
の

基
本
的
怒
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
市
場
の
構
造
で
あ
っ
て
、
市
場
が
局
地
的
経
済
に
包
擁
さ
れ
て
近
距
離
通
商
を
対
象
と
す
る
か
、

局
地
的
経

済
の
限
界
を
破
っ
て
遠
距
離
貿
易
を
も
対
象
と
し
て
い
る
か
立
、
類
型
化
の
基
準
と
た
る
。
小
、
中
都
市
は
近
距
離
通
商
の

市
場
の
都

市
、
大
都
市
は
謹
距
離
貿
易
の
市
場
の
都
市
で
あ
る
口
前
者
の
う
ち
、
小
都
市
は
局
地
的
通
商
の
主
体
で
あ
る
が
、
市
場
が
最
も
小
規
模

で
、
経
済
的
意
味
で
は
農
村
の
域
を
枕
し
得
及
い
所
謂
農
村
都
市

kr島
。
号
院
長
。
片
田
宮
去
と
か
、
ケ
品
山

ユ
ケ
の
所
謂
微
小
都
市

N
d司
O
H
a

五
五

十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ヅ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
フ
い
て



十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
V
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
ヲ
い
て

a
l
J
 

関
回

g門
司
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
中
都
市
は
農
村
都
市
の
痕
跡
を
残
し
た
が
ち
も
、

五
六

経
済
的
意
味
に
沿
い
て
も
一
応
中
世
都
市

と
し
て
完
結
し
た
姿
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
人
口
数
で
い
え
ば
小
都
市
は
一
千
前
後
以
下
、
中
都
聞
は
数
千
で
あ
る
ロ
通
常
知
ら
れ
て

い
る
都
市
は
多
く
は
、
わ
れ
れ
切
れ
が
と
t
A

で
中
都
市
と
呼
ぶ
類
型
で
あ
っ
て
、
大
都
市
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
は
意
件
に
少
い
の
で
あ
る
。

さ
て
第
一
類
型
の
小
都
市
の
場
合
守
あ
る
が
、
晴
夜
の
星
の
如
く
ち
り
ば
め
ら
れ
た
と
形
容
さ
れ
、
そ
の
数
を
三
千
と
推
定
さ
れ
る
彩

し
い
ド
イ
ツ
中
世
都
市
の
大
部
分
は
ど
の
類
型
に
属
す
る
都
市
で
あ
っ
た
。
し
か
し
従
来
中
世
都
市
の
研
究
は
、
か
L
る
「
都
品巾
」
と
し

て
の
意
味
を
充
分
も
も
ん
た
い
も
の
に
対
し
て
は
向
け
ら
れ
た
い
で
、
よ
り
顕
著
左
大
、
中
都
市
を
対
象
と
し
た
L
め
、
余
り
進
ん
で
・い
た

ν、。
ヘ
ル
ボ
ッ
グ
の
プ
レ
グ
ン
ツ
市
に
関
す
る
研
究
は
、
と
の
積
の
都
市
の
研
究
と
し
て
は
稀
れ
た
例
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
資
産

（
表
川
参
照
〉
プ
レ
グ
ン
ツ
市
は
ボ
l
J
プ
ン
潮
来
畔
D
小
都
市
で
、
人
口
五
百
か
ら
七
百
を
前
後
し
、
商
工
業

八
宵
布
の
統
計
を
見
ょ
う
。

が
未
分
化
で
あ
る
と
と
は
も
ち
ろ
ん
、
市
民
の
す
べ
て
が
農
業
乗
営
の
典
型
的
た
農
村
都
市
で
あ
る
ロ
そ
の
大
雑
把
な
費
産
統
計
に
よ
っ

て
も
中
間
唐
が
圧
倒
的
に
多
数
で
あ
る
事
実
が
示
さ
れ
る
。
と
れ
を
方
イ
レ
ン
プ
ル
グ
の
研
究
の
，
結
果
で
あ
る
、
フ
ァ
ル
ツ
地
方
の
六
十

（表
2
参
照
〉
そ
の
費
産
表
に
た
い
て
二
十
一
乃
至
三
百
グ
ル
デ
ン
の
費
産
を
中
間
居
と
見
る

た
ら
ば
、
比
率
に
沿
い
て
六
十
三
・
八
パ

1
セ
シ
干
と
た
り
、
プ
レ
グ
ン
ツ
の
場
合
と
著
し
い
相
似
が
認
め
ら
れ
る
。
オ
イ
レ
ン
プ
ル
グ

一
ヶ
所
の
農
村
地
区
と
比
較
し
て
見
る
D

は
フ
ァ
ル
ツ
地
方
に
治
け
る
農
村
地
区
と
都
市
地
区
（
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
、
ヴ
ァ
イ
ン
ハ
イ
ム
、
ラ
1
デ
ン
プ
ル
グ
山
の
比
較
で
、
都
市

地
区
に
な
け
る
費
産
の
増
大
を
説
い
て
い
る
が
、
と
の
と
と
は
プ

ν
グ
ン
ツ
市
に
も
安
当
す
る
で
る
ろ
う
。
プ
レ
グ
ン
ツ
市
に
つ
い
て

は
、
十
七
世
紀
に
下
っ
て
、

一
六
三
四
年
と
一
六
六

O
年
の
両
年
度
の
資
産
統
計
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
年
は
棋
の
三
十
年
戦
争
当
時
と

そ
の
直
後
に
あ
た
る
。
プ

ν
グ
ン
ツ
市
は
職
争
に
よ
る
好
影
響
を
受
け
、
そ
の
結
来
と
し
て
富
が
増
殖
さ
れ
、
主
と
し
て
上
居
部
に
集
中



し
、
費
産
の
絶
対
額
に
開
き
を
大
き
く
す
る
が
、
市
民
の
階
居
間
の
数
の
比
寧
は
本
質
的
に
は
変
ら
怒
い
。
し
た
が
っ
て
中
間
唐
の
数
の

優
勢
と
い
う
資
産
分
布
の
カ
1
プ
は
プ
レ
グ
ン
ツ
が
農
村
都
市
売
る
限
り
に
沿
い
て
恒
常
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
農
村
都
市
一
般
の
階

居
分
化
の
型
を
打
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

表
印
は
リ
ヒ
グ
1
の
研
究
の
結
果
で
あ
る
ド
レ
ス
デ
ン
の
一
四
八
八
年
と
一
五

O
二
年
の
資
産
統
計
で
あ
る
D

ド
レ
ス
デ
ン
市
は
ず
エ

ル
テ
ン
地
方
の
中
心
都
市
で
、
十
五
世
紀
に
治
け
る
人
口
数
は
三
千
か
ら
四
千
を
前
後
し
、
中
都
市
と
い
う
よ
り
も
、
小
都
市
と
の
中
間

的
た
都
市
で
あ
る
。
表
に
沿
い
て
、
二
十
五
フ
ロ
リ
ン
以
下
を
貧
困
者
、
二
十
五
フ
ロ
リ
ン
乃
至
五
百
フ
ロ
リ
ン
を
中
間
屠
と
見
る
友
ら

ぽ
、
両
年
度
に
沿
い
て
、
中
間
底
閣
は
そ
れ
ぞ
れ
六
十
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
と
L
で
も
中
間
居
の
優
勢
と
い

う
現
象
が
見
ら
れ
る
。

以
上
の
ど
と
く
、
小
都
市
に
た
け
る
資
産
分
布
の
型
は
中
間
屠
の
優
勢
と
い
う
と
と
で
あ
っ
た
が
、
ピ

ュ
ッ
ヒ
ア
ー
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
に
つ
い
て
も
、
中
間
庭
の
優
勢
、
非
納
税
者
及
び
大
富
裕
者
数
の
小
数
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
い
（
旬
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
は
十
五
世

紀
に
た
け
る
人
口
数
は
七
千
乃
至
一
万
を
前
後
し
、
典
型
的
た
中
都
市
か
と
忠
わ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
フ
ラ
ン
グ
フ
ル
ト
に
つ
い
て
も

ピ
ュ
ツ
ヒ
ア
ー
は
そ
の
事
実
を
指
遁
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
進
ん
で
極
貧
者
の
稀
少
を
主
張
す
る
。
フ
ラ
グ
シ
フ
ル
ト
市
の
租
税

は
二
種
類
か
ら
成
り
、
財
産
税
（
切
包
O
〉
と
戸
数
割
（
国

o
E
E
E
Eロ
巴
で
・
あ
る
が
、
前
者
は
あ
る
線
に
菟
税
点
が
引
か
れ
、
後
者
は

菟
税
た
し
の
均
等
税
で
あ
る
。
ピ
ュ
ッ
ヒ
ア

1
K従
え
ば
、
菟
税
点
が
す
で
に
最
低
の
生
活
需
要
を
満
す
に
足
る
だ
け
の
繰
に
引
か
れ
、

そ
の
発
税
者
と
い
え
ど
も
十
ニ
シ
リ
シ
グ
の
戸
数
割
を
納
付
す
る
。
と
れ
ら
の
菟
税
者
が
ル
ン
ペ
ン
化
し
た
極
貧
者
で
た
い
と
と
の
証
拠

と
し
て
、
ピ
ュ
ッ
ヒ
ア
ー
は
、
非
納
税
者
の
多
く
が
寺
院
に
地
租
を
納
め
て
い
る
事
実
か
ら
、
彼
等
の
多
く
が
自
己
の
家
屋
所
有
者
で
あ

十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
つ
い
て

五
七



十
五
、
六
世
紀
r
h

お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
ヲ
い
て

る
と
と
を
推
定
し
、
ま
た
一
回
O
六
年
の
表
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
シ
グ
フ
ル
ト
市
中
の
一
地
区
た
る
。

