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七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓

上

正

不リ

四＝一一
緒

言
ロ
シ
ア
政
府
の
シ
ベ
リ
ア
植
民
事
業

自
由
移
住
者
の
流
入

ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
リ
エ
・
ト
ポ
リ
ス
ク
地
域
の
開
桁

ト
ム
ス
ク
・
ク
ズ
ネ
ッ
ク
地
域
の
開
拓

結

言

緒

冨

本
稿
に
お
い
て
筆
者
が
考
察
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
諸
問
題
で
あ
る
。
第
一
に
は
、

一
七
世
紀
に
お
い
て
、

シ
ベ
リ
ア
に
農
耕
地
を
開
拓

し
シ
ベ
リ
ア
の
食
糧
自
給
を
は
か
ろ
う
と
企
図
し
た
ロ
シ
ア
政
府
の
、

強
制
的
命
令
・
徴
募
お
よ
び
流
刑
な
ど
に
よ
る
シ
ベ
リ
ア
植
民
事
業

は
、
如
何
に
行
わ
れ
そ
の
成
果
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
。
第
こ
に
は
、

一
七
世
紀
の
あ
い
だ
に
西
シ
ベ
リ
ア
の
人
口
が
培
加
し
農
耕
地
が
著

し
く
拡
大
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
政
府
に
よ
る
植
民
事
業
の
成
果
で
は
な
く
、
主
と
し
て
自
由
移
住
者
の
来
住
と
開
拓
の
結
果
で
あ
り
、

そ
れ
ら
の
自
由
移
住
者
と
は
、
す
な
わ
ち
欧
露
か
ら
の
逃
亡
者
で
あ
っ
た
こ
と
。
第
三
に
は
、

一
七
世
紀
の
ロ
シ
ア
入
植
民
に
よ
っ
て
、
西
シ

ベ
リ
ア
で
は
ど
の
地
域
に
ど
の
よ
う
な
部
落
や
村
が
建
設
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
西
シ
ベ
リ
ア
の
耕
地
面
積
は
如
何
に
拡
大
さ
れ
た
か
、
な

ど
の
諸
問
題
で
あ
る
。

一
七
世
紀
西
シ
ペ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

。



一
・
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
〉

。

一
、
ロ
シ
ア
政
府
の
シ
ベ
リ
ア
植
民
事
業

ロ
シ
ア
人
に
よ
る
シ
ベ
リ
ア
征
服
過
程
の
う
ち
で
、
西
シ
ベ
リ
ア
の
オ
ピ
川
と
そ
の
諸
支
流
と
の
流
域
を
占
め
る
広
大
な
森
林
地
帯
の
征
服

は
、
す
で
に
筆
者
が
他
の
論
考
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
に
、
ほ
ぽ
一
七
世
紀
の
初
期
を
も
っ
て
終
了
し
た
の
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
人
に
よ
る
シ
ベ
リ
ア
征
服
の
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
西
シ
ベ
リ
ア
の
征
服
と
い
う
段
階
ま
で
は
、
そ
れ
以
後
に
お
け
る
東
シ
ベ
り

ア
お
よ
び
極
東
方
面
に
お
け
る
征
服
行
動
と
は
、
事
情
に
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

シ
ベ
リ
ア
征
服
の
発
端
は
流
賊
的
な
イ
ェ
ル
マ
ク

（

JF同旨同
W
）
に
よ
る
シ
ベ
リ
ア
汗
国
の
攻
撃
で
あ
っ
た
が
、
西
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
そ
の
後
の
征
服
政
策
の
一
般
方
針
は
、
ほ
と
ん
ど
完
全
に
モ

ス
ク
ワ
政
府
の
手
中
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
点
に
特
徴
が
あ
り
、
西
シ
ベ
リ
ア
各
地
に
お
け
る
征
服
計
耐
や
当
面
の
課
題
は
す
べ
て
モ
ス
ク
ワ
に

お
い
て
立
案
さ
れ
、

が
そ
れ
を
遂
行
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
後

の
東
シ
ベ
リ
ア
方
面
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人
の
無
秩
序
な
征
服
行
動
と
は
、
事
情
を
異
に
し
て
い
た
せ

モ
ス
ク
ワ
か
ら
の
指
令
に
従
っ
て
、
各
地
の
地
方
長
官

（

4
0可
mW440仏
戸
）

し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
、
西
シ
ベ
リ
ア
各
地
の
征
服
活
動
そ
の
も
の
は
比
較
的
秩
序
よ
く
政
府
の
統
制
下
に
遂
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
植

民
過
程
は
、
必
ず
し
も
政
府
の
計
画
ど
お
り
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
情
は
政
府
の
予
期
に
反
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ

り
、
こ
の
時
代
の
シ
ベ
リ
ア
植
民
に
お
け
る
政
府
事
業
の
成
果
は
、
あ
ま
り
重
要
性
を
も
た
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
し
ば
ら

く
、
当
時
の
ロ
シ
ア
政
府
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
シ
ベ
り
ア
植
民
事
業
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

ロ
シ
ア
政
府
は
、
ウ
ラ
ル
山
脈
以
東
に
新
し
く
獲
得
吉
れ
た
広
大
な
シ
ベ
リ
ア
の
領
土
を
確
保
し
、

シ
ベ
リ
ア
の
異
民
族
か
ら
毛
皮
の
ヤ
サ

ク

（
可
自
国

F
貢
税
）
ぞ
徴
集
し
統
治
し
て
ゆ
く
た
め
に
、

ロ
シ
ア
の
軍
隊
や
役
人
を
シ
ベ
リ
ア
ハ
派
遣
し
た
が
、
同
時
に
そ
れ
ら
の
軍

隊
や
役
人
を
給
養
す
る
食
糧
を
生
産
さ
せ
る
た
め
に
、
農
民
を
も
、
ν
ベ
リ
ア
へ
送
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
政
府
は
西
シ
ベ

リ
ア
征
服
の
初
期
か
ら
、

こ
の
新
領
土
の
確
保
と
開
拓
と
の
た
め
に
、

植
民
事
業
に
努
力
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
事
情
の
も



と
に
、

政
府
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
皇
帝
の
勅
令

（

c

－SNV 
に
よ
っ
て
シ
ベ
リ
ア
へ
派
遣
さ
れ
た
者
は
、

ま
ず
第
一
に
は
地
方
長
官

｛

4

。u丸山4
0
門芯）

を
頭
と
す
る
各
階
層
の
勤
務
者

（m－ロ

Nr己目白｝司区内回即）

で
、
貴
族

（
骨
片
手
。
ョ
a
E伺
）
、
銃
兵

（回同
Hm－
au『）、

コ
サ
ッ
ク

（ぬ

g
E
R
O丘
町
町
g
q自
由
）
も
送
ら
れ
た
。

ベ
リ
ア
へ
は
、
政
府
の
命
令
に
よ
っ
て
、
刑
事
犯
か
ら
戦
争
捕
虜
に
い
た
る
ま
で
の
流
刑
者
（

a－
巳
巾
）
も
送
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
、

（
EN岳
山
）
、
司
祭
（
m
d白
m
r
n
r
S
E
r－
）
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
陛
下
の
農
民

ま
た
シ

本
稿
の
目
的
と
す
る
西
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
農
耕
地
の
開
拓
と
い
う
観
点
か
ら
特
に
検
討
を
要
す
る
の
は
、
農
民
と
流
刑
者
で
あ
る
。
勤
務
者

の
う
ち
可
な
り
の
数
の
者
が
農
業
に
従
事
し
て
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
に
触
れ
る
ζ

と
に
す
る
。

さ
て
、
す
で
に
記
述
し
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
時
代
の
西
シ
ベ
リ
ア
の
土
着
諸
民
族
の
う
ち
に
は
農
耕
を
営
む
も
の
が
あ
っ
た
に
し

て
も
、
そ
の
原
始
的
な
農
業
は
か
れ
ら
の
基
本
的
経
済
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
翠
耕
を
営
ん
だ
シ
ベ
リ
ア
汗
国
の
タ
タ
ー
ル
族
の

農
業
で
さ
え
も
、
農
耕
は
か
れ
ら
の
牧
畜
経
済
に
お
け
る
補
助
的
な
地
位
を
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
仇

μ、
シ
ベ
り
ア
を
征
服
し

た
ロ
シ
ア
人
は
、
現
地
で
食
糧
を
調
達
す
る
乙
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

そ
乙
で
政
府
は
、

シ
ベ
リ
ア
の
ロ
シ
ア
人
農
業
が
発
達
す
る
ま
で

の
一
七
世
紀
末

（
一
六
八
五
年
）

ま
で
の
あ
い
だ
は
、
北
部
ロ
シ
ア
の
諸
都
市
や
諸
郡
に
対
し
て
、

シ
ベ
リ
ア
へ
送
る
た
め
の
備
蓄
穀
物

（凹
OmrE白
N
4
8可
）
を
供
出
す
る
義
務
を
負
わ
せ
、

そ
れ
を
シ
ベ
り
ア
へ
輸
送
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
食
糧
問
題
の
解
決
を
は
か
っ
た
。
す
な

わ
ら
カ
マ
川
の
上
流
域
の
ペ
ル
ミ

（司

R
S）、

ソ
リ
・
カ
ム
ス
カ
ヤ

（ω。－ー同
R
ロ
m－
su『
白
）
、
チ
ェ
ル
ド
ゥ
イ

（
nra仏
可
ロ
）
、
ヵ
イ
ゴ
ロ
ド

ク
（
同
曲
目
∞
O
B
仏
O
W
）
、
北
ド
ピ
ナ
川
の
支
流
ウ
ィ
チ
ェ
グ
ダ
川
流
域
の
ウ
イ
ミ
・
ヤ
レ
ン
ス
カ
ヤ
（
〈
可
B
l
J町民

gm官
官
）

お
よ
び
ソ
り
・
ウ

ィ
チ
ェ
ゴ
ド
ス
カ
ヤ

（ω
oア
〈
吋
nr叩
mo仏島田吋国）、

ス
ホ
ナ
川
流
域
の
ウ
ス
チ
ユ
ク

（d
m
q
c
m）
、
カ
マ
川
の
北
支
流
ヴ
ィ
ヤ
ト
カ
川
流
域
の

ヴ
ィ
ヤ
ト
カ

（
〈
吉
野
る
な
ど
の
諸
地
方
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、

シ
ベ
リ
ア
へ
到
着
し
た
穀
物
の
価
格
は
遠
距
離
輸
送
の
た
め
に
異
常

に
高
く
な
っ
た
し
、

シ
ベ
リ
ア
へ
の
穀
物
輸
送
は
必
ず
し
も
規
則
的
に
は
遂
行
さ
れ
な
か
っ
た
し
、

乙
と
に
北
部
ロ
シ
ア
諸
都
市
に
お
け
る
備

菩
穀
物
の
供
出
は
、
滞
納
が
ま
れ
で
な
か
っ
た
。
備
蓄
穀
物
密
負
担
さ
せ
ら
れ
て
い
た
北
部
ロ
シ
ア
の
住
民
は
、

一
再
な
ら
ず
皇
帝
に
シ
ベ
り

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
し
に
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

一C
三



一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

一O
四

高官ア
－》 A.. 

の
穀
物
輸
送
の
廃
止
を
請
願
し
Tこ

こ
れ
ら
の
諸
事
情
は
、

ロ
シ
ア
政
府
に
シ
ベ
り
ア
の
農
地
開
拓
に
努
力
す
る
よ
う
強
い
た
の
で
あ

シ
ベ
り
ア
に
お
い
て
国
家
が
組
織
し
た
農
耕
地
は
、

い
わ
ゆ
る
陛
下
の
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕
地

2
g
u量
一
ロ
ロ
ミ
戸
宮
田
宮
苫
）

で
あ
る
が
、

ロ
シ

ア
政
府
が
そ
れ
ら
の
耕
地
を
耕
作
す
る
農
業
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
に
と
っ
た
方
法
は
、

シ
ュ
ン
コ
フ

（〈－
H

・
ωFロロ－
8
4）
に
よ
る
と
、

つ
ぎ
の
三
方
法
で
あ
っ
た
。
第
一
に
は
、
欧
露
か
ら
シ
ベ
り
ア
へ
農
民
ぞ
勅
令
官

EN）
と
徴
募
（
官
5
0
6
に
よ
っ
て
移
住
さ
せ
る
方
法
。

第
こ
に
は
流
刑
者
を
利
用
す
る
方
法
。
第
三
に
は
、
自
己
の
自
由
意
志
で
シ
ベ
リ
ア
へ
移
住
し
て
き
た
ロ
シ
ア
人
を
耕
地
に
定
着
さ
せ
る
方
法

で
あ
る
。

第
一
の
勅
令
と
徴
募
に
よ
る
シ
ベ
リ
ア
へ
の
移
住
は
、
欧
露
の
農
民
に
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
土
地
の
ほ
か
可
な
り
多
額
の
援
助
金
や
食
糧
、

家
畜
、
農
具
な
ど
を
与
え
た
り
、
課
税
免
除
や
貸
付
金
な
ど
の
恩
典
を
与
え
て
移
住
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
農
民
に
と
っ
て
は
強
制
的
な
性
質

を
も
っ
移
住
政
策
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
北
部
ロ
シ
ア
の
農
民
を
こ
の
よ
う
な
強
制
的
方
法
に
よ
っ
て
シ
ベ
リ
ア
へ
移
住
さ
せ
る
こ
と
は
、
た

だ
シ
ベ
リ
ア
征
服
後
の
初
期
に
だ
け
、
す
な
わ
ち
一
六
世
紀
末
か
ら
一
六
二
五
年
ご
ろ
ま
で
の
あ
い
だ
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
乙
の
方
法

は
移
住
者
を
援
助
す
る
た
め
の
費
用
も
多
く
か
か
り
、
ま
た
北
部
ロ
シ
ア
の
住
民
か
ら
も
移
住
の
強
制
に
対
し
苦
情
や
抗
議
が
で
て
、
聞
も
な

く
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
転
住
さ
せ
ら
れ
た
者
の
人
数
も
少
数
で
あ
っ
た
。
後
に
そ
れ
に
代
わ
っ
た
方
法
は
、
シ
ベ
リ
ア
の
行
政
機

関
の
代
理
人
が
北
部
ロ
シ
ア
へ
き
て
、
自
発
的
志
願
者
の
募
集
（

4
2
Z井
田
）
を
行
う
も
の
で
あ
ん
刊
析
、
こ
れ
も
シ
ベ
リ
ア
植
民
史
全
体
の
な

か
で
は
、
あ
ま
り
大
き
い
効
果
を
収
め
た
方
法
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
こ
に
は
、

シ
ベ
リ
ア
流
刑
者
を
陛
下
の
耕
地
の
労
働
力
と
し
て
利
用
す
る
方
法
で
あ
る
。

シ
ベ
り
ア
へ
の
流
刑
（
凹

4
F白
）
は
、
す
で
に

一
六
世
紀
末
（
一
五
九
三
年
）
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

シ
ュ
ン
コ
フ
の
記
載
に
よ
る
と
、

シ
ベ
リ
ア
流
刑
者
数
の
近
似
値

を
計
算
し
た
一
ブ
ツ
イ
ン
ス
キ

l
（句－

z－
切
口
窓
口

m
S）
は
、

一
五
九
三
年
か
ら
一
六
四
五
年
ま
で
の
聞
に
シ
ベ
リ
ア
流
刑
に
さ
れ
た
者
の
数
を



一
、
五

O
O人
と
し
、
ま
た
二
ハ
一
四
年
か
ら
一
六
二
四
年
ま
で
の
一

0
年
間
だ
け
で
五
六

O
人
の
流
刑
者
が
あ
っ
た
と
計
算
し
て
い
る
と
の

乙
と
で
、
流
刑
者
数
は
一
七
世
紀
後
半
に
向
つ
て
な
お
増
大
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

こ
と
は
、
大
多
数
の
研
究
者
が
是
認
し
て
い
る
よ
う
で
わ

γ

一
七
世
紀
に
著
し
い
人
数
の
シ
ベ
り
ア
流
刑
者
が
め
っ
た

し
か
し
、

シ
ベ
リ
ア
の
農
地
開
拓
に
対
し
乙
れ
ら
流
刑
者
の
寄
与
し
た
重
要
性
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
学
者
の
あ
い
だ
に
意
見
の
相
違
が
あ

る
。
シ
ュ
ン
コ
フ
は
、
流
刑
者
の
意
義
を
小
さ
く
評
価
し
て
い
る
側
の
学
者
と
し
て
ヤ
ド
リ
ン
ツ
ェ
フ

（

Z
・
JF仏
門
伊
豆

8
4）

と
シ
チ
ェ
グ
ロ

フ（同・

ω
z
r内側－
0
4
）
と
を
あ
げ
、

大
き
く
評
価
し
て
い
る
側
に
ブ
ツ
イ
ン
ス
キ
ー
を
あ
げ
て
い
る
。

そ
う
し
て
、
ブ
ツ
イ
ン
ス
キ
ー
が
シ
ベ

リ
ア
の
農
地
開
拓
に
対
す
る
流
刑
者
の
意
義
を
誤
っ
て
過
大
に
評
価
し
て
い
る
ζ

と
を
批
判
し
、
次
の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
七
世
紀
に
お
い
て
ト
ポ
リ
ス
ク
地
方
（

E
N弓
包
）
の
諸
郡
（
ロ
苫
邑
）

へ
の
流
刑
は
、
農
民
人
口
を
増
加
さ
せ
る
事
業
に
お
い
て
何
ら
重
大

な
意
義
を
も
た
な
か
っ
た
。

流
刑
者
の
著
し
い
部
分
は
固
有
地
の
耕
地
農
民
（
吉
田
宮
ロ
巳
白

E
g
q
g
m）
に
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

勤
務
者

（回目ロ

Hr－
－
－
四
－
河
口
《
出
）

に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
当
時
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
ロ
シ
ア
政
府
の
戦
力
強
佑
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と

と
、
農
業
に
熟
練
し
て
い
な
い
者
を
農
民
に
し
て
も
必
ず
し
も
期
待
さ
れ
た
効
果
を
あ
げ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ト
ポ
り
ス
ク
は
、
特
に
一

シ
ベ
リ
ア
流
刑
者
の
中
継
地
と
し
て
役
立
っ
た
の
で
あ
り
、
ト
ボ
り
ス
ク
へ
到
来
し
た
流
刑
者
の
多
く
は
、
乙
こ

か
ら
も
っ
と
東
方
の
ト
ム
ス
ク
地
方
お
よ
び
レ
ナ
川
地
方
の
諸
都
市
へ
転
送
さ
れ
た
。
農
耕
の
た
め
に
ト
ボ
り
ス
ク
地
方
に
止
め
ら
れ
た
比
較

七
世
紀
の
半
ば
以
後
に
は
、

的
少
数
の
流
刑
者
は
、
タ
ラ

（叶母国）

の
よ
う
な
辺
境
に
あ
る
耕
地
の
少
な
い
諸
都
市
に
お
い
て
耕
地
に
定
着
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸

都
市
は
一
八
位
紀
ま
で
穀
物
生
産
量
の
少
な
い
穀
物
消
費
地
域
で
あ
っ
た
か
ら

（
後
出
の
第
三
表
参
照
）
、

流
刑
は
こ
れ
ら
の
諸
都
市
に
お
い

て
も
農
耕
を
形
成
し
得
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

に
踏
止
ら
ず
に
逃
亡
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
都
市
の
耕
地
に
定
着
さ
せ
ら
れ
た
者
の
う
ら
若
し
い
部
分
の
者
は
、
そ
の
地

以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、

一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
に
わ
た
っ
て
ロ
シ
ア
政
府
が
試
み
た
と
こ
ろ
の
、
欧
露
の
農
民
を
強
制
的
に
ト
ボ
リ

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

一O
五



一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

一O
六

ス
ク
地
方
の
耕
地
へ
転
住
さ
せ
、
あ
る
い
は
シ
ベ
リ
ア
流
刑
者
の
一
部
分
を
耕
地
開
拓
に
和
用
し
よ
う
と
い
う
こ
つ
の
方
法
は
、
ほ
と
ん
ど
顕

著
な
成
果
を
あ
げ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

を
、
陛
下
の
耕
地
に
定
着
さ
せ
る
方
法
で
め
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

最
も
効
果
が
あ
っ
た
の
は
第
三
の
方
法
、

す
な
わ
ち
シ
ベ
リ
ア
へ
自
発
的
に
移
住
し
て
き
た
人
々

つ
ま
に
節
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
、
自
由
移
住
者
の
流
入

ま
ず
、

一
七
世
紀
に
シ
ベ
リ
ア
各
地
で
植
民
地
が
成
立
し
て
ゆ
く
実
情
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
到
る
所
で
同
一