σ
o
g
g去
の
非
納
税
者
、
す
た
わ

ち
戸
数
割
の
み
の
納
付
者
四
百
十
一
人
中
、
家
屋
ま
＃
ん
は
土
地
所
有
者
が
五
割
弱
で
あ
っ
た
と
と
を
も
指
摘
す
る
ロ

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
治
け
る
市
民
、
と
と
に
手
工
業
者
に
沿
い
て
中
間
居
が
優
勢
で
あ
り
、
下
屠
に
属
す
る
も
の
と
い
え
ど
も
ル

ン
ペ

ン
化
し
た
存
在
で
た
い
と
と
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
と
は
、
手
エ
業
、
商
業
が
専
業
で
は
た
く
し
て
、
そ
の
殆
ん
ど
す
べ
て
に
つ

い
て
、
粂
業
と
し
て
の
農
業
が
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
。

五
人

一
四
四
O
年
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
干
の
職
業
別
人
口
構
成
の
統
計
に
た
い
て
、
ピ
ュ

ッ
ヒ
ア
ー
は
、
原
始
売
業
従
事
者
を
十
八
・
一
「
一
パ

1
セ
ン
干
と
算
定
し
売
が
、
そ
の
際
、
紋
は
も
し
粂
業
を
含
め
る
た
ら
ば
‘
す
べ
て
の
市

民
が
農
業
に
関
連
し
た
と
見
ざ
る
を
得
放
い
と
い
う
。
克
も
と
L
に
い
ろ
農
業
は
、
岡
市
樹
園
、
牧
畜
、
養
蜂
等
の
商
品
生
産
D
意
味
の
多

い
も
の
を
含
む
と
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
十
五
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
グ
フ
ル
ト
に
お
け
る
農
業
が
如
何
に
一
般
的
で
あ
る
か
を
立
証

す
る
た
め
、
ピ
ュ
ッ
・ヒ
ア
ー
が
挙
げ
る
事
情
に
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
も
の
が
あ
る
。
す
た
わ
ち
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
市
中
の
一
部

ω仰
の

E
g
a

H
M
山口
m
O
H
切
O
H

∞

墾
さ
れ
て
金
山
プ
ド
1
畑
と
化
し
た
事
実
、
市
参
事
会
の
決
議
事
項
の
三
分
の
こ
が
農
業
に
関
す
る
も
D
で
あ
っ
た
事
実
、
十
五
世
紀
D

ベ
1
Jプ
の
課
税
対
象
と
し
て
の
農
業
所
有
、
農
業
器
具
！

j
プ
ド
1
圧
搾
機
等
ー
ー
に
つ
い
て
の
規
定
が
詳
細
を
極
め
た
事
実
等
で
あ
バ
o

ハ
地
税
は
三
十
フ
l
フ
ェ
、
す
た
わ
ち
九
百
モ
ル
グ
ン
〉
が
一
三
八
九
年
ま
で
金
山
樹
木
に
蔽
わ
れ
て
い
た
の
が
、
開

ビ
ュ
ッ
ヒ
ア

1
の
立
証
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
グ
フ
ル
ト
は
十
五
世
紀
に
沿
い
て
、
た
た
農
村
都
市
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
と
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
フ
ラ
ン
グ
フ
ル
干
の
都
市
風
景
は
、
恐
ら
く
フ
ラ
イ
グ
l
グ
が
「
ド
イ
ツ
の
過
去
」
に
沿
い
て
描
く
村
落
に
似
た
も
の
で
あ
ワ
た

ろ
う
。
そ
の
中
間
同
席
の
優
勢
は
、
市
民
の
多
く
が
本
来
的
友
都
市
人
と
た
っ
て
い
友
か
っ
た
と
と
に
根
拠
を
も
っ
て
い
る
と
と
は
、
上
越

の
小
都
市
の
資
産
統
計
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
ま
た
農
村
的
性
格
を
よ
り
強
〈
枕
し
た
後
越
の
典
型
的
た
中
都
市
の
資
産
統
計
に
治
け
る



中
間
居
の
劣
勢
化
と
の
比
較
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

第
二
類
型
の
中
都
市
の
例
と
し
て
は
十
五
世
紀

κお
け
る
パ

1
ゼ
ル
市
〈
十
六
世
紀
以
降
に
怠
る
と
パ

1
ゼ
ル
は
最
早
と
L
に
い
仲
ノ
中

都
市
で
は
た
い
）
、
と
の
都
市
に
ワ
い
て
は
前
越
の
シ
ェ
ン
ベ
ル
グ
の
詳
細
た
研
究
が
あ
る
。
つ
安
」
に
フ
ェ
ヅ
グ
1
の
研
究
し
た
中
部
ド

イ
ツ
の
ミ
ナ
！
ル
ハ
ウ
ゼ
シ
市
の
場
合
。

人
口
は
い
や
れ
も
一
万
内
外
で
あ
る
D

両
市
の
資
産
統
計
を
見
る
（
両
市
の
場
合
は
税
額
か
ら

資
産
額
を
推
算
し
た
も
の
で
あ
る
｜
｜
表
同
同
参
照
）
メ

1
ゼ
ル
の
場
合
の
三
十
フ
ロ
リ
ン
以
下
、
ミ
ュ

1
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
の
十
マ
ル
ク
以

両
都
市
と
も
そ
れ
が
約
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
と
と
は
、

下
の
資
産
を
貧
困
者
、
無
安
産
者
と
見
る
た
ら
ば
、

第
一
類
型
の

小
都
市
の
場
合
と
可
成
り
異
る
。
ま
た
メ

1
ゼ
ル
の
場
合
の
三
十
乃
至
二
百
フ
ロ
リ
ン
、
ミ
ュ

1
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
の
場
合
の
十
乃
至
五
十
マ

ル
ク
の
資
産
を
中
間
居
と
見
倣
す
放
ら
ば
、
そ
れ
が
約
二
十
乃
至
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
注
い
と
と
、
ま
た
パ

1
ゼ
ル
の
二
百
フ
ロ

p
ン
、
ミ
ュ

1
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
の
五
十
守、ル
グ
の
資
産
以
上
の
富
裕
者
屠
の
開
き
が
拡
大
し
て
い
る
と
と
も
、
小
都
市
と
著
し
く
異
つ
．て
い

る
。
と
の
よ
う
に
、
中
都
市
に
治
け
る
市
民
の
経
済
的
併
置
の
デ
イ
フ
ァ

ν
ン
シ
エ

1
V
ヨ
ン
の
拡
大
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ

き
と
と
は
パ

1
ゼ
ル
に
沿
い
て
約
三
十
年
、

a

、、二
1
ル
ハ
ウ
ゼ
シ
に
沿
い
て
は
十
六
世
紀
中
葉
に
至
る
ま
で
の
約
百
一
一
一
十
年
D
一資
産
分

布
に
お
い
て
、
本
質
的
取
変
化
を
示
し
て
い
た
い
と
と
で
あ
る
口
と
の
と
と
は
両
都
市
と
も
地
域
経
済
む
主
体
と
し
て
の
発
展
の
限
界
に

達
し
た
と
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
と
は
、
遠
距
離
貿
易
の
主
体
と
怒
り
、
国
際
的
友
意
味
を
も
っ
た
第
三
類
型
の
大
都
市

と
の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
た
た
メ

1
Jゼ
ル
は
と
の
時
代
を
す
ぎ
て
十
六
世
紀
以
降
に
た
る
と
、
西
南
ド
イ
ツ
工
業
の
一
中
心

と
し
て
、
フ
ッ
ガ
1
時
代
の
華
と
た
り
、
両
目
を
改
め
る
の
で
る
る
。

。
ぎ
に
第
三
類
型
の
大
都
市
に
移
る
と
‘
そ
の
例
の
一
つ
が
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
で
あ
る
ロ
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
が
シ
ュ
パ

1
ベ
ン
地
方
の

十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
ワ
い
て

五
九



十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
居
分
化
に
つ
い
て

六
O

中
心
都
市
で
、
中
世
末
期
に
た
い
て
、
そ
の
貿
易
は
ド
イ
ツ
と
イ
ダ
リ
ア
を
っ
た
ぎ
、
経
済
活
動
の
旺
盛
さ
に
沿
い
て
品

ユル

ン
ぺ
ル
グ

に
つ
ぐ
南
独
の
代
表
的
都
市
と
た
っ
た
と
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
人
口
は
十
五
世
紀
後
半
に
沿
い
て
一
万
八
千
を
超
た
て
、
全

欧
的
友
標
準
か
ム
見
て
も
第

一
級
の
都
市
の
あ
の
ム
が
。
ハ

ル
ツ
シ
グ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
き
杭
額
表
（
他
の
表
の
如
く
資
産
統
計
で
は
た

い
〉
は
一
四
七
一
年
か
ら
一
五
五
四
年
に
至
る
八
十
余
年
聞
の
変
化
を
示
し
て
い
る
が
、
と
L
に
と
り
扱
わ
れ
て
い
る
十
五
世
紀
後
半
か

ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
の
時
代
は
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
経
済
変
動
の
最
も
激
し
か
っ
た
時
代
で
、
と
の
時
期
に
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
は
甫
独

の
支
配
的
枕
置
に
達
し
た
の
で
あ
っ
た
口

表
で
見
る
と
、

一
四
七
一
年
の
最
下
居
た
る
無
所
有
者
で
菟
税
の
も
の
が
実
に
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
と
の
現
象
は
前

速
の
小
都
市
と
中
都
市
の
比
較
に
よ
っ
て
認
め
る
と
と
の
出
来
た
貧
困
者
の
漸
増
が
、
大
都
市
に
至
っ
て
、

一
一
居
顕
著
に
現
わ
れ
た
も
の

と
見
る
と
と
が
出
来
る
。
と
と
ろ
ぜ
と
の
数
が
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
躍
進
の
最
初
の
時
期
で
あ
る