（。切符
om）
が
建
設
さ
れ
、
政
府
は
そ
こ
へ
地
方
長
官
、

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
普
通
、
占
領
し
た
ば
か
り
の
地
方
の
最
も
適
当
な
場
所
に
柵

一
ー
一
一
名
の
貴
族
、
四

O
名
ば
か
り
の
銃
兵
、
お
よ
び
小
役
人
を
置
い
た
。
ま
た
柵
を
建
設
せ
よ
と
い
う
勅
令
の
な
か
に
、
し
ば
し
ば
同
時
に

教
会
の
建
設
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
帝
室
の
費
用
で
司
祭
が
派
遣
さ
れ
た
り
教
会
の
調
度
品
が
送
ら
れ
た
。
時
に
は
政
府
は
都
市
の
植
民
の
た

め
に
、
自
由
人
や
流
刑
者
な
ど
あ
ら
ゆ
る
人
閣
を
送
っ
て
き
た
が
、
し
か
し
普
通
に
は
占
領
地
の
確
保
と
開
拓
と
は
、
そ
こ
へ
苦
難
を
重
ね
て

到
来
し
た
自
由
移
住
者

（4
0
】ロ可ロ白円。仏）

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

新
た
に
建
設
さ
れ
た
シ
ベ
リ
ア
の
柵
は
、

一
ー
一
一
年
も
た

っ
と
、

主
と
し
て
こ
れ
ら
の
浮
浪
者

か
ら
な
る
蟻
塚
の
よ
う
な
状
態
と
な
り
、
到
来
し
た
浮
浪
者
た
ち
は
こ
の
地

（mロ－
u
『曲目｝戸ロゲ目。－
u
可ロ門出）

で
租
税
と
町
役
、

住
宅
建
設
、

畑
地
の
抜
根
、

付
近
の
処
女
地
の
開
墾
な
ど
の
労
働
ぞ
負
担
し
た
。

こ
う
し
て
創
設
さ
れ
た
中
心
集
落
を
村

（凹

Z
Z岳
地
狭
義
の
村
）

と
よ
ぶ
の
で
あ
る
が
、

こ
の
中
心
地
か
ら
し
だ
い
に
そ
の
周
囲
の
遠
近
に
開
墾
地

（N
氏自｝向田）

あ
る
い
は
部
落

（
向
日
開
店
司
ロ
苫
）
が
発
生
し
て
、
中
心
地
の
村
の
ほ
か
部
落
や
開
墾
地
を
も
含
む
ひ
ろ
い
意
味
で
の
村
（
こ
れ
も
同
じ
く
乙

o
Z
E
と
よ
ぶ
）
が

発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

シ
ベ
リ
ア
と
い
う
新
植
民
地
を
満
た
し
、
そ
の
耕
地
に
定
着
し
た
大
部
分
の
ロ
シ
ア
人
は
、
シ
ベ
リ
ア
へ
の
自
由
移
住
者
で

あ
り
い
わ
ゆ
る
浮
浪
者
で
め
っ
て
、
か
れ
ら
の
本
質
は
実
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ロ
シ
ア
か
ら
の
逃
亡
者
（
σ
m
m
F
S）
で
め
っ
た
。



ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
、

一
五
！
一
六
世
紀
に
商
品
経
済
の
発
展
に
と
も
な
い
領
主
直
営
地
が
拡
大
さ
れ
て
、
農
民
か
ら
の
土

地
収
奪
と
賦
役
の
強
化
が
お
こ
り
農
双
制
の
強
化
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
が
、

つ
い
に
一
六
四
九
年
に
な
っ
て
、
農
民
は
無
条
件
に
領
主
の
土
地

に
緊
縛
さ
れ
る
と
い
う
法
律

（ωoσ
。同ロ
ou『mc－。NYmロ町内

W

）

が
成
立
し
、

そ
れ
以
後
一
九
世
紀
半
ば
に
い
た
る
ま
で
の
三
世
紀
に
わ
た
る
ロ
シ

ア
の
農
奴
制
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
の
農
民
は
、
農
奴
体
制
の
強
化
に
つ
れ
て
二
ハ
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
、
中
部
ロ

シ
ア
や
北
部
ロ
シ
ア
か
ら
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ド
ン
川
流
域
の
ス
テ
ッ
プ
地
方
お
よ
び
ヴ
ォ
ル
ガ
川
流
域
な
ど
へ
、
大
量
に
逃
亡
し
た
。
そ
う
し

て
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
は
、
一
六

O
六
年
の
ボ
ロ
ト
ニ
コ
フ

（H
－

F
L
E
E－8
4）
の
暴
動
や
二
六
六
七
年

l
一
六
七
一
年
の

の
暴
動
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
幾
多
の
農
民
暴
動
が
欧
露
で
繰
り
か
え
さ
れ
た
の
で
ふ

μ。

ラ
ー
ジ
ン
（

ω－
m白門出口）

し
て
欧
露
の
北
部
お
よ
び
北
東
部
の
、

そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ロ
シ
ア
か
ら
、
乙
の
時
代
に
シ
ベ
り
ア
お
よ
び
沿
ウ
ラ
ル
地
方
へ
逃
亡
し
て
き
た
者
は
、
主
と

い
わ
ゆ
る
「
沿
海
地
方
（
司
0
5
0
4
mこ
の
住
民
で
あ
っ
た
。

そ
の
理
由
は
、

以
前
に
論
述
し
た
こ
と

が
あ
る
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
地
方
が
ウ
ラ
ル
や
シ
ベ
リ
ア
へ
比
較
的
近
い
位
置
に
あ
り
、

（

4
0

－ow） 

シ
ベ
リ
ア
進
出
の
古
い
伝
統
を
も
っ
土
地
で
あ
っ
た
乙
と
で
あ
る
。
し
だ
い
に
強
佑
さ
れ
た
農
奴

連
水
陸
路

に
よ
っ
て
連
絡
さ
れ
て
い
る

便
利
な
シ
ベ
リ
ア
へ
の
交
通
路
が
あ
っ
て
、

制
度
の
も
と
か
ら
逃
亡
す
る
人
達
の
ほ
か
に
、

乙
の
地
方
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
分
離
派

る
も
の
を
脅
か
す
死
罪
か
ら
逃
亡
す
る
人
達
も
あ
っ
た
。

（円曲目
wwo－ロロ内）

の
運
動
が
高
揚
し
、

旧
信
仰
を
頑
守
す

こ
の
よ
う
に
用
海
地
方
か
ら
シ
ベ
リ
ア
へ
移
住
す
る
者
が
多
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
に
若
干
の
証
拠
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
シ
ュ
ン

コ
フ
は
シ
ベ
リ
ア
誇
郡
の
人
口
調
査
書

Q
2
4
2
E
m
w
E
mき
の
う
ち
か
ら
、
中
部
ウ
ラ
ル
東
麓
の
イ
セ
チ
川
（
阿
国
包
）
沿
岸
の
村
と
柵
と
に

つ
い
て
、
そ
の
住
民
八
七
二
人
の
出
身
地
名
を
一
覧
表
に
し
て
掲
げ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
一
六
九
五
年
の
カ
ム
イ
シ
ェ
ン
ス
カ
ヤ
村

（
関
但
1

g
u
B
r冊
目
印
宮
司
曲
）
、
ア
ラ
ミ
リ
ス
カ
ヤ
村
（
〉
B
B広
島
唱
曲
）
、

コ
ル
チ
ェ
ダ
ン
ス
キ

l
柵
（
同

orra目
ロ
許
可
）
、
ヵ
タ
イ
ス
キ

l
柵
（
問
主
回
目
白

ru『
）
お
よ
び
一
六
六
九
年
の
ド
ル
マ
ト
フ
部
落
（
り
巳
自
由
件
。
4
）

の
人
口
調
査
書
を
利
用
し
た
一
覧
表
で
あ
る
が
、
都
市
数
に
お
い
て
も
出
身

一
七
世
相
西
シ
ぺ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

一O
七



－O八

者
数
に
お
い
て
も
こ
の
一
覧
表
の
中
心
を
な
し
て
い
る
の
は
、
疑
な
く
北
部
ロ
シ
ア
の
沿
海
地
方
の
諸
郡
で
寺
町
一
。
。
ま
た
、
西
シ
ベ
リ
ア
の
東

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

方
に
隣
接
す
る
イ
エ
ニ
セ
イ
ス
ク
地
方
へ
一
七
世
紀
に
移
住
し
た
ロ
シ
ア
人
の
出
身
地
に
関
し
て
は
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
フ

（
〈
・
〉
・
〉
『

－
agm－2
4）
が
関
税
帳
簿
（
同
曲

B
O
N
Z
E－
叩
｝
自
在
）
そ
の
他
の
史
料
に
基
づ
い
て
詳
細
な
論
文
を
か
い
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
イ
エ

セ
イ
ス
ク
地
方
へ
の
移
住
ロ
シ
ア
人
総
数
の
う
ち
で
沿
海
地
方
出
身
者
の
占
め
る
比
率
は
、

（げ｝

二
ハ
九
O
年
｜
九
一
年
に
お
け
る
約
九
二
%
の
聞
に
わ
た
っ
て
い
る
。
ま
た
ワ
ス
チ
ュ
ウ
ゴ
フ

一
六
二
九
｜
三
O
年
に
お
け
る
約
七
三
%
か
ら
、

（

Z
・〈－

caヨ
Mm04）

の
記
載
に
よ
れ
ば
、

西
シ
ベ
リ
ア
の
西
方
に
隣
接
す
る
ウ
ラ
ル
西
麓
の
カ
マ
川
沿
岸
に
あ
る
ソ
り
カ
ム
ス
カ
ヤ

（
ωo－
関
白
吉
田
宮
苫
）

で
製
塩
業
に
従
事
し
て
い
た

労
働
者
は
、

一
六
七
八
年
！
一
六
七
九
年
の
人
口
調
査
書
に
よ
る
と
、
三
四
七
人
の
う
ち
三
二
二
人
（
す
な
わ
ち
全
体
の
九
O
%
）
が
北
部
ロ

シ
ア
の
沿
海
地
方
か
ら
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
カ
マ
川
上
流
の
チ
ェ
ル
ド
ゥ
イ
ニ
郡
（
の
宮
正
吉
）
な
ど
に
お
い
て
も
事
情
は
同
様
で
あ
り
、