一
四
九
八
年
に
至
る
三
十
年
間
に
ご
半
パ

1
セ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
口
元
も
と
の
数
は
そ
の
後
三
・
十
年
を
経
た
一
五
二
六
年
に
五
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
さ
ら
に
二
十
年
を
経
た

一
五

主
四
年
に
五
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
約
十
パ

1
セ
ン
干
逆
転
し
て
い
る
が
、
兎
も
角
も
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
経
済
発
展
の
最
初
の
時
期
に
最

下
居
一
が
若
干
減
少
し
た
と
と
は
、彼
等
の
あ
る
も
の
が
経
済
発
展
に
参
与
し
得
た
も
の
と
見
る
と
と
が
出
来
る
で
る
ろ
う
。
も
し
無
所
有
の

上
の
十
フ

ロ
リ
ン
以
下
の
納
税
者
を
も
貧
困
者
と
見
倣
し
て
加
算
す
る
と
、
下
居
者
の
比
率
は
実
に
九
十
数
パ
ー
セ
ン
ト
と
放
る
。
十
フ
ロ

司
ノ
ン
以
下
の
納
税
者
の
三
十
乃
至
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
K
は
中
間
屠
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
兎
本
角
も
中
間
居
が
弱
体
で
あ
る

と
と
は
明
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
。
そ
の
反
面
に
沿
い
て
富
裕
者
居
は
着
実
に
増
加
し
て
い
る
。
百
フ
ロ
リ
シ
以
上
の
納
税
者
を
富
裕
者
九
と
す

る
た
ら
ば
、
表
の
示
す
百
八
十
年
間
に

0
・
0
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
・
一
四
パ

l
セ
ン
干
と
実
に
十
八
俸
と
い
う
大
幅
の
増
加
を
示
し



て
い
る
。

と
の
十
六
世
紀
中
葉
と
い
う
時
代
は
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
最
盛
期
の
繁
栄
を
代
表
す
る
彼
の
フ
ッ
ガ
1
家
、
ウ

ェ
ル
ザ
I
家
た
ど
り

E
大
訟
富
が
成
長
し
初
め
る
時
期
で
、
フ

ッ
ガ
1
家
で
は
創
業
の
士
ヤ
コ
プ
の
活
躍
す
る
時
代
友
の
で
あ
る
が
、
と
の
時
代
に
治
け
る
富

裕
者
屠
の
激
増
、
他
方
に
お
い
て
無
所
有
の
貧
困
者
の
増
加
の
現
象
を
、
シ

ι
品ニフ
1
は
バ
ル
ケ
ン
ト
工
業
の
繁
栄
と
結
び
つ
け
て
説
明

す

ι叩
J

ハ
ル
ケ
ン
ト
は
麻
と
木
綿
の
交
織
布
守
、
肺
は
南
独
の
自
給
品
で
あ
る
が
、
主
原
料
売
る
木
綿
は
レ
メ
ン
ト
の
生
産
物
で
イ
グ
リ

ア
商
人
を
介
し
て
甫
独
に
轍
入
せ
ら
れ
、
そ
の
製
品
も
十
六
、
七
世
紀
む
芸
受
注
国
際
貿
易
の
商
品
の

一
つ
で
あ
っ
た
。
と
の
よ
う
に
原

料
も
製
品
も
遠
距
離
貿
易
の
す
ぐ
れ
た
商
品
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
商
業
は
局
地
経
済
白
そ
れ
と
は
面
白
を
異
に
し
、
大
商
人
の
出
現
は
当

然
で
あ
る
ロ
ま
た
工
業
の
生
産
規
模
も
拡
大
し
て
、
商
人
の
前
貸
制
度
に
よ
る
工
業
支
配
、
手
工
業
む
生
産
過
程
の
分
業
化
、
各
エ
程
に

た
け
る
梢
助
労
働
者
の
増
加
と
い
っ
た
一
連
の
現
象
が
現
わ
れ
る
。
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
も
掛
け
る
富
裕
者
居
と
そ
の
対
極
と
し
て
の
無
所

有
の
貧
困
者
居
の
増
加
は
、
と
の
よ
う
友
経
済
変
動
、
生
産
様
式
の
変
化
に
基
4
1
く
大
商
人
、
工
業
企
業
者
の
富
の
蓄
積
、
他
方
に
治
け

る
補
助
労
働
者
の
激
増
を
示
す
も
む
に
他
た
ら
た
い
。
。
曽
己
に
設
と
う
と
す
る
が
ル

B
ッ
ツ
の
場
合
は
と
の
よ
ろ
た
変
動
期
に
治
け
る
階

屠
分
化
の
奏
を
一
居
鮮
明
に
示
し
て
い
る
ロ

グ
ル

P
ッ
ツ
は
シ
レ
ジ
ア
の
上
ラ
ウ
ジ
ッ
ツ
に
あ
る
都
市
で
、

エ
ル
ベ
河
畔
の
ド
レ
ス
デ
ン
と
プ
レ
ス
ラ
ウ
を
っ
た
ぐ
街
路
と
も
オ
l

J

プ
ル
河
畔
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
と
南
方

D
P
シ
ツ
を
っ
た
ぐ
交
通
路
と
の
交
叉
点
に
位
し
、
そ
の
恵
ま
れ
た
地
理
的
位
置
に
よ
っ
て
輪
出

工
業
、
遠
距
離
一
通
商
の
市
場
を
も
っ
都
市
と
し
て
栄
え
た
。
一
四
四
三
年
当
時
の
人
口
は
五
千
五
百
（
そ
の
数
は
そ
の
後
愈
増
す
る
）

司
、

人
口
の
点
で
は
ド
イ
ツ
の
第
一
級
の
都
市
と
い
え
た
い
が
、
概
し
て
人
口
数
の
少
い
オ
ス
ト
・
エ
ル
ベ
の
都
市
と
し
て
は
頭
按
け
た
都
市

十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
づ
い
て

六



十
五
、
六
世
紐
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
つ
い
て

の
一
で
あ
り
、
毛
織
物
の
轍
出
工
業
と
回
際
通
商
の
市
場
の
都
市
と
し
て
性
格
を
可
成
り
鮮
明
に
も
れ

J

て
い
る
都
市
』
宅
あ
っ
た
。

と
の
グ
ル
リ
ッ
ツ
の
費
産
分
布
と
祉
会
構
成
に
つ
い
て
は
前
迷
。
イ
エ
ヒ
ト
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
。
イ
エ
ヒ
干
の
研
究
は
史
料
の

点
で
甚
だ
恵
ま
れ
て
い
る
。
す
注
わ
ち
リ
ゲ
ル
リ
ッ
ツ
の
中
世
史
料
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
干
の
そ
れ
と
比
肩
し
得
る
ほ
E
整
備
さ
れ
売
も
の
で

あ
り
、
一
世
紀
宇
の
長
期
に
豆
つ
て
の
動
態
を
把
え
得
る
点
で
は
ピ
ュ
ッ
ヒ
ア
1
の
取
扱
っ
た
フ
ラ
ン
グ
フ
ル
ト
と
類
似
し
、
市
民
の
階

居
分
化
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
最
も
重
要
及
職
業
別
人
口
の
資
産
分
布
む
動
態
を
窺
い
得
る
点
で
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
干
の
場
合
よ
り
も
す

ぐ
れ
て
い
る
D
で
b
る
ロ
し
か
も
イ
ヱ
ヒ
ト
に
し
た
が
え
ば
、
グ
ル

F
ッ
ツ
の
租
税
表
は
、
そ
の
作
成
の
手
続
か
ら
見
て
、
他
都
市
の
そ
れ

よ
り
も
は
る
か
に
正
確
に
把
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
・
た
と
え
ば
一
四
四
三
年
の
租
税
表
は
、
市
参
事
会
と
市
民
代
表
が
租
税
む
た
め
の

委
員
会
を
組
織
し
、
委
員
会
が
全
市
民
の
資
産
を
評
価
査
定
し
、
そ
れ
に
基
や
い
て
課
税
さ
れ
た
か
ら
で
あ
丸
噌
そ
の
担
税
表
か
ら
市
民

の
資
産
を
推
算
し
、
そ
の
分
布
の
朕
態
を
統
計
的
に
示
し
た
の
が
、
表
的
一
で
あ
る
ロ
同
資
産
統
計
は
一
四
四
三
年
か
ら
一
五
九
二
年
に
至

る
一
世
粗
キ
の
三
時
点
に
お
け
る
資
産
分
布
の
動
態
を
示
し
て
い
る
が
、
と
の
よ
う
に
一
世
紀
半
と
い
う
長
期
に
亘
る
市
民
の
費
産
を
担

え
る
場
合
、
グ
ル
リ
ッ
ツ
C
と
の
時
期
の
よ
う
に
経
済
変
動
の
極
め
て
著
し
い
時
代
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
で
把
え
ら
れ
た
資
産
表
が

如
何
に
正
確
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
の
比
較
に
は
貨
幣
価
値
の
変
動
を
芳
量
に
入
れ
ね
ば
な
ら
た
い
の
で
あ
る
。

六

表
的
に
現
わ
れ
た
今
一
四
四
三
年
、

一
五
二
八
年
、

一
五
九
二
年
の
三
つ
の
年
代
は
そ
れ
ぞ
れ
グ
ル

P
ッ
ツ
の
経
済
変
動
の
分
岐
点
で
あ

っ
た
。
す
猿
わ
ち
一
四
四
三
年
は
遠
距
離
貿
易
の
華
え
し
い
経
済
活
動
の
初
ま
る
直
前
、

ご
八
年
は
後
誌
の
ご
と
き
理
由
に
よ
る
経
済
活
動
の
沈
滞
し
た
時
代
で
あ
る
。
さ
て

一
四
四
三
年
の
表
に
つ
い
て
、
十
マ
ル
グ
以
下
の
資

産
を
貧
困
者
、
十
一
乃
至
五
百
マ
ル
グ
を
中
間
居
、
五
百
マ
ル
ク
以
上
の
資
産
を
官
持
者
と
見
る
怒
ら
ば
、
中
間
居
の
合
計
は
七
十
一
・