中
部
ウ
ラ
ル
西
麓
の
ク
ン
グ
l
ル
郡
（
関
口
ロ
ぬ
口
同
）

成
立
の
基
礎
が
一
七
世
紀
前
半
に
形
成
さ
れ
た
の
も
、
そ
れ
に
つ
づ
く
一
七
世
紀
後
半
の

あ
い
だ
に
ク
ン
グ

l
ル
郡
の
農
家
一
戸
数
が
約
二
一
倍
に
増
加
し
た
の
も
、
主
と
し
て
沿
海
地
方
か
ら
の
逃
亡
農
民
が
来
往
し
た
こ
と
に
よ
る
の

で
あ
る
。
シ
ベ
り
ア
史
に
有
名
な
多
数
の
コ
サ
ッ
ク
や
事
業
家
、
た
と
え
ば
デ
ジ
ュ
ネ
フ
（

ω・
ロ
自
任
5
4）
、
ポ
ヤ
ル
コ
フ
（
〈
・
H
M
O

百
件
0
4

（

mv 

阿ハ
E
Z
H
0
4）
、
パ
ラ
ノ
フ
（
〉
・
∞
R
8
0
4）
な
ど
が
、
沿
海
地
方
の
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
偶
然
で
は
な
い
。

、』J、

ハ
パ
ロ
フ
（
J

円巾・

さ
て
、
政
府
は
シ
ベ
リ
ア
へ
流
入
し
て
き
た
自
由
移
住
者
争
農
地
開
拓
に
利
用
す
る
た
め
に
、
か
れ
ら
を
陛
下
の
農
民
（
関
自
己
門
由
民
叩

4
）
す

な
わ
ち
国
有
耕
地
農
民
（

m
g
E同門田守
g
E
m
宵

mmqgm）
に
し
た

G

こ
れ
ら
の
農
民
は
、
自
分
が
チ
ャ
グ
ロ

（
々
白
色
0
・
賦
課
）
と
し
て
承

諾
し
た
だ
け
の
面
積
の
国
家
の
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕
地

2
2可
思
ロ

EUB
宮
田
富
山
、
と
を
耕
作
す
る
賦
役
議
務
を
負
う
の
で
み
の
り
、

こ
の
耕
地
か
ら

得
ら
れ
る
収
穫
物
は
シ
ベ
リ
ア
各
地
の
国
庫
に
収
納
さ
れ
て
、

シ
ベ
リ
ア
各
地
で
勤
務
し
て
い
る
役
人
や
軍
人
な
ど
の
給
与
に
あ
て
ら
れ
た
。

国
家
の
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕
地
に
お
け
る
こ
の
賦
役
義
務
は
、
封
建
的
地
代
の
最
も
遅
れ
た
労
働
地
代
と
い
う
形
館
の
存
在
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ

’G
。
シ
ベ
リ
ア
で
は
一
七
世
紀
全
体
を
つ
う
じ
て
、
地
代
の
こ
の
形
態
が
卓
越
を
つ
づ
け
た
。
農
民
は
賦
役
義
務
を
負
う
替
わ
り
に
、
自
分
が



引
受
け
た
チ
ャ
グ
ロ
（
賦
課
）

に
比
例
す
る
面
積
の
土
地
を
別
に
国
家
か
ら
分
与
地

（ロ国内同
m－）

と
し
て
与
え
ら
れ
、
そ
の
生
産
物
は
自
己
と

家
族
と
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
分
与
地
す
な
わ
ち
農
民
の
自
家
用
耕
地

（moσ
円ロロ同一司国
N
回目M
同凹
Y
W
同）

の
大
き
さ
は
、

一
七
世
紀
に
お
い
て
は
制
限
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
た
だ
常
に
そ
れ
に
比
例
す
る
チ
ャ
グ
ロ

（
賦
課
）
が
あ
っ

て、

一
般
に
両
者
の
比
率
は
お
よ
そ
困
対
一
か
ら
五
対
一
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕
地
の
面
積
が
0
・
七
五
デ
シ
ャ

チ
ナ
の
場
合
に
、
自
家
用
耕
地
は
三
デ
シ
ャ
チ
ナ
与
え
ら
れ
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
こ
デ
シ
ャ
チ
ナ
は
約
一
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
約
一
町

一
七
世
紀
末
に
お
い
て
シ
ベ
リ
ア
の
総
農
民
数
の
約
入
五
%
は
、
こ
の
固
有
耕
地
農
民
で
あ
っ
た
。

一
段
に
当
る
）
。

シ
ュ
ン
コ
フ
に
よ
る
と
、

政
府
は
移
住
者
に
対
し
て
は
土
地
を
与
え
る
ほ
か
に
、

一
定
期
限
の
免
除
（
釘

o
g）
、
援
助
（
宮
島
目
指
但
）
、

お
よ
び
貸
付
（

m
E円
四
回
）
と
よ

ば
れ
る
恩
典
を
ゅ
の
た
え
て
、
移
住
者
を
保
護
す
る
政
策
を
と
っ
た
。
免
除
と
い
う
の
は
、
新
移
住
者
の
チ
ャ
グ
ロ

（
賦
課
）
を
移
住
後
の
数
年

聞
は
免
除
す
る
も
の
で
み
の
る
。
免
除
期
間
の
年
数
は
時
と
場
所
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
移
住
者
に
与
え
ら
れ
る
援
助
や
貸
付
の
多
少
に
よ
っ
て
も

長
短
が
あ
っ
た
が
、

一
般
的
に
い
う
と
早
い
時
代
に
は
免
除
期
聞
が
長
く
六
年
ぐ
ら
い
で
、

そ
れ
が
一
七
世
紀
半
ば
以
後
に
な
る
と
ニ
｜
三
年

に
短
縮
さ
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。

一
七
世
紀
後
半
に
な
っ
て
シ
ベ
リ
ア
移
住
者
数
が
増
大
し
て
く
る
と
、
政
府
は
植
民
事
業
の
経
費
を
節
減

す
る
た
め
に
、
免
除
期
聞
を
一
年
で
す
ま
せ
よ
う
と
努
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
次
に
援
助
と
い
う
の
は
、
移
住
者
の
生
活
を
助
け
る
た
め
に

金
銭
ゐ
る
い
は
現
物
（
食
糧
、
塩
、
家
畜
等
）
を
与
え
る
も
の
で
、
返
済
の
義
務
は
な
か
っ
た
。
貸
付
も
そ
れ
と
向
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
返
済
す
る
義
務
が
あ
っ
た
。
強
制
移
住
者
に
対
す
る
援
助
と
貸
付
は
普
通
の
も
の
に
比
較
し
て
特
に
高
額
で
あ
っ
た

Q

し
か
し
一
般
に

う援
の助
でも
あゑ貸
る手付
。も

前
述
の
免
除
と
同
様
l乙

一
七
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
減
額
の
傾
向
が
著
し
く
な
り
、
援
助
と
貸
付
と
は
遂
に
消
滅
し
て
し
ま

シ
ベ
リ
ア
各
地
の
修
道
院

（日。ロ回目片山『弓白）

も
、
移
住
者
に
対
し
て
右
と
同
様
の
保
護
を
ふ
の
た
え
、
修
道
院
領
の
耕
地
に
農
民
の
定
着
を

は
か
っ
た

Q

一
七
世
紀
末
に
シ
ベ
リ
ア
の
修
道
院
お
よ
び
大
司
教

（ヨ一号
O
H
M
O－

－
同
）

の
領
地
に
は
、

シ
ベ
リ
ア
の
総
農
民
数
の
約
一
四
%
が
定

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
一
一
一
上
）

一
じ
九



一
七
世
相
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
一
ニ
上
）

〈お）

着
し
て
い
た
と
い
う
。

一一

O

さ
て
、
ロ
シ
ア
政
府
は
、

シ
ベ
リ
ア
征
服
後
一
七
世
紀
の
前
半
ま
で
は
一
般
に
シ
ベ
リ
ア
移
住
を
奨
励
し
保
護
す
る
政
策
を
と
っ
た
が
、
一
七

世
紀
後
半
に
な
っ
て
欧
露
か
ら
の
逃
亡
者
が
増
大
し
て
く
る
と
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
政
策
を
と
ら
、
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
初
期
に
お
い
て
政

府
が
シ
ベ
リ
ア
へ
移
住
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
者
は
、
欧
露
の
固
有
地
に
お
い
て
チ
ャ
グ
ロ

（
賦
課
）
を
負
っ
て
い
る
夫
婦
以
外
の
そ
の
家
族

の
者
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
、

政
府
の
期
待
に
反
し
て
チ
ャ
グ
ロ
を
放
棄
し
て
シ
ベ
リ
ア
へ
逃
亡
す
る
者
が
多
く
、

ま
た
私
有
地
農
民
の

逃
亡
者
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
七
世
紀
に
お
け
る
ロ
シ
ア
中
央
集
権
国
家
の
形
成
に
主
導
的
な
役
割
を
演
じ
た
の
は
地
主
的
貴
族
階
級

（
同

5
5
2
g。
可
白
色

s
q
g回

同

4
0）

で
あ
り
、
こ
の
地
主
貴
族
に
基
盤
を
も
っ
当
時
の
ロ
シ
ア
政
府
は
、
地
主
の
利
益
ぞ
擁
護
す
る
た
め
に
、
農

民
の
逃
亡
を
禁
止
せ
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
。
領
主
の
告
訴
を
う
け
て
そ
の
逃
亡
農
民
を
捜
索
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
一
七
世
紀
の
初
め
か
ら
行

わ
れ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、

一
六
七

O
年
の
勅
令
で
は
、

シ
ベ
リ
ア
へ
逃
亡
し
た
農
民
を
欧
露
へ
送
還
す
る
こ
と
を
指
令
し
て
、
「

す
べ
て
沿
海
地
方
の
逃
亡
農
民
は
捜
索
し
て
ロ
シ
ア
の
諸
都
市
へ
も
と
ど
お
り
送
還
す
べ
し
・
：
：
・
そ
し
て
今
後
い
か
な
る
逃
亡
者
も
逃
亡
農
民

も
受
入
れ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
命
令
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
勅
令
は
一
六
八
三
年
に
も
再
確
認
さ
れ
て
お
り
、

同
年
シ
ベ
り
ア
の
地
方
長
官
パ
り
ヤ
チ
ン
ス
キ
l
（
切
回
H
－U
1同
昨
日
ロ
回
目
向
日
刊
）

に
与
え
ら

れ
た
勅
令
に
は
、

皇
帝
の
通
行
許
可
書
な
く
し
て
は
如
何
な
る
官
等
の
者
も
ロ
シ
ア
か
ら
シ
ベ
リ
ア
へ
通
行
さ
せ
な
い
よ
う
に
、

大
ペ
ル
ミ

（
3
5
〈
岳
官
官
｜
｜
カ
マ
川
の
上
流
地
方
の
ζ

と
）
、
チ
ェ
ル
ド
ゥ
イ
ニ
、

ソ
リ
カ
ム
ス
カ
ヤ
そ
の
他
の
地
に
強
力
な
関
所
を
設
け
る
乙

と
を
命
じ
、
関
所
に
現
わ
れ
た
者
は
、
そ
の
前
住
地
へ
送
還
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
欧
露
か
ら
シ
ベ
リ
ア
へ
の
逃
亡
は
依
然
と

し
て
続
い
た
の
で
、
政
府
は
一
六
八
八
年
に
も
ま
た
、
沿
海
地
方
か
ら
シ
ベ
リ
ア
へ
農
民
を
通
過
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
逃
亡
者
は
欧
露
へ
送
還

せ
よ
と
い
う
勅
令
を
、
再
確
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

逃
亡
農
民
の
阻
止
と
送
還
に
対
す
る
ロ
シ
ア
政
府
の
立
場
は
、
苦
し
い
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
に
お
い
て
は
、
地
主
や
世
襲
領
主



の
告
訴
に
よ
っ
て
捜
索
を
う
け
実
際
に
送
還
さ
れ
た
逃
亡
農
民
も
あ
っ
た
が
、
他
方
で
は
、
欧
露
の
固
有
地
農
民
（

n
y
m
E
S
S
E－巾

rmmi

々
自
由
）
で
あ
っ
て
チ
ャ
グ
ロ
（
賦
課
）
を
放
棄
し
て
シ
ベ
リ
ア
へ
逃
亡
し
た
者
と
か
、

シ
ベ
リ
ア
へ
逃
亡
し
て
も
国
有
耕
地
農
民
に
な
っ
た

り
国
家
の
勤
務
者
に
採
用
さ
れ
た
り
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
た
だ
そ
れ
ら
の
者
の
目
録
を
作
製
し
て
モ
ス
ク
ワ
の
シ
ベ
リ
ア
省
へ
提
出
す
る
乙

と
が
ト
ボ
り
ス
ク
の
地
方
長
官
に
命
じ
ら
れ
た
だ
け
で
、
実
際
に
欧
露
へ
送
還
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由

は

固
有
地
農
民
は
、

私
有
地
農
民
が
一
六
四
九
年
の
法
律

（ロ－
oNr巾ロ山由）

に
よ
っ
て
土
地
に
緊
縛
さ
れ
た
の
に
比
較
す
る
と
、

比
較
的

移
住
の
自
由
を
保
持
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ
り
、

ま
た
シ
ベ
リ
ア
へ
逃
亡
し
て
も
再
び
シ
ベ
り
ア
で
国
有
耕
地
農
民
と
な
っ
て
チ
ャ
グ
ロ

（
賦
課
）
を
負
う
わ
け
で
あ
り
、
新
領
土
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
に
も
役
立
つ
の
で
、
国
家
と
し
て
は
実
質
的
な
損
失
が
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
理
由
か
ら
、

逃
亡
農
民
に
対
し
て
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
よ
う
な
政
府
の
態
度
が
生
れ
る
の
で
あ
り
、

一
七
一
九
年
の
元
老
院

（
ω
g呉
）
の
訓
令
の
よ
う
に
、
逃
亡
農
民
の
シ
ベ
リ
ア
定
着
を
既
成
事
実
と
し
て
公
認
す
る
よ
う
な
態
度
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
う
か

と
思
う
と
、

一
七
二
七
年
の
勅
令
で
は
、

「
逃
亡
は
禁
止
せ
ら
る
、

逃
亡
者
を
捜
索
す
る
た
め
関
所
が
設
け
ら
れ
、

逃
亡
者
は
こ
れ
を
捕
縛

し
、
主
犯
者
な
ら
び
に
教
唆
者
は
こ
れ
を
死
罪
に
処
す
べ
し
と
命
ぜ
り
」
と
、
全
国
民
に
布
告
す
る
よ
う
な
表
面
的
に
は
厳
し
い
態
度
も
示
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
八
世
紀
に
も
逃
亡
は
依
然
と
し
て
つ
づ
き
、
送
還
は
廃
止
さ
れ
も
せ
ず
、
ほ
と
ん
ど
実
行
さ
れ
も
せ
ず
、
何
の

効
果
も
な
か
っ
た
。

つ
い
に
一
七
六
三
年
に
元
老
院
は
上
奏
し
て
、

送
還
が
実
際
に
は
何
の
効
果
も
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
逃

亡
者
を
登
録
し
て
人
頭
税
を
課
す
る
よ
う
に
、
ま
た
世
襲
領
主
に
は
逃
亡
者
を
新
補
充
員
に
算
入
す
る
よ
う
に
」
命
じ
た
が
、
既
成
事
実
を
承

認
す
る
元
老
院
の
こ
の
考
え
は
、
女
帝
の
裁
可
を
へ
て
法
律
と
な
っ
た
の
で
引
か
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
逃
亡
農
民
の
自
由
な
移
住
を
と
き
ど
き
禁
止
し
な
が
ら
、
そ
し
て
そ
れ
に
違
反
す
る
既
成
事
実
を
承
認
し
な
が
ら
、

七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
に
お
け
る
シ
ベ
リ
ア
へ
の
自
由
移
住
に
対
す
る
政
府
の
干
渉
の
歴
史
が
経
過
し
た
。

ロ
シ
ア
政
府
の
シ
ベ
リ
ア
移
住

に
対
す
る
立
場
は
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
り
、
逃
亡
者
の
自
由
な
シ
ベ
リ
ア
移
住
は
実
際
に
は
特
別
に
強
く
圧
迫
さ
れ
た
も
の
と
は
一
吉
え
ず
、
む

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）



一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

し
ろ
黙
過
さ
れ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
欧
露
か
ら
ウ
ラ
ル
山
脈
を
越
え
て
流
入
す
る
多
数
の
逃
亡
者
を
迎
え
な
が
ら
、

一
七
世
紀
の
あ
い
だ
に
、

シ
ベ
リ
ア
在
住
の
ロ
シ

ア
人
の
人
口
は
ど
の
よ
う
に
増
加
し
た
か
、
そ
れ
を
統
計
的
数
字
で
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
ス
ロ
フ
ツ
オ
フ

（

H
M

・
ω
－04G
0
4）

に
よ
る
と
、

シ
ベ
リ
ア
の
総
人
口
の
う
ち
で
ロ
シ
ア
人
と
そ
の
他
の
も
の
を
合
わ
せ
た
移
住
者
の
数
は
、
男
女
合
計
し
て
一
六
二
二
年
に
二
万

一
七
O
九
年
に
約
二
三
万
人
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
シ
ュ
ン
コ
フ
が
ブ
ツ
イ
ン
ス

一
六
六
二
年
に
一

O
万
五
、

0
0
0人、

三、

0
0
0人、

キ

（

H
M

・
回

cz－ロ凹｝凶可）

そ
の
他
に
基
づ
い
て
記
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

一
六
四
五
年
お
よ
び
一
六
九
九
年
に
お
け
る
農
家
の
一
戸

数
は
、
ト
ゥ
リ
ン
ス
ク
郡
で
は
そ
れ
ぞ
れ
二
三
八
戸
と
六
一
一
一
戸
、
チ
ュ
メ
ニ
郡
で
は
一
一
五
一
戸
と
七
一
七
一
戸
、
ト
ポ
リ
ス
ク
郡
で
は
一
四
九

戸
と
四
、
四
O
三
戸
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
数
字
は
、

一
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
シ
ベ
リ
ア
移
住
者
の
急
激
な
増
加
速
度
を
、
明
瞭
に
物
語
つ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、

一
七
世
紀
に
お
け
る
シ
ベ
り
ア
開
拓
の
成
果
を
一
言
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、

（

m
u
v
 

の
総
耕
地
面
積
は
三
聞
と
し
て
計
算
し
て
約
一

O
万
デ
シ
ャ
チ
ナ
に
遼
し
た
の
で
あ
っ
た
。

一
七
世
紀
末
に
は
、
シ
ベ
リ
ア

、
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
リ
エ
・
ト
ポ
リ
ス
ク
地
域
の
開
拓

前
節
ま
で
に
論
述
し
て
き
た
よ
う
な
、

ロ
シ
ア
政
府
の
シ
ベ
リ
ア
植
民
事
業
と
自
由
移
住
者
の
流
入
定
着
と
に
よ
っ
て
、
西
シ
ベ
リ
ア
各
地

域
の
農
耕
地
は
実
際
に
ど
の
よ
う
に
開
拓
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
と
次
節
と
に
お
い
て
は
、
西
シ
ベ
り
ア
の
土
地
を
西
部
の
ヴ
ェ
ル
ホ

こ
れ
ら
東
西
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
つ
い

ト
ゥ
リ
エ
・
ト
ポ
リ
ス
ク
地
域
と
、
東
部
を
占
め
る
ト
ム
ス
ク
・
ク
ズ
ネ
ッ
ク
地
域
と
に
二
分
し
、

て、

一
七
世
紀
に
如
何
に
植
民
地
が
建
設
さ
れ
農
耕
地
が
拡
張
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
、

シ
ュ
ン
コ
フ

（〈－
H

・
ωrcロ日
8

4
）
と
ボ
ヤ
ル
シ
ノ
ワ

（

N
・J

『
・
回
。
苫
吋
岳
山
口
0
4
白
）
と
の
業
績
を
参
照
し
つ
つ
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
西
シ
ベ
リ
ア
の
西
部
の
荷
郡
を
一
括
す
る
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
リ
エ
・
ト
ポ
リ
ス
ク
地
域
の
な
か
に
は
、
行
政
上
の
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
り
エ