一
五
二
八
年
は
経
済
活
動
の
最
高
潮
期
、
一
五



六
パ
ー
セ
ン
ト
と
た
り
、
そ
の
資
産
分
布
の
型
は
、
中
間
屠
の
圧
倒
的
多
数
と
い
う
前
惑
の
小
都
市
の
類
型
に
属
す
る
と
と
を
示
し
て
仏

る
。
つ
ぎ
に
一
五
ニ
八
年
度
に
移
る
と
、
前
者
と
著
し
い
相
違
が
認
め
ら
る
。
一
四
四
三
年
か
ら

一
五
二
八
年
に
至
る
八
十
五
年
間
は
グ

ル
リ
ッ
ツ
の
激
し
い
変
動
期
で
、
毛
織
物
生
産
の
輪
出
工
業
の
躍
進
に
よ
り
、
そ
の
市
場
は
国
際
的
た
存
在
と
怒
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ボ

ヘ
ミ
ヤ
、
ハ
ン
ガ
リ
ヤ
、
ジ
1
ペ
ン
ピ
ュ
ル
グ
ン
か
ら
更
に
バ
ル
カ
ン
地
方
を
も
取
引
範
聞
に
入
れ
た
噌
一
五
二
八
年
は
グ
ル
リ
ッ
ツ
の

経
済
活
動
の
絶
頂
期
で
二
四
四
三
年
当
時
五
千
五
百
で
あ
っ
た
人
口
数
も
三
千
五
百
の
純
増
加
で
九
千
に
建
し
た
。
実
に
六
割
の
増
加
で

一
四
四
三
年
と
比
較
し
て
約
二
十
パ
ー

セ
ン
ト
、

一
九
二
八
年
の
資
産
純
計
に
治
け
る
中
間
居
の
合
計
は
五
十
七
パ

ー
セ
ン
ト
で
、

百
三
十
六
人
増
加
し
て
い
る
が
、
全
市
民
に
対
す
る
比
較
に
沿
い
て
千
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
中

／
 

．閑
居
の
変
化
よ
り
も
著
し
い
の
は
、
下
屠
と
上
居
の
変
化
で
あ
る
口
前
者
の
貧
困
者
に
つ
い
て
見
る
と
．

あ
る
。

一
四
四
三
年
の
二
十
七

・
入
バ

1
セ
ン
ト
が
一
五
二
八
年
の
三
十
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
、
絶
対
数
に
沿
い
て
は、

ニ
・
三
倍
と
た
ヲ
て
い
る
。

人
ー
の
増
加
が
主
と
し
て
と
の
唐
に
現
わ
れ
て
い
渇
と
と
は
明
ら
か
で
、
後
越
の
ご
と
き
毛
織
物
工
業
の
生
産
犠
式
の
変
化
に
よ
っ
て
、
．

補
助
労
働
者
の
激
増
し
た
と
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
後
者
の
富
裕
者
の
変
化
に
ワ
い
て
見
る
と
、

一
四
四
三
年
の
五
百
マ
ル
ク
以
上
白
資
産
者
六
、
比
率
で
0
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、

千
マ

ル
ク
以
上
の
費
産
者
ゼ

ロ
で
あ
っ
た
の
が
、
一

五
二
八
年
に
は
富
裕
者
屠
は
三
階
段
に
分
れ
．合
計
す
れ
ば
百
四
十
入
、
八

・
六
パ

1

セ
ン
ト
、
そ
の
う
ち
五
千
マ
ル
ク
以
上
の
資
産
者
十
と
た
っ
て
、
富
裕
者
居
の
合
計
の
増
加
率
は
実
に
十
六
俗
で
あ
る
。
貨
幣
価
値
の
下

落
を
考
量
に
入
れ
る
と
し
て
も
、
兎
も
角
著
し
い
増
加
で
、
し
か
も
五
千
マ
ル
ク
以
上
の
資
産
者
十
を
数
え
て
い
る
と
と
は
注
目
し
た
け

れ
ば
な
ら
怒
い
口
五
千
マ
ル
ク
と
い
え
ば
当
時
に
治
け
る

E
大
た
資
産
で
、
遠
距
離
貿
易
で
富
を
増
殖
し
た
商
人
が
、
前
貸
資
本
家
と
し

十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
ワ
い
て

，

六



十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
Y
4
ツ
都
市
市
民
の
階
居
分
化
に
つ
い
て

て
手
工
業
者
を
従
属
的
地
位
に
置
い
て
躍
進
し
た
事
情
を
剰
す
と
と
ろ
た
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
回

。
ぎ
に
一
五
九
二
年
に
移
る
。
グ
ル
ヨ
ッ
ツ
は
十
六
世
組
後
キ
に
盛
期
を
過
ぎ
て
二
五
九
二
年
は
す
で
に
洗
滞
期
に
入
ワ
て
い
る
。
す

た
わ
ち
グ
ル
リ
ッ
ツ
が
生
命
と
頼
む
毛
織
物
が
と
の
頃
東
ド
イ
ツ
に
治
け
る
支
配
的
た
国
際
商
品
た
る
杭
置
を
亜
麻
布
ハ
F
O山
口
者
自
己
〉

と
メ
ル
ケ
ン
ト
綾
織
に
譲
り
、
し
か
も
そ
の
取
扱
を
甫
独
商
人
の
手
に
握
ら
れ
て
、
グ
ル
リ
ッ
ツ
の
国
際
的
取
引
と
輸
出
ヱ
業
は
衰
頚
せ

ざ
る
を
得
た
か
っ
た
ロ
パ
ル
ケ
ン
ト
取
引
で
は
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
と
ウ
ル
ム
の
商
人
D
活
動
が
活
穫
と
た
－
P
、
国
際
通
商
で
は
優
位
を
誇

っ
た

ν
グ
ン
ス
プ
ル
グ
の
商
人
を
も
圧
倒
し
去
っ
た
の
で
あ
穏
と
の
衰
領
期
の
一
五
九
二
年
の
資
産
統
計
を
見
る
と
、
目
立
。
と
と
は

富
裕
者
の
激
減
同
」
あ
ワ
て
、
千
マ
ル
ク
以
上
の
資
産
は
六
十
四
年
前
の
最
盛
期
の
六
十
三
か
ら
六
と
い
う
一
割
に
ま
で
落
ち
と
ん
で
た
り
、

五
千
マ
ル
グ
以
上
の
資
産
に
至
。
て
は
、
六
十
四
年
前
の
十
に
対
し
て
ゼ
ロ
と
い
う
惨
憎
た
る
故
態
で
あ
る
。
中
世
末
期
に
た
け
る
融
維

製
品
の
噌
好
の
変
濯
は
激
し
く
、
融
維
工
業
の
盛
衰
は
菟
れ
た
い
運
命
で
あ
る
が
、
グ
ル
リ
ッ
ツ
の
悲
況
は
と
の
よ
う
に
大
費
産
の
浪
落

と
い
う
点
に
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。
表
に
現
わ
れ
た
一
世
記
牟
の
聞
の
貨
幣
価
値
の
下
落
は
約
五
十
バ

1
セ
ン
ト
と
推
定
せ
ら
れ
、

一
五
九
二
年
の
千
マ
ル
グ
の
費
産
は

一
四
四
三
年
の
五
百
マ
ル
グ
の
資
産
と
ほ
ピ
等
額
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
富
格
者
屠
の
数
は
は
ゲ
ル
リ
ッ

ツ
の
経
済
努
展
以
前
の
一
四
四
三
年
当
時
の
献
態
に
戻
っ
た
と
と
L
怠
る
の
で
あ
る
。

一
五
九
ご
年
の
貧
困
者
屠
が
、
そ
の
絶
対
数
に
沿
い
て
も
比
率
に
治
い
て
も
一
五
二
八
年
当
時
と
不

変
で
、
し
た
が
っ
て
資
産
分
布
の
カ
1
4
y
そ
れ
自
体
は
一
四
四
三
年
当
時
に
戻
ら
た
い
と
と
で
あ
る
ロ
す
怒
わ
ち
ゲ
ル
リ
ッ
ツ
の
一
時
代

と
と
ろ
で
注
意
す
べ
き
と
と
は
、

の
繁
栄
は
、
そ
の
あ
と
に
貧
困
者
の
増
加
、
補
助
労
働
者
の
職
友
き
惨
憶
た
る
祇
態
を
残
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る口

以
ム
、
小
、
中
、
大
わ
三
類
型
の
諸
都
市
の
資
産
分
布
、
階
居
分
化
に
つ
い
て
見
て
来
た
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
総
括
す
る
汝
ら
ば
ワ



ぎ
の
如
く
で
あ
る
ロ
小
都
市
の
資
産
分
布
に
沿
い
て
見
ら
れ
た
特
徴
は
中
間
居
の
圧
倒
的
多
数
と
い
う
現
象
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
中
都
市

に
た
る
と
中
間
屠
は
減
少
し
て
、
上
房
と
下
居
が
増
加
す
る
。
し
か
し
そ
の
変
化
は
漸
庭
的
で
あ
っ
て
、
質
的
た
変
化
で
は
た
い
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
大
都
市
に
た
る
と
‘
官
裕
者
と
貧
困
者
の
上
下
の
居
の
増
大
が
鋭
く
た
っ
て
、
そ
の
差
は
量
的
た
も
の
で
た
く
、
質
的
た

も
の
と
及
。
て
、
大
都
市
独
自
の
経
済
的
差
等
、
階
居
分
化
を
一
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
の
ぜ
あ
る
。