郡
（
〈
叩
同
w
y
o
Z弓叩）、

チ
ュ
メ
ニ
郡

（同ザロ自由ロ）、

ト
ゥ
リ
ン
ス
ク
郡

（叶ロ片山口印
W
）、

ト
ポ
リ
ス
ク
郡

（

4
0
t
o
r
r）、

ペ
ル
イ
ム
郡

（M
V冊
目
u
司
回
）
、
タ
ラ
郡
（
、
H
，

R
同
）
を
ふ
く
め
る
。

乙
の
地
域
は
、

欧
露
か
ら
シ
ベ
リ
ア
へ
は
い
る
入
口
に
位
置
す
る
地
域
で
、

最
も
早
く
征
服

さ
れ
、
し
た
が
っ
て
ロ
シ
ア
人
に
よ
る
植
民
と
農
地
開
拓
も
シ
ベ
リ
ア
で
最
も
古
い
地
方
で
あ
る
。
移
住
者
の
定
着
数
も
シ
ベ
リ
ア
の
う
ち
で

最
も
多
か
っ
た
。
上
記
の
諸
郡
の
う
ち
で
最
後
の
ペ
ル
イ
ム
郡
と
タ
ラ
郡
と
に
お
い
て
は
、

一
七
世
紀
中
に
は
あ
ま
り
耕
地
が
開
墾
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
初
め
の
四
郡
に
お
い
て
は
一
七
世
紀
の
あ
い
だ
に
著
し
い
面
積
の
農
業
地
域
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世

紀
初
め
に
か
け
て
は
、
全
シ
ベ
リ
ア
の
農
業
従
事
者
の
七
五
%
が
こ
の
地
域
に
集
中
し
、
乙
の
時
代
に
お
け
る
シ
ベ
リ
ア
の
主
要
な
穀
倉
地
域

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、

シ
ベ
リ
ア
に
お
い
て
最
も
早
く
開
墾
さ
れ
た
の
は
、
軍
事
的
・
行
政
的
お
よ
び
経
済
的
中
心
と
し
て
シ
ベ
リ
ア
各
地
に
建
設
さ
れ
た

諸
都
市
お
よ
び
柵
の
附
近
の
土
地
で
あ
る
。
し
か
る
に
ロ
シ
ア
人
の
初
期
の
シ
ベ
リ
ア
進
出
が
、
他
の
拙
論
で
も
の
べ
た
よ
う
に
西
シ
ベ
リ

ア
の
北
部
か
ら
行
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
初
期
の
ロ
シ
ア
人
の
進
出
が
森
林
帯
の
毛
皮
獣
を
獲
得
す
る
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
西
シ
ベ
リ
ア
の

主
要
な
交
通
路
と
な
っ
た
オ
ピ
川
が
、

ロ
シ
ア
人
の
東
進
を
西
シ
ベ
り
ア
森
林
帯
の
な
か
を
か
な
り
北
方
で
導
い
た
こ
と
な
ど
の
事
情
に
よ
っ

て
、
初
期
の
西
シ
ベ
リ
ア
の
ロ
シ
ア
人
都
市
や
柵
の
位
置
は
、
後
代
に
比
較
す
る
と
か
な
り
北
方
に
あ
り
、
オ
ピ
川
下
流
域
の
オ
ブ
ド
ル
ス
ク

（。ゲ仏
O
B
W
）
、
ベ
リ
ヨ
ゾ
フ
（
切
巾
門
司
O
N
0
4
）、

ス
ル
グ
l
ト
（

ωロ
括
己
）
、
タ
ズ
川
（
吋
同
N

）
畔
の
マ
ン
ガ
ゼ
ヤ

（冨

g
m
g四百）

な
ど
、
自

然
的
条
件
が
こ
の
時
代
に
農
耕
を
許
さ
な
か
っ
た
土
地
に
さ
え
も
、
都
市
や
柵
が
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
西
シ
ベ
リ
ア
原
住
民

の
農
業
も
当
時
あ
ま
り
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

シ
ベ
リ
ア
ハ
進
出
し
た
ロ
シ
ア
人
に
と
っ
て
、
穀
物
の
補
給
と
い
う
こ
と
は
、
本
稿
の

初
め
に
も
の
べ
た
よ
う
に
シ
ベ
リ
ア
征
服
の
初
期
か
ら
重
要
な
問
題
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

シ
ベ
リ
ア
で
最
初
に
建
設
さ
れ
た
ロ
シ
ア
人
の
都
市
チ
ュ
メ
ニ
（
一
五
八
六
年
建
設
）
に
は
、
ブ
ツ
イ
ン
ス
キ
l
（
司
・
回
E
g
g
m
E）
の
記

載
に
よ
る
と
、
す
で
に
一
五
九
五
年
に
は
国
有
耕
地
農
民
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
こ
は
ト
ゥ
ラ
川

（
叶
民
同
）
畔
に
お
け
る
最
初
の

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

一一
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ロ
シ
ア
人
の
農
業
移
住
地
で
あ
っ
た

（
第
一
図
参
照
）
。

ト
ゥ
ラ
川
上
流
に
一
五
九
八
年
に
建
設
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
り
エ
に
も
、
た
ち
ま

ち
農
民
が
移
住
し
た
。
ま
た
ト
ゥ
リ
ン
ス
ク
（
一
六

O
O年
あ
る
い
は
一
六
O
一
年
に
建
設
）
の
建
設
命
令
に
は
、
直
ち
に
そ
こ
へ
駅
逓
志
願

者
五
O
人
と
耕
作
者
一

O
O
人
と
を
送
る
よ
う
に
指
令
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
チ
ュ
メ
ニ
、
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
り
エ
、
ト
ゥ
り
ン
ス
ク

の
耕
作
者
は
、
ト
ゥ
ラ
川
畔
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人
農
業
の
基
礎
を
お
い
た
の
で
あ
持
。

ル
ホ
ト
ゥ
り
エ
公
道
が
で
き
る
ま
で
の
、

ト
ゥ
ラ
川
流
域
以
外
の
地
方
で
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
も
う
少
し
北
方
の
タ
ウ
ダ
川
（
叶
国
主
戸
）
は
、
前
述
の
ヴ
ニ

シ
ベ
り
ア
へ
行
く
ウ
ラ
ル
山
脈
横
断
の
主
要
交
通
路
に
当
っ
て
仇
γ
、
そ
の
上
流
に
一
五
九
三
年
に

ぺ
ル
イ
ム
が
建
設
会
れ
る
と
き
に
は
、
農
民
も
送
ら
れ
た
。
ま
た
イ
ル
チ
シ
川
（

H
H
q
佐）

を
さ
か
の
ぼ
っ
て
ス
テ
ッ
プ
帯
と
の
境
界
に
、

と
ト
ボ
ー
ル
川
と
の
流
域
に
、

五
九
四
年
に
タ
ラ
の
町
が
建
設
さ
れ
た
時
に
は
、
こ
の
地
に
お
け
る
耕
地
開
拓
が
指
令
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ト
ボ
り
ス
ク
附
近
の
イ
ル
チ
シ
川

〈初）

ロ
シ
ア
人
の
農
業
が
開
始
さ
れ
た
の
も
一
六
世
紀
末
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
タ
ウ
ダ
川
は
あ
ま
り
に
北
方
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
流
域
の
自
然
的
条
件
は
農
耕
に
適
し
て
お
ら
ず
、

こ
の
川
筋
は
ロ
シ
ア

人
農
業
の
北
方
限
界
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
う
え
一
六
世
紀
末
に
な
る
と
シ
ベ
リ
ア
へ
の
主
要
交
通
路
が
タ
ウ
ダ
川
を
離
れ
て
南
方
の
ト
ゥ
ラ

川
へ
移
っ
て
し
ま
い
、
タ
ウ
ダ
川
流
域
に
は
ニ
｜
三
の
部
落
が
出
現
し
た
だ
け
で
部
落
は
増
加
せ
ず
、
こ
こ
に
は
ロ
シ
ア
人
農
業
は
あ
ま
り
発

展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ト
ポ
リ
ス
ク
附
近
の
農
業
も
、
や
は
り
自
然
的
条
件
に
恵
ま
れ
な
い
た
め
に
あ
ま
り
発
展
せ
ず
、
穀
物
の
補
給
は

も
っ
と
南
方
の
ト
ゥ
リ
ン
ス
ク
郡
や
チ
ュ
メ
ニ
郡
に
依
存
し
て
い
た
よ
う
で
九
か
。
ま
た
イ
ル
チ
シ
川
畔
の
タ
ラ
は
辺
境
の
町
で
あ
り
、
常
に

南
方
ス
テ
ッ
プ
帯
の
遊
牧
民
か
ら
襲
撃
を
う
け
る
危
険
が
あ
っ
て
、

こ
の
地
域
の
農
業
も
一
七
世
紀
に
は
あ
ま
り
発
展
し
な
か
っ
た
。

一
七
世

紀
全
体
を
通
じ
て
、
タ
ラ
郡
は
ぺ
ル
イ
ム
郡
と
と
も
に
最
も
耕
地
の
少
な
い
郡
で
あ
り
、
勤
務
者
で
あ
り
な
が
ら
農
耕
に
従
事
し
た
者
を
別
に

す
る
と
、
タ
ラ
郡
の
固
有
耕
地
農
民
の
一
戸
数
は
一
七
世
紀
の
半
ば
に
全
部
で
僅
か
二
九
戸
し
か
な
く
、

ぎ
な
か
っ
海

一
七
世
紀
末
に
な
っ
て
も
八
八
一
戸
に
す

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

一
一
五



一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

一
一
六

し
か
る
に
以
上
の
諸
地
域
と
は
異
な
っ
て
、
前
述
の
よ
う
に
一
六
世
紀
に
ト
ゥ
ラ
川
畔
に
開
始
さ
れ
た
ロ
シ
ア
人
の
農
業
は
、
そ
の
後
急
速

に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
ト
ゥ
ラ
川
は
欧
露
か
ら
ウ
ラ
ル
山
脈
を
越
え
て
シ
ベ
リ
ア
へ
は
い
る
主
要
な
交
通
路
に
当
っ
て
い
た
の
で
、

こ
の
水

系
の
流
域
に
は
ロ
シ
ア
か
ら
の
移
住
者
数
も
多
く
、
ま
た
こ
の
地
域
は
タ
ウ
ダ
川
よ
り
南
方
に
位
置
し
て
自
然
的
条
件
も
比
較
的
農
耕
に
適
し