住

（

1
v
 
ケ
チ
ユ
ケ
は
都
市
の
人
口
増
加
に
つ
い
て
、
交
通
技
術
の
要
素
を
重
視
す
る
の
で
る
る
が
、
人
口
数
を
基
礎
と
し
た
都
市
類
型
と
し
て
、
中

世
末
期
の
み
＋
一
ヨ
1

ロ
ツ
メ
都
市
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
分
類
を
試
み
て
い
る
。

て
大
都
市
。
人
口
五
万
以
と
の
第

一
級
の
都
市
。
プ
ロ
V

Y
ス
、
ミ
ラ
ノ
、
ヂ
エ
ノ
ア
、
メ

ル
セ
ロ
ナ
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
ケ
ル
シ
、
ロ

γ
ド

γ
が
こ
れ
に
近
い
。
ピ
ザ

ν
y
、
グ
エ
ネ
チ
ァ
、
バ
V

ル
モ
バ
リ
は
人
口
十
万
を
越
え
た
世
界
都
市
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

二
、
中
都
市
。
ィ
、
大
型
中
都
市
、
人
口
二
万
乃
烹
回
、
五
万
。
ボ
ロ
ニ
ア
、
メ
グ
ァ
、
ル
l
ア
y
、
プ
リ
ユ
セ
ル
、
ニ
ユ

ル
シ
ベ
ル
グ
等
と
れ

・
に
属
す
る
。
ロ
、
小
型
中
都
市
、
人
口
六
千
乃
至
二
万
。
ィ
I
プ
ル
、
ア

ν
ト
ワ
1
プ
、
メ
1
ゼ
ル
、
ガ
シ
、
フ
一
プ
ソ
ダ
ブ
ル
ト
等
。

＝
一、
小
都
市
。
人
口
五
千
位
。
そ
の
う
ち
人
口
二
千
以
下
の
も
の
は
微
小
都
市
で
、
貨
に
都
市
的
な
性
格
を
具
え
て
い
な
い
。

中
世
都
市
の
人
口
問
題
に
つ
い
て
は
鈴
木
成
高
民
箸
「
封
建
枇
会
の
研
究
」
後
篇
。
な
お
同
著
に
は
遠
距
隊
遁
商
の
概
念
に
つ
い
て
卓
見
が
あ
る
。

本
表
の
作
成
は
イ
エ
ヒ
ト
の
研
究
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

〈

2
〉

（

3
）
 

三
都
市
の
一
納
税
者
当
り
卒
均
資
産
百
三
十
ニ
グ
ル
デ
シ
に
対
し
、
最
小
の
農
村
部
落
の
そ
れ
が
七
十
七
グ
ル
デ
シ
で
あ
っ
て
、
そ
の
比
は

一
・
七
対
一
で
あ
る
。

明
ロ
H
O
H
M
V
g円
岡
山
国
・
国
－

0
・

ω・
食

品

l吐・

（

5
）
 

切
町
内
U
H
H
四回
1
山

U
Z
何
回
仲
田
仲
＠
町
民

MMFω
・品川凶。・

ブ
ラ
シ
グ
プ
ル
ト
に
お
け
る
べ
1
デ
は
動
産
、
不
動
援
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
課
せ
ら
る
。
積
率
は
動
産
に
一
二
ニ
．
ハ
1

セ

ν
ト
、
不
動
産

に
七
バ
1

セ
γ
ト
。
可
成
り
高
慾
で
あ
る
。
免
税
点
は
男
予
一
人
に
つ
き
馬
一
一
明
、
女
子
一
人
に
つ
き
牛

一
一
回
、
敷
物
、
酒
の
自
家
滑
費
分

（

4
）
 

十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
ヲ
い
て

六
五



十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化

κ
つ
い
て

六
六

マ
グ
サ
、
乾
ワ
ラ
の
一
ヶ
年
貯
綴
分
。
す
な
わ
ち
生
活
の
最
低
部
分
は
免
演
で
あ
っ
た
。
戸
数
副
聞
は
十
ニ
γ
p
w
グ

（
四
千
ル
グ
二
十
プ

エ

（

6
）
 

』一ヒ

に
ら
た
る）
。中
世
都
市
の

J

ベ

1
デ
は
財
産
積
で
、
近
代
の
所
得
続
と
異
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。

切
位

n
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n
u
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M

広
民
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40HW曲
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（

7
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広

（
8
）
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－

H4円冊吋仲田一向
h
u
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RMHHO
ぐ
骨
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田
口
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冊
目
げ
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日
P
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Pω
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M
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除
・

目
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40HWOE異
常

曲

冨

豆

町

E
S
F
Z
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4
g
H
S
5
5
v
a
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神
田
司
・

E
－

P
5
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g
〉
口
出
回
開
0
・

5
N串・

（

9
）
 

（叩）

一『叩

n
r♂
田
・

m－
。
・

ω・∞町・

（日）

担－

m・
o－
ω・
由∞・

（ロ・）

ま
た
一
五
二
八
年
の
場
合
は
プ
エ
ル
デ
ナ
γ
ド
一

一世
帝
の
ト
ル
コ
続
賦
課
を
機
会
と
し
宅
市
民
自
ら
査
定
し
た
も
の
で
る
る
。

（
目
・
田
・

0
・

ω・
∞
由
）

（
臼
）

（

M
）
 

明

::,:, 
0: 
円
H・
四

冨
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守司令

曲
目
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自
門
戸

H・
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田
口
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b・4
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m－
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・

ω．
］
戸
∞
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・

r『、

一ー一、＿，

以
上
、
中
世
都
市
の
市
民
全
般
の
階
居
分
化
に
つ
い
て
見
て
来
光
。
と
と
ろ
で
、
晴
氏
の
階
居
分
化
と
い
ろ
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ツ
ン

フ
干
的
手
エ
業
者
の
存
在
が
ど
の
よ
う
た
意
味
を
も
っ
た
か
と
い
う
の
が
、
つ
ぎ
の
問
題
で
あ
る
。

中
世
後
期
に
沿
い
て
、
手
工
業
者
が
都
市
’
人
口
の
中
援
体
を
形
成
し
て
い
た
と
と
は
、
い
う
ま
で
も
怒
い
が
、
租
税
帳
、
人
別
帳
を
資

料
と
す
る
統
計
的
研
究
に
お
い
て
、
乎
ヱ
業
者
の
人
口
比
率
は
如
何
に
算
定
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
口
し
か
し
と
の
目
的
の
た
め
の、



す
潅
わ
ち
職
業
別
人
口
構
成
を
算
定
す
る
た
め
の
費
料
は
極
め
て
貧
弱
で
、
租
税
帳
、
人
別
帳
が
職
種
を
示
す
場
合
は
稀
れ
で
あ
る
。
ピ

ュ
ッ
ヒ
ア
ー
も
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
あ
の
骨
常
備
し
た
租
税
帳
に
よ
っ
て、

職
業
別
人
口
構
成
を
算
定
し
得
る
の
は
、
一

四
四
O
年
の
部
分

の
み
で
あ
る
と
と
を
嘆
じ
て
h
丸
勺
し
か
も
そ
と
で
得
ら
れ
る
子
工
業
者
わ
人
口
は
手
工
業
の
専
業
者
で
は
た
く
、
そ
の
多
く
は
少
く
も

農
業
を
晶
成
業
し
て
、
そ
の
農
業
が
税
等
の
生
計
の
最
低
部
分
を
支
え
て
、
手
工
業
は
む
し
ろ
現
金
牧
入
の
た
め
の
副
業
的
な
も
の
が
多
い

唱
と
い
う
の
で
る
る
ロ
と
の
欣
態
は
、
わ
が
国
現
代
の
農
村
に
た
け
る
い
わ
ゆ
る
粂
業
農
家
の
大
幅
の
存
在
と
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

と
の
よ
う
た
場
合
．
粂
業
の
業
種
む
い
や
れ
を
、
玉
為
る
生
業
と
見
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
常
に
困
難
が
伴
う
ロ
ピ
ュ
ッ
ヒ
ア
ー
は
も
ち
ろ

ん
農
業
粂
営
者
を
含
め

Z
乎
工
業
者
の
人
口
比
率
を
一
四
国

0
年
度
に
沿
い
て
五
十
八
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
算
定
し
た
。
〉
オ
イ
レ
ン
プ

ル
グ
は
と
れ
よ
り
一
世
紀
後
の
一
五
八
八
年
の
ハ
イ
デ
ル
ペ
ル
タ
の
場
合
に
つ
い
て
四
十
七

・
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
数
を
出
し
て
い
…

μ。
中

世
む
工
業
生
産
カ
を
低
〈
評
価
す
る
グ
ン
パ
ル
ト
は
、
手
工
業
者
の
数
そ
の
も
の
を
も
低
〈
評
価
す
べ
き
と
と
を
主
張
し
て
、
パ
リ
の
如

き
大
都
市
の
場
合
に
治
け
る
手
工
業
者
の
人
口
比
率
を
二
十
五
乃
至
三
十
パ

1
セ
シ
ト
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
が
‘
中
都
古
以
上
の
都
市

に
沿
い
て
、
乗
業
を
含
め
た
場
合
、
手
工
業
の
人
口
比
率
を
五
割
内
外
と
推
定
す
る
と
と
は
必
や
し
も
不
当
で
は
た
い
と
恩
わ
れ
る
。

さ
ら
に
手
工
業
者
の
職
種
別
の
人
口
構
成
を
算
定
す
る
場
合
も
亦
容
易
で
は
た
い
。
ツ
シ
フ
ト
の
メ
ン
バ
ー
が
必
守
し
も
そ
の
職
種
の

従
事
者
で
は
た
い
か
ら
で
あ
る
。

一
体
人
口
一
千
に
満
た
泣
い
農
村
都
市
に
た
い
て
、
職
種
別
に
組
織
さ
れ
た
ツ
ン

フ
ト
の
存
在
は
、
そ

れ
が
関
連
す
る
職
種
を
も
含
ん
だ
と
し
て
も
、
到
底
考
え
る
と
と
は
出
来
た
い
の
で
あ
る
令
中
都
市
以
上
k
h布
い
て
さ
え
、
純
粋
友
一
職

種
別
ツ
ン

フ
ト
D
存
在
を
考
え
る
と
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
ピ
ュ
ッ

ヒ
ヲ
l
の
主
張
す
る
ご
と
く
、
ツ
ン
フ
ト
の
輪
廓
は
極
め
て
不
明
確

た
も
の
で
あ
っ
党
白
ピ
ュ
ッ
ヒ
ア
ー
は
ツ
シ
フ
干
が
異
種
の
手
工
業
者
を
包
擁
す
る
と
と
は
も
ち
ろ
ん
、
全
く
手
工
業
者
た
ら
ざ
る
も
の

十
五
、
大
世
紀
に
お
け
る
ド

4
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
つ
い
て

六
七



十
五
、
六
世
紀
に
お
伸明る

y
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
つ
い
て

を
含
む
と
と
も
珍
ら
し
く
た
か
っ
た
と
と
を
指
摘
し
て
い
る
v
と
の
よ
う
怒
事
情
は
手
工
業
者
の
計
数
的
研
究
を
困
難
た
ら
し
め
、
そ
の

六
入

結
果
を
推
定
の
域
に
と
ど
ま
ら
せ
る
・
も
の
で
あ
る
と
と
は
注
意
を
要
す
る
。

さ
て
、
手
工
業
者
の
資
産
分
布
が
、
一
般
商
民
D
そ
れ
と
の
対
比
に
沿
い
て
‘
ど
の
よ
う
た
も
の
と
た
る
か
に
つ
い
て
、
ピ
ュ
ッ

ヒ
ア

1
1の
算
定
し
た
一
四
九
五
年
の
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
F
と
、
シ

ェ
ン
ベ
ル
グ
の
算
出
し
た
一
四
二
九
年
の
パ

1
ゼ
ル
む
統
計
は
表
的
、
似
の
ど

と
く
で
あ
る
。
と
れ
に
よ
る
と
、

手
工
業
者
の
聞
の
宮
格
者
居
と
貧
困
者
の
資
産
の
開
き
が
、

一
般
市
民
り
そ
れ
と
比
較
し
て
少
た
く、

中
間
唐
が
や
L
優
勢
で
、
要
す
る
に
資
産
分
布
の
傾
斜
が
援
漫
で
あ
る
。
と
の
事
実
か
ら
、
手
工
業
者
の
存
在
が
、
市
民
む
階
居
分
化
の

傾
向
に
対
し
て
阻
止
的
友
枝
割
を
巣
し
て
い
る
と
と
を
、
‘認
め
る
と
と
が
出
来
る
。

イ
エ
ヒ
干
は
グ
ル
リ
ッ
ツ
に
た
い
て
も
、
ツ
ン
フ
ト
的
手
工
業
者
が
同
様
の
役
割
を
巣
、．じて
い
る
と
と
を
指
摘
し
、
と
の
よ
う
た
現
象

は
、
社
会
集
団
の
階
居
分
化
が
内
部
小
集
団
の
存
在
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
、
と
い
う
ジ
ン
メ
ル
の
祉
会
学
の
原
一
世
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら

れ
る
と
説
い
て
い
る
。
す
た
わ
ち
イ
ヱ
ヒ
ト
は
〔
一
位
会
分
化

C
努
展
の
傾
向
は
、
そ
の
欄
々
の
成
員
が
大
た
る
一位
会
集
団
の
内
部
で
、
佃

え
の
下
部
結
合
ハ
ロ
ロ
宮
司
時
戸
毘
】

g〉
に
分
割
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
、
そ
の
個
々
の
下
部
結
合
の
性
格
が
る
一
集
団
の
祉
会
構
誼

を
規
定
す
る
。
都
市
共
同
枇
会
に
沿
い
て
は
、
特
定
の
職
業
を
中
心
と
し
て
結
局
さ
れ
た
ギ
ル
ド
や
ツ
ン
フ
ト
が
そ
れ
に
当
ご
と
い
う

の
で
あ
る
。
と
の
事
実
は
、
ツ
ン
フ
ト
的
手
工
業
の
常
に
抑
制
さ
れ
た
生
産
規
模
か
ら
考
え
、
ま
た
生
計
ハ

z
t
H
Eロ
巴
の
平
等
性
、

相
互
扶
助
、
機
会
の
均
等
等
を
精
神
的
支
柱
と
し
、
伺
人
の
自
血
た
営
利
を
抑
制
し
党
ツ
ン
フ
干
の
性
格
．
そ
の
技
術
的
前
提
か
ら
推
し

て
、
一
応
安
当
と
見
怠
け
れ
ば
た
ら
及
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
表
制
C
フ
ラ
ン
グ
フ
ル
干
の
統
計
で
も
知
ら
れ
る
通
り
、
手
工
業
者
の
資
産
航
態
も
可
成
り
の
階
居
に
分
化
し
て
い



る
と
と
は
事
実
で
あ
る
ロ
才
イ

ν
シ
プ
ル
ク
が
ハ
イ
デ
ル
ペ
ル
グ
市
の
研
究
に
沿
い
て
．
手
工
業
者
の
平
均
資
産
を
計
算
し
て
、
異
っ
た

職
種
の
ツ
ン
フ
ト
の
手
工
業
者
の
平
均
資
産
の
最
高
、
最
低
の
間
に
三
俸
の
開
き
が
あ
る
と
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
花
附
け
加
え
る

・
な
ら
ば
、
シ

ェ
ン
ベ
ル
グ
が

一
四
二
九
年
の
パ

1
ゼ
ル
市
の
場
合
に
つ
い
て
可
成
り
詳
細
た
算
定
を
し
て
い
る
が
、
と
れ
も
同
様
の
結
果

で
る
引
v

と
れ
ら
に
よ
っ
て
、
ツ
ン
フ
ト
的
手
工
業
者
の
資
産
蹴
態
に
均
等
性
が
た
い
と
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
訟
が
ら
、
と

L
で
問
題
と
し
怠
け
れ
ば
た
ら
た
い
の
は
、
異
れ
る
職
積
の
手
工
業
者
の
間
に
た
け
る
資
産
の
開
き
ゼ
は
た
く
て
、
同
一
職
種
D
手
工
業

者
の
聞
の
資
産
分
布
の
傾
斜
で
あ
る
。

と
れ
に
つ
い
て
、
非
常
に
良
い
資
料
を
提
供
す
る
の
が
、
グ
ル
リ
ッ
ツ
の
例
で
あ
る
ロ
グ
ル
リ
ッ
ツ
の
場
合
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
や

て ハ
イ
デ
ル
ペ
ル
グ
や
パ

1
．
セ
ル
に
つ
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
あ
る
特
定
年
度
に
治
け
る
職
業
別
資
産
表
が
得
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し

そ
の
変
動
の
欣
態
を
検
出
じ
得
る
と
と
は
、
前
速
の
市
民
一
般
の

資
産
統
計
と
同
様
で
あ
る
。

一
川
悦
紀
卒
の
期
聞
に
わ
売
っ
て
、

イ
エ
ヒ
ト
の
算
定
し
た
統
計
は
表
（

m寸
（
U
）
で
あ
る
ロ

と
れ
は
轍
同
工
業
た
る
毛
織
物
職
人
と
一
般
市
民
と
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
（

m）
は
絶
対
数
、
（
U
）
は
そ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
を
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
つ
の
年
度
に
つ
い
て
は
、

の
経
済
発
展
以
前
、
一
五
二
八
年
が
経
済
発
展
の
最
高
潮
期
、

一
四
四
三
年
が
グ
ル

P
ッ
ツ

一
五
九
二
年
が
衰
頚
期
で
あ
る
と
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

三
つ
の
年
度
を
比
較
す
る
と
、
極
め
て
激
し
い
変
動
が
認
め
ら
れ
る
。

者
の
資
産
分
布
が
、
・
一
五
二
八
年
に
は
む
し
ろ
一
般
市
民
の
そ
れ
よ
り
も
、
傾
斜
が
銃
く
怒
っ
た
と
と
が
認
め
ら
れ
る
。

一
四
四
三
年
に
帆
布
い
て
、
中
部
市
型
の
構
成
を
一志
し
た
手
工
業

一
五
二
八
年
に

沿
い
て
は
、

一
千
マ
ル
ク
乃
至
五
千
マ
ル
ク
の
資
産
者
が
七
人
、
五
百
マ
ル
グ
以
上
を
通
算
す
る
と
二
十
五
人
と
怒
る
ロ
と
の
と
ろ
に
た

け
る
五
百
マ
ル
ク
以
上
の
資
産
を
擁
す
る
手
工
業
者
は
、
最
早
古
い
型
の
職
人
で
は
泣
く
、
恐
ら
く
自
ら
織
機
に
向
っ
て
乎
を
下
す
職
人

十
五
、
六
世
ー
記
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
ワ
い
て

_,__ ノ、
九



十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
つ
い
で

七
0 

で
は
た
く
℃
‘
事
業
の
経
営
管
理
に
当
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
イ
エ
ヒ
ト
は
推
定
し
、
そ
の
推
定
を
裏
書
す
る
事
実
と
し
て
、
と
札
れ
ら
の

人
た
ち
の
位
開
店
が
仕
事
場
と
分
離
し
て
い
た
と
い
う
現
象
を
挙
げ
犯
と
の
現
象
は
、
そ
の
生
活
犠
式
が
明
ら
か
に
仕
事
場
生
産
ハ
巧

R
E－

E
三
官
。
色
戸
W
民
。
ロ
〉
で
あ
っ
て
、
経
営
者
が
屡
K
商
人
の
前
貸
費
本
に
位
擁
さ
れ
た
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
補
助
労
働
者
を
使
用
す
る
企

業
家
的
生
産
者
で
あ
つ
も
ん
と
考
え
ら
れ
る
。
と
の
よ
う
た
企
業
家
的
、
経
営
者
的
生
産
者
の
出
現
、
換
言
す
れ
ば
、
マ
品
品
・
フ
ア
グ
ム
チ
ュ

プ
的
経
営
形
態
の
導
入
が
‘
手
エ
業
者
の
階
居
分
化
ど
促
進
し
、
ツ
シ
フ
十
の
グ
マ
．イ
ン
ド
的
性
格
を
破
壊
”
し
去
る
と
と
は
、
明
ら
か
で

あ
る
。

そ
れ
と
共
に
、
手
工
業
者
の
階
居
分
化
を
促
進
す
る
今
一
つ
の
事
実
と
し
て
、
・
マ
品
ュ
フ
ァ
グ
チ

一
ア
的
経
営
方
式
の
導
入
に
よ
ワ
て

初
ま
る
手
工
業
労
働
の
分
化
、
す
た
わ
ち
分
業
が
考
え
ら
れ
ね
ば
た
ら
た
い
。
中
世
の
ツ
ン
フ
ト
的
手
工
業
に
治
け
る
労
働
分
化
が
、
鍛

治
職
、
裁
縫
師
、
大
工
職
と
い
う
よ
う
友
製
品
の
品
目
別
に
よ
る
‘
い
わ
ゆ
る
分
労
（
〉
号
E
Z
Zニ
ロ
ロ
巴
で
あ
る
と
と
は
周
知
の
通
り

で
あ
る
が
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ
チ
ュ
ア
瀞
式
の
段
階
に
入
。
て
、
労
働
工
程
に
よ
る
近
代
的
取
い
わ
ゆ
る
分
業
（
〉
号
包
Z
N
R
Z
mロ
ロ
巴
が

出
現
す
治
毛
織
物
生
産
の
よ
う
た
規
模
の
大
き
い
国
際
商
品
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
最
も
早
く
出
現
し
、
最
も
多
種
類
で
あ
る
と
と
は

当
然
で
あ
る
。
と
の
点
に
つ
い
て
、
ゾ
ン
パ
ル
ト
は
い
う
。

「
中
世
諸
都
市
の
職
業
構
成
に
お
い
て
は
、
ヱ
業
関
係
の
専
門
化
の
限
度
は
‘
工
業
的
発
展
の
限
度
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
売
。
す
汝
わ

ち
工
業
関
係
の
専
門
化
の
限
度
は
工
業
的
発
展
の
限
度
に
よ
づ
て
規
定
さ
れ
た
。
工
業
生
産
の
精
特
化
の
進
展
は
、
独
立
の
職
業
に
ま
で

議
結
ぜ
ん
と
す
る
個
々
の
特
種
作
業
の
分
離
の
増
大
に
表
現
さ
れ
る
口
し
た
が
っ
て
職
業
名
称
の
多
寡
は
、
あ
る
都
市
の
工
業
生
活
が
到

建
し
た
務
展
の
程
度
の
認
識
に
対
し
て
、
ほ
ど
確
実
怒
る
尺
度
を
提
供
す
一
中
」



ゾ
ン
パ
ル
ト
は
、
分
業
の
程
度
、
職
業
の
数
が
工
業
発
展
の
メ
ロ
メ
1
グ
ー
と
放
る
と
い
ろ
の
で
あ
る
。
中
世
都
市
に
た
け
る
独
立
せ

円
一
泊
〉

る
職
業
の
数
を
ピ
ユ
ツ
芭
ア
ー
は
一
四
四
O
年
に
お
い
て
百
九
十
一
戸
オ
イ
レ
ン
プ
ル
グ
は
ハ
イ
デ
ル
ベ

ル
グ
に
つ
い
て
百
三
、
シ
ェ
ン

ベ
ル
ク
は
パ

1
4』
ル
に
つ
い
て
百
二
十
を
数
え
て
い
る
出
ゾ
ン
メ
ル
ト
は
中
世
工
業
の
発
展
の
極
に
達
し
た
パ
リ
に
た
い
て
、
四
百
四
十

八
の
職
業
を
見
出
す
と
い
%
以
上
は
ツ
ン
フ
ト
的
手
工
業
を
中
心
と
す
る
場
合
守
あ
る
が
、
ご

ュ
フ
ア
グ
チ
ュ
ア
的
生
産
様
式
の
導

入
と
共
に
、
分
業
が
一
一
屠
多
岐
に
わ
た
る
と
と
は
当
然
で
あ
る
ロ

・
た
と
え
ば
毛
織
物
業
に
会
け
る
、
洗
毛
、
柿
毛
、
紡
毛
、
織
工
、
染
織
、
仕
上
と
い
う
よ
う
た
労
働
工
艇
に
よ
る
分
業
が
準
行
し
、
数

多
く
の
職
樟
が
成
立
し
た
場
合
、
同
一
種
類
の
職
甑
の
従
事
者
の
問
に
は
、
活
常
、
資
産
の
大
き
た
開
き
は
生
じ
得
た
い
も
の
と
思
わ
れ

る
D

何
と
怒
れ
ば
、
手
工
業
と
い
う
労
働
組
織
の
性
質
、
そ
の
技
術
的
前
提
か
ら
考
え
て
、
同
一
工
程
の
個
A

の
経
営
は
平
均
的
危
規
模

以
上
に
出
る
に
は
限
度
が
あ
る
し
．
ま
た
そ
の
限
度
以
上
に
出
て
も
大
し
た
利
得
を
生
み
得
た
い
、
と
思
わ
れ
る
か
h

り
で
あ
る
。
し
か
る

に
異
づ
も
ん
業
種

c．
或
は
岡
持
っ
た
工
程
の
職
種
の
手
工
業
生
産
の
間
で
は
、
他
種
の
生
産
者
の
平
均
的
規
模
を
は
る
か
に
凌
い
だ
経
営
が

生
れ
る
と
と
は
決
し
て
珍
ら
し
く
た
い
。
織
物
業
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
分
業
の
部
門
聞
に
経
営
規
模
の
差
が
生
ま
れ
‘
殊
に
そ
の
経

営
の
あ
る
部
門
に
、
た
と
え
ば
仕
事
場
生
産
の
経
営
主
と
い
う
よ
う
ゑ
企
業
的
要
素
が
入
れ
ば
、
大
規
模
た
経
営
翠
枕
が
出
現
す
る
と
と

が
考
え
ら
れ
る
。
そ
と
に
、
同
じ
く
手
工
業
者
と
い
え
ど
も
、
資
産
の
蓄
積
に
差
等
が
生
じ
て
、
資
産
分
布
の
傾
斜
が
銑
く
怒
り
‘
階
居

品
川
裂
激
化
の
可
能
性
が
大
と
た
る
口

以
上
を
総
括
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
放
る
。
中
世
都
市
の
手
工
業
は
、
ツ
シ
ブ
干
的
経
営
に
あ
る
限
り
に
沿
い
て
、
グ
マ
イ
ン
ド
的

性
質
を
保
持
し
て
、
市
民
の
枇
会
的
分
化
を
阻
止
す
る
と
と
は
、
事
実
情
』
あ
る
。
し
か
し
ツ
シ
フ
ト
的
手
工
業
の
内
部
に
沿
い
て
、
叫
慨
に

十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
イ
ド
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
つ
い
て
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十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
層
分
化
に
つ
ふ
て

異
っ
た
業
種
聞
に
経
静
的
差
等
が
泣
い
わ
け
で
は
た
い
し
、
し
か
も
手
工
業
経
営
の
質
的
変
化
、
す
伝
わ
ち
マ
品
ュ
フ
ア
グ
チ
ュ
ア
的
生

産
の
導
入
、
工
業
の
精
密
化
に
し
た
が
っ
て
、
労
働
の
分
佑
が
進
行
し
、
異
っ
た
工
程
の
職
種
聞
の
経
営
規
模
の
差
が
生
じ
、
乎
工
業
者

・

間
の
経
済
的
差
等
が
激
化
す
る
ロ
し
た
が
っ
て
、
と
の
場
合
に
は
、
手
工
業
は
市
民
の
祉
会
的
分
化
を
反
っ
て
促
進
す
る
役
割
を
演
や
る

と
と
L
た
る
。

七

註

（

1
）
 

（

2
）
 

E
n
F
2巴
芯

F40
－w曲目
出
向
・

ω・M
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独
立
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業
従
事
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千
八
百
人
で
あ
る
。

そ
の
独
立
戦
業
者

一
千
八
百
人
中
、
手
工
業
者
は
一
千
五
十
人
、
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十
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セ
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る
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以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
中
世
末
期
、
主
と
し
て
十
五
、
六
世
紀
に
治
け
る
ド
イ
ツ
都
市
を
、
小
、
中
、

大
都
市
の
三
類
型
に
分
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
都
市
類
型
の
市
民
の
資
産
分
布
、
階
居
分
化
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
来
売
。
そ
の
結
果
は
、
小
都
市
に
お
い
て
圧
倒
的
に
優
勢

で
必
っ
た
中
間
居
は
、
中
、
大
都
市
に
至
る
に
し
た
が
っ
て
減
少
し
て
、

官
裕
者
屠
と
貧
困
者
屠
が
増
大
し
、
資
産
分
布
の
傾
斜
が
銑
く

た
る
、
と
い
う
と
と
で
あ
っ
た
D

オ
イ
レ
ン
プ
ル
グ
が
十
五
世
紀
白
ラ
イ
ン
・
フ

ア
ル
ツ
の
マ
ン
ハ
イ
ム
・
ハ
イ
デ
ル
ペ
ル
グ
地
区
の
都

市
部
ハ
す
・
な
わ
ち
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
、
ヴ
ァ
イ
ン
ハ
イ
ム
、
ラ
1
デ
シ
プ
ル
ク
の
三
都
市
）
農
村
都
市
を
含
め
た
六
十
一
ヶ
所
の
地
域
の

資
産
分
布
の
実
証
的
研
究
に
た
い
て
、
枇
会
集
団
の
規
模
の
大
た
る
に
し
た
が
っ
て
、

問
居
が
増
大
す
る
と
と

l
l棋
に
あ
っ
て
は
、
小
規
模
枇
会
集
団
に
治
け
る
富
の
偏
在
と
い
う
結
論
と
－
な
る
の
で
あ
る
が
！
ー
を
指
摘
し

て
い
る
と
と
は
、

v都
市
の
各
類
型
の
聞
に
も
和
い
て
も
ま
た
事
実
及
の
で
る
る
。

一
人
当
り
の
費
産
が
増
大
す
る
と
と
）
今
一
つ
中

と
と
ろ
で
、
前
に
わ
れ
わ
れ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
中
間
屠
の
減
少
と
い
う
事
実
が
、
小
都
市
と
中
都
市
の
差
に
あ
ら
わ
れ
る
場
合
は、

漸
屠
的
で
る
っ
た
の
に
対
し
て
、
中
都
市
ど
大
都
市
の
差
に
あ
ら
わ
れ
る
場
合
は
む
し
ろ
飛
躍
的
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
前
者
と
は
本

質
的
に
異
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
る
づ
た
。
そ
の
本
質
的
た
相
謹
は
旧
来
し
て
何
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は

十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
ド

4
ツ
都
市
市
民
の
階
居
分
化
に
つ
い
て
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十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
都
市
市
民
の
階
居
分
化
に
つ
い
て

そ
れ
を
都
布
の
市
場
の
性
格
と
結
び
つ
け
て
考
察
し
た
い
の
で
あ
る
。
小
都
市
は
も
と
よ
り
、
中
都
市
の
市
場
と
い
え
ど
も
局
地
訓
存
性

限
ら
れ
た
地
域
性
の
枠
内
に
も
桐
け
る
周
辺
農
村
と
の
商
品
交
棋
を
、
そ
の
本
質
的
た
機
能
と
し
た
も
の
で
あ
う

七
回

格
の
も
の
で
あ
っ
て
、

党
口
小
都
市
、
中
都
古
の
規
模
の
大
小

lll端
的
に
は
そ
れ
が
人
口
に
表
現
さ
れ
る
ー
ー
は
地
域
的
経
済
の
包
擁
力
の
裳
で
あ
っ
た
。
地

域
的
経
済
の
主
体
た
る
限
り
に
た
い
て
、
両
類
型
の
都
市
の
市
場
の
間
に
は
、

量
的
た
差
は
る
っ
て
も
、

質
的
た
相
違
は
た
い
。
し
た
が

っ
て
、
市
場
の
性
格
を
形
成
す
る
商
業
や
手
工
業
の
あ
り
方
に
よ
っ
で
規
定
さ
れ
る
都
市
の
枇
会
構
浩
に
つ
い
て
は
、
両
類
型
の
都
市
白

聞
に
は
質
的
た
相
遣
は
あ
り
得
た
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
ロ
中
間
磨
の
減
少
と
い
ろ
現
象
に
つ
い
て
、
小
、
中
都
市
の
間

ι飛
躍
的
友

凶
雨
化
が
た
い
と
と
は
当
然
で
あ
る
。

と
れ
に
対
し
て
、
と
L
に
い
う
大
都
市
の
類
型
に
属
す
る
諸
都
市
K
治
け
る
、

官
裕
者
唐
と
貧
困
者
居
の
飛
躍
的
た
増
大
、
し
た
が
っ

て
み
一
市
民
と
の
比
率
に
お
け
る
中
間
居
の
減
少
は
、
大
都
市
が
遠
距
離
貿
易
の
市
場
で
あ
っ
た
と
と
に
よ
っ
て
、
理
解
さ
れ
る
ロ
遠
距
離

貿
易
、
国
際
通
商
と
局
地
的
左
近
距
離
通
商
と
の
差
は
、
量
的
た
も
の
で
は
た
く
し
て
、
質
的
た
構
謹
上
の
相
建
で
あ
る
。
遠
距
離
貿
易

の
国
際
商
品
を
対
象
と
す
る
手
工
業
生
産
は
、
近
距
離
通
商
の
場
合
の
ツ
ン
フ
ト
的
手
工
業
生
産
と
は
構
法
上
の
変
化
を
建
げ
て
い
る
ロ

す
た
わ
ち
、
家
内
生
産
国
命
日自

HVEロ
宮
町
。
ロ

の
域
を
離
れ
て
、
他
た
ら
ぬ
仕
事
場
生
産
、
商
人
の
前
貸
制
度
と
結
び
つ
い
た
マ
品
ュ
フ

ア
ク
チ
ュ
ア
生
産
株
式
の
開
始
で
あ
る
。
ま
た
ツ
ン
フ
ト
的
手
工
業
者
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
異
¢
し
た
補
助
労
働
者
の
発
生
で
あ
る
。
と
の

よ
う
た
商
業
、
手
工
業
の
．あ

り
方
に
規
定
さ
れ
た
大
都
市
の
枇
会
一
般
が
、
前
記
こ
類
型
の
枇
会
一
般
と
構
法
上
の
澗
謹
を
一不
す
と
と
は

当
然
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
都
市
の
杭
会
構
謹
の
変
化
が
、
当
該
都
市
の
指
暢
む
構
治
変
化
に
作
っ
て
、
如
何
に
銑
敏

κ現
わ
れ
る
か
に

づ
い
て
、
ゲ
ル
ロ
ッ
ツ
等
の
例
を
語
し
て
芳
察
し
た
。
ゲ
ル
リ
ッ
ツ
の
場
合
よ
り
推
し
て
、
金
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
た
展
望
に
お
い
て
、
遠
距



離
貿
易
の
市
場
で
あ
っ
た
イ
グ
リ
ヤ
諸
都
市
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
諸
都
市
、
さ
ら
に
近
年
ド
イ
ツ
中
世
経
済
史
学
者
の
主
た
る
研
究
対
象
と
さ

れ
た
ハ
ン
ザ
諸
都
市
に
つ
い
て
も
同
議
た
批
会
構
造
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

近
年
レ

l
p
ッ
ヒ
等
に
よ
っ
て
、
中
世
の
経
済
体
制
一
般
を
、
世
界
経
済
の
名
の
下
に
広
域
経
済
聞
と
考
え
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い

る
と
と
は
、
人
の
知
る
ご
と
く
で
あ

n
幻
ロ
レ

1
p
ッ
ヒ
の
見
解
は
中
世
の
全
都
市
に
つ
い
て
、
国
際
貿
易
の
契
機
を
認
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
主
張
が
余
り
に
大
胆
で
あ
る
と
と
に
必
や
し
も
賛
し
得
た
い
が
、
し
か
し
レ

l
リ
ッ
ヒ
が
主
た
る
根
拠

と
し
た
ハ
ン
ザ
諸
都
市
、
そ
の
他
特
定
の
都
市
群
に
つ
い
て
、
意
外
に
活
濃
友
経
済
活
動
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
争
え
た
い
事
実
で
あ
っ

売
。
そ
れ
ら
の
都
市
群
に
沿
い
て
、
市
民
の
旺
盛
な
営
利
精
神
が
蹴
醸
し
、
大
規
模
た
官
が
蓄
積
さ
れ
た
と
ど
は
当
然
の
結
果
で
あ
る
。

他
方
に
お
い
て
手
工
業
生
産
の
株
式
変
化
に
伴
う
、
無
所
有
の
柿
助
労
働
者
の
増
大
口
中
世
の
国
際
貿
易
は
景
気
変
動
を
発
れ
得
た
か
ヨ

た
ロ
商
品
に
対
す
る
噌
好
の
変
化
、
資
材
供
給
の
不
円
滑
に
屡
弐
見
舞
わ
れ
る
か
ら
で

b
る
。
受
れ
得
訟
か
っ
た
経
済
不
況
に
よ
っ
て
最

も
深
刻
ゑ
打
撃
を
蒙
る
の
は
無
所
有
の
梢
助
労
働
者
で
あ
る
。

と
D
と
と
を
グ
ル
リ
ッ
ツ
の
例
を
通
し
て
考
察
し
た
。
そ
と
に
補
助
労
働

者
の
失
業
、
ル
，シ
ベ
シ
化
、
そ
れ
に
引
き
つ
ど
く
さ
ま
ざ
ま
の
祉
会
悪
の
横
行
を
想
像
出
来
よ
う
。
か
L
る
祉
会
関
係
は
一

一言
に
し
て
い

え
ば
い
近
代
的
た
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
中
吠
末
期
の
都
市
に
治
け
る
近
代
的
及
枇
会
関
係
は
、
そ
の
ま
』
近
代
に
引
き
れ

J

が
れ
る
と
と
は

た
く
、
国
民
経
済
の
成
立
、
重
商
業
主
義
的
国
際
貿
易
の
出
現
に
伴
ろ
、
中
世
都
市
の
浪
え
に
よ
っ
て
、

一
応
解
消
し
た
と
・
と
は
い
う
ま

で
も
佐
い
口

註
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二
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ω参
照
、

v

l
リ
ヅ
ヒ
の
前
換
嘗
参
照
。

十
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、
六
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お
け
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ド
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都
市
市
民
の
階
居
分
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に
つ
い
て
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