F

－
、
？
』
o

w
J

’U
J
t
 

シ
ュ
ン
コ
フ
に
よ
る
と
、

ト
ゥ
ラ
川
沿
岸
に
は
、

一
六
三
九
年
に
ブ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス
カ
ヤ
村

（回】国側。
4m回目
Mnr巾ロ凹】両国司但

目－
oro色白）、

一
六
四
二
年
に
ポ
ク
ロ
フ
ス
カ
ヤ
村
（
句
。
町
04凹
官
官
）
、
そ
の
後
に
ト
ゥ
リ
ン
ス
カ
ヤ
村
（

4
2江
口
間
宮
ヨ
）
が
発
生
し
た
。
ま

た
ト
ゥ
ラ
川
の
諸
支
流
の
沿
岸
に
も
、
多
数
の
村
が
建
設
さ
れ
た
。
最
も
早
く
二
ハ
一
二
年
に
、
ト
ゥ
ラ
川
の
支
流
タ
ギ

l
ル
川
畔
に
、
タ
ギ

ー
リ
ス
カ
ヤ
村
（
叶
回

mrraと
が
で
き
た
。
ト
ゥ
ラ
川
の
支
流
ニ
ッ
ツ
ァ
川

（

z
x
g）

 

出
咋
乙
＋
晶
、

E
t
l
 
一
六
二

0
年
代
、
三

0
年
代
、
お
よ
び

四
0
年
代
の
前
半
に
、
多
数
の
村
が
発
生
し
た
。
す
な
わ
ち
ル
ド
ナ
ヤ
村
（
河
口
門

r
a
s、
ニ
ツ
イ
ン
ス
カ
ヤ
・
オ
シ
チ
ェ
プ
コ
ヴ
ァ
村
（
Z
l

日同曲目ロ凹－
su『

m
W
1
0
田rnrm同VW04白）、

キ
ル
ギ
ン
ス
カ
ヤ
村

（
百
括
百
件
弔
問
）
、

チ
ュ
パ
ロ
フ
ス
カ
ヤ
村
（
h
yロ
σ
R
0
4件
弔
問
）
、
ヴ
ェ
ル
フ
ネ
ニ

ツ
イ
ン
ス
カ
ヤ
村

（〈

2
5ロ
S
F仲
間
吉
井
同
首
）
、

ニ
ジ
ネ
ニ
ツ
イ
ン
ス
カ
ヤ
村

（Z
－Nrロ
8
5
5呉
昌
国
）
、

ウ
ス
チ
・
ニ
ツ
イ
ン
ス
カ
ヤ
村

（C
回同
l
Z
5
5凹
宮
古
）
で
あ
る
。
同
様
に
ま
た
ニ
ッ
ツ
ァ
川
の
支
流
ネ
イ
ワ
川
（
Z
m－
g）
の
沿
岸
に
は
、
ク
ラ
ス
ノ
ポ
リ
ス
カ
ヤ
村
（
関
7

曲師ロ
O
同Mo－凹－

s一可回一）、
ム
ル
ジ
ン
ス
カ
ヤ
村
（
冨
ロ
ロ
吉
田
宮
ヨ
）
、
ネ
ヴ
ィ
ヤ
ン
ス
カ
ヤ
村
（
Z目
4
8
m
w
a回）、
ノ
ヴ
ァ
ヤ
・
ネ
ヴ
ィ
ヤ
ン
ス
カ
ヤ

村
（
Z
0
4品目

Z
2
u
Bロ
田
官
官
）
が
発
生
し
、
レ
ジ
川
月
岡
山
s
r）
畔
に
は
ア
ラ
マ
シ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
村
（
〉
E
B
a
r
m
4凹
宮
苫
）
が
、
ま
た
イ
ル

ピ
ッ
ト
川
畔
に
は
イ
ル
ピ
ッ
ト
ス
カ
ヤ
村

（H
H
σ

広
島
田
可
白
v

）
、
ベ
ロ
ス
ル

1
ト
ス
カ
ヤ
村

（切
m－STH門
同
国
｝
同
省
担
）
が
発
生
し
た
。
こ
れ
ら
の
村
々

と
そ
の
ほ
か
多
数
の
部
落
と
は
、
一
六
三

0
年
代
お
よ
び
四
0
年
代
の
こ
ろ
に
は
、
す
で
に
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
り
エ
・
ト
ボ
リ
ス
ク
地
域
の
主
要

（お｝

な
農
業
中
心
地
と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
村
々
や
部
落
の
発
生
に
関
連
し
て
指
摘
で
き
る
注
目
す
べ
き
事
実
は
、
農
耕
地
の
童
心
が
し
だ
い
に
南
方
へ
移
動
し
た
ζ

と
で
あ

る
。
北
方
の
タ
ウ
ダ
川
や
ト
ボ
り
ス
ク
地
域
の
農
耕
も
維
持
さ
れ
て
は
い
た
が
、
上
述
の
ニ
ッ
ツ
ァ
川
畔
の
開
拓
村
の
位
置
は
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ



リ
エ
や
ト
ゥ
り
ン
ス
ク
よ
り
は
南
方
に
あ
り
、
移
住
農
民
は
す
で
に
ト
ゥ
ラ
川
本
流
に
沿
う
欧
露
か
ら
シ
ベ
リ
ア
へ
の
主
要
交
通
路
か
ら
外
れ

て
、
よ
り
一
層
農
耕
に
適
し
た
南
部
に
入
植
す
る
傾
向
を
示
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
乙
の
傾
向
は
一
六
回
0
年
代
か
ら
一
七
世
紀
後
半
へ
か

け
て
、
一
層
明
暗
と
な
っ
て
き
た
。
シ
ュ
ン
コ
フ
に
よ
る
と
、
乙
の
時
代
に
は
、
ト
ゥ
ラ
川
の
最
も
南
方
の
支
流
で
み
る
プ
イ
シ
マ
川

（
3
岳
B
匝
）
流
域
に
村
々
が
現
わ
れ
た
。
一
七
世
紀
半
ば
に
は
、
そ
れ
よ
り
南
方
の
イ
セ
チ
川
（
HSH）
流
域
に
イ
セ
ツ
キ
l
柵

2
8
s
r
z

の
建
設
を
は
じ
め
と
し
て
村
々
の
建
設
が
開
始
さ
れ
、
イ
セ
チ
川
の
南
支
流
ミ
ヤ
ス
川
（
冨

qgw
昌
広
岡
田
）
沿
岸
に
も
三
カ
村
が
出
現
し
た
。

そ
れ
と
同
時
に
ト
ボ
l
ル
川
沿
岸
で
も
、
そ
の
支
流
ト
ゥ
ラ
川
が
流
入
す
る
川
口
よ
り
南
方
の
沿
岸
に
植
民
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
方
面
で

は
一
六
三
九
年
に
ヤ
ル
ト
ロ
フ
ス
ク
柵
（
ペ
弘
三

osaw）
が
建
設
さ
れ
た
が
、
乙
の
柵
は
ま
だ
こ
の
地
域
に
お
け
る
安
全
な
村
の
発
生
を
保

証
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ヤ
ル
ト
ロ
フ
ス
カ
ヤ
村
が
建
設
さ
れ
た
の
は
ニ

O
年
後
の
一
六
五
九
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
よ
り
上
流
の
ト
ボ

l
ル
川

沿
岸
に
一
六
六
三
年
に
、
ッ
ァ
レ
ヴ
ォ
・
ゴ
ロ
デ
ィ
シ
チ
エ
（
3
2
2
0
1の
0
8缶
岳

n
Z）
｜
｜
後
代
の
ク
ル
ガ
ン
（
同
日
宮
5
1
1
4が
建
設
さ

れ
る
と
、
そ
の
後
こ
の
柵
と
下
流
の
ヤ
ル
ト
ロ
フ
ス
ク
柵
と
の
あ
い
だ
の
ト
ボ

l
ル
川
沿
岸
に
、
一

O
カ
村
以
上
の
村
々
が
建
設
さ
れ
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
プ
イ
シ
マ
川
、
イ
セ
チ
川
と
ミ
ヤ
ス
川
、
お
よ
び
ト
ボ
l
ル
川
の
沿
岸
に
五
O
以
上
の
村
が
発
生
し
た
こ
と
は
、
一
七
世
紀

の
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
最
も
農
業
佑
し
た
地
域
と
い
う
乙
の
地
域
の
名
声
を
一
層
高
め
る
結
果
と
な
り
、
同
時
に
ζ

れ
は
、
農
耕
適
地
で
あ
る

（剖）

一
層
南
方
の
土
地
へ
農
業
が
移
動
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
事
実
で
も
あ
っ
た
σ

農
業
開
拓
地
の
南
進
と
い
う
事
実
は
、
ト
ポ
リ
ス
ク
よ
り
上
流
で
イ
ル
チ
シ
川
へ
南
方
か
ら
流
入
す
る
ヴ
ァ
ガ
イ
川
（
〈

aa）
と
イ
シ
ム

川
（
同
凹
E
B）
シ
ュ
ン
コ
フ
に
よ
る
と
、
ヴ
ァ
ガ
イ
川
畔
に
は
す
で
に
一
七
世
紀
前
半
に
、
帝
室
領
の
部
落
と
か

勤
務
者
や
修
道
院
の
部
落
が
で
き
て
い
た
が
、
一
六
六
九
年
に
は
ヴ
ァ
ガ
イ
川
の
支
流
ア
シ
ル
イ
ク
川
（
〉
由
r
q
r）
畔
に
ア
シ
ル
イ
ツ
カ
ヤ
村

と
の
沿
岸
で
も
み
ら
れ
た
。

（〉凹
E
u
E
W品
目
）
が
建
設
さ
れ
、
そ
の
後
ヴ
ァ
ガ
イ
川
の
上
流
に
ウ
ス
チ
・
ラ
メ
ン
ス
カ
ヤ
村

イ
シ
ム
川
の
沿
岸
に
は
オ
ル
ロ
グ
ォ
・
ゴ
ロ
デ
ィ
シ
チ
ェ
村
（
O
ユ0
4
0
m
o
B岳凹
Z
Z）
、
コ
ル
キ
ナ
村
（
問
。
長
一
口
問
）
お
よ
び
ア
パ
ツ
カ
ヤ
村

合

5回

gra白
）
が
現
わ
れ
た
。
以
上
の
よ
う
に
こ
の
方
面
に
お
い
て
も
一
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
早
く
一
六
世
紀
末
に
ト
ボ
リ
ス
ク
附
近

（

C白
神

1
戸田

g
mロ

明
日

gu函）

が
で
き
た
。
ま
た

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

七



】
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

一
一
八

に
発
生
し
た
古
い
耕
地
よ
り
ず
っ
と
南
方
へ
、
農
耕
開
拓
地
が
進
出
し
て
い
た
の
で
お
。

し
か
し
、

ζ

の
耕
作
地
の
南
進
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
の
諸
条
件
が
南
方
ほ
ど
一
一
層
農
耕
に
適
し
て
い
る
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ

た
に
し
て
も
、

ロ
シ
ア
人
開
拓
地
の
南
縁
部
は
、
そ
の
南
方
の
遊
牧
民
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
た
め
進
出
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

ロ
シ
ア
人
に
よ

っ
て
南
方
の
草
原
帯
へ
駆
逐
さ
れ
た
ク
チ
ュ
ウ
ム
汗
（
同
E
r
E
B）
の
子
孫
の
遊
牧
民
は
、

一
七
世
紀
を
通
じ
て
絶
え
ず
南
方
の
ス
テ
ッ
プ
帯

（
宮
古
$
1
1
1
ツ
ァ
レ
ヴ
ォ
・
ゴ
ロ
デ
ィ
シ
チ
エ

円弱】

l
lヴ
ァ
ガ
イ
川
上
流
｜
｜
ア
パ
ツ
カ
ヤ
村
（
イ
シ
ム
川
畔
）
を
結
ぶ
線
で
停
止
し
た
。

の
初
期
に
お
い
て
、
西
方
の
ウ
ラ
ル
山
地
か
ら
東
方
へ
、
ミ
ア
ス

か
ら
、
ロ
シ
ア
人
の
開
拓
村
を
攻
撃
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
酉
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人
の
農
耕
開
拓
地
の
南
進
は
、
一
八
世
紀

（
後
代
の
ク
ル
ガ
ン
）

こ
の
よ
う
に
、
し
て
一
七
世
紀
末
に
な
る
と
、
西
シ
ベ
リ
ア
西
部
の
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
リ
エ
・
ト
ポ
リ
ス
ク
地
域
に
は
、
か
な
り
広
大
な
農
耕
地

帯
が
形
成
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
シ
ュ
ン
コ
フ
の
記
述
し
て
い
る
こ
の
農
耕
地
帯
の
北
方
限
界
を
み
る
と
、
タ
ワ
ダ
川
で
は
、
そ

の
沿
岸
に
ま
ば
ら
な
ロ
シ
ア
人
の
住
地
、
す
な
わ
ち
ガ
り
ン
ス
カ
ヤ
（
の
R
E間
宮
古
）
、
ぺ
ル
イ
ム
、

タ
パ
り
ン
ス
カ
ヤ

（、『同

va広
島
田
可
白
）
、

ス
ク
レ
ム
ス
キ
l
・
パ
守
コ
ス
ト

（ω
E
E
O
B目ru『
一
句

omO間同）

が
あ
る
だ
け
で
、

乙
の
川
の
上
流
へ
は
そ
れ
以
上
発
展
し
な
か
っ
た
。

ま
た
イ
ル

チ
シ
川
流
域
で
は
、
ォ
ピ
川
と
の
合
流
点
か
ら
少
し
よ
流
の
サ
マ
ロ
フ
ス
キ

i
宿
場

3
3
3
4
m
E
苫
B
）
に
も
、
そ
の
上
流
の
デ
ミ
ヤ
ノ

フ
ス
キ

l
宿
場
（

U
g苫
ロ

o
g
S
苫

g）
に
も
、
固
有
耕
地
農
民
は
居
住
し
て
い
な
か
っ
た
。
ト
ポ
リ
ス
ク
よ
り
下
流
に
農
耕
地
を
確
立
し
ょ

（

U
V
 

う
と
い
う
根
気
強
い
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
そ
れ
は
成
功
し
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
シ
ュ
ン
コ
フ
の
記
述
し
て
い
る
農
耕
地
帯
の
南
方
限
界
を
西
方
か
ら
み
る
と
、
そ
れ
は
チ
ュ
ソ
ヴ
ァ
ヤ
川
の
上
流
の
テ
ュ
ソ
フ
ス

カ
ヤ
村
〈
の

rロ回
04mra白
）
お
よ
び
ス
レ
ム
ス
カ
ヤ
村
（

ω己
O
B件
唱
と
か
ら
、
ア
ヤ
ト
朔
（
〉
可
間
同
）
、
お
よ
び
イ
セ
チ
川
と
ミ
ヤ
ス
川
と
の

上
流
域
の
ア
ヤ
ト
ス
カ
ヤ
村
（
〉
百
件
目
官
官
）
、
ア
ラ
ミ
リ
ス
カ
ヤ
村
（
〉
E
自
己
目
宮
古
）
、
ベ
ロ
ヤ
ル
ス
カ
ヤ
村
（
切
巳
。
吉
田

r
a白
）
、
チ
ュ
ム

り
ヤ
ツ
カ
ヤ
村
（
の
rロ
s
q呉
伯
宮
古
）
に
い
た
り
、
ト
ボ
l
ル
川
の
中
流
部
の
ウ
チ
ャ
ツ
カ
ヤ
村
（

c
q胆仲間

wa白
）
、
ヴ
ァ
ガ
イ
川
の
上
流
部
の



イ
ル
チ
シ
川
沿
岸
の
タ
ラ
に
達
し
て
い

た
。
と
の
よ
う
に
農
耕
地
帯
の
南
方
限
界
は
、
す
で
に
西
シ
ベ
り
ア
南
部
の
森
林
帯
を
出
て
、
そ
の
南
方
の
森
林
ス
テ
・
ッ
プ
帯
へ
進
出
し
て
い

へ
は
進
出
し
て
い
な
か
っ

M
r

ウ
ス
チ
・
ラ
メ
ン
ス
カ
ヤ
村

（

C
m寸
戸
回
目
白
巨
叩

r喜一回）、

イ
シ
ム
川
畔
の
ア
パ
ツ
カ
ヤ
村
を
へ
て
、

ハ
ネ
ガ
ヤ
草
の
ス
テ
ッ
プ
帯
（
r
0
4
－Eo
m
H
8
F）

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
、

以
上
の
よ
う
な
、

一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
中
を
通
じ
て
の
ロ
シ
ア
人
の
西
シ
ベ
り
ア
開
拓
に
よ
っ
て
、
酉
シ
ベ
リ
ア
の
耕
地
面
積
は
拡

張
さ
れ
、
農
耕
従
事
者
の
人
口
は
増
大
し
た
。

シ
ュ
ン
コ
フ
に
よ
る
と
、
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
り
エ
・
ト
ボ
り
ス
ク
地
域
の
農
家
総
数
は
、

一
八
世

紀
の
初
め
に
八
、
二
八
O
戸
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ほ
か
一
七
世
紀
末
に
は
ト
ポ
リ
ス
ク
の
勤
務
者
て
ニ

O
O人
以
上
が
耕
作
に
従
事
し
て
い

一
七
世
紀
に
お
け
る
農
業
従
事
者
は
、

の
一
部
分
も
農
業
を
行
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
リ
エ
・
ト
ポ
リ
ス
ク
地
域
の

【鈎》

一
万
戸
を
越
え
る
と
い
う
顕
著
な
数
に
遣
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
は
西
シ
ベ
リ
ア
で
開
拓
さ
れ
た
耕
地
面
積
の
問
題
で
あ
る
が
、
乙
れ
ら
の
農
業
従
事
者
た
ち
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
た
耕
地
の
面
積

（
匂
O
問
問
弘
田
｝
乱
。
－
u『
ロ
内
出
）

た
し
、
商
工
民

に
関
し
て
は
、
十
分
な
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
今
日
と
な
っ
て
は
推
算
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
以
下
し
ば
ら
く
、

シ

ュ
ン
コ
フ
が
推
算
し
た
方
法
と
そ
の
結
果
と
に
つ
い
て
略
記
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
耕
地
面
積
を
推
算
す
る
の
が
一
番
容
易
な
の
は
固
有
耕
地
農
民
の
播
種
地
面
積
で
あ
る
。
第
一
表
に
お
い
て
、
各
郡
の
固
有
耕
地
農

民

（

m
g
E
R
m神話
5日
冊
目
福
田
宮
口
旦
冊
官

g
q
g
o）

の
戸
数
と
、

か
れ
ら
が
耕
作
し
て
い
た
国
家
の
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕
地

（
向
日

omM可
但
神
戸
ロ
ロ
同
司
曲

同封切

zq白
）
の
面
積
と
は
、

一
六
八
九
｜
一
六
九
九
年
の
「
シ
ベ
リ
ア
諸
都
市
一
覧
（
〈
a
o
g
o忠
明
日

v
g
E
F
m
O
B宏
司
）
」
と
い
う
資
料
か

ら
得
ら
れ
た
数
値
で
あ
る
。

ま
た
固
有
耕
地
農
民
が
、

か
れ
ら
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
耕
作
す
る
自
家
用
耕
地

（
師
。

σ山
口
口
担
可
担
割
但
匂
胆
m
l

rr回）

の
面
積
は
推
算
き
れ
た
数
値
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
際
に
一
、

一
四
八
戸
の
自
家
用
耕
地
面
積
一
の
平
均
が
ご
戸
当
り
一
圃
で
二
・
ニ
デ
シ

ャ
チ
ナ
（
一
デ
シ
ャ
チ
ナ
は
約
一
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
約
一
町
一
段
）
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
基
礎
と
し
て
、
全
体
の
面
積
を
推
算
し
た
も

の
で
あ
る
。
乙
の
自
家
用
耕
地
面
積
と
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕
地
面
積
と
を
加
算
し
て
得
ら
れ
る
固
有
耕
地
農
民
の
播
種
地
総
面
積
は
、

一
圃
で

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

一
一
九



国有耕地農民のl闘の播種地面積

（単位デシャチナ）

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
〉

第1表

国家のデシ
郡 名 農家戸数 ヤチナ耕地

面積 耕地面積 積

トボ リ スク 3 5 2 6 1 4 3 6 9 1 9 3 

ヴェルホトゥリエ 1 1 5 1 385 2 5 3 2 2 9 1 7 

トゥリンスク 5 5 3 2 0 6 1 2 1 6 1 4 2 2 

チ .:,_ メ ーー 3 7 0 204 8 1 4 1 0 1 8 

タ フ 88 39 1 9 3 2 3 2 

’＼ 0 Jレ イ ム 5 4 5 2 1 1 8 1 7 0 

計 2 322 I 12 630 114 952 

一一一
O

四
、
九
五
ニ
デ
シ
ャ
チ
ナ
と
な
る
。
そ
の
ほ
か
国
有
地
小
作
農
民

（

m
g
c色

白
叫
白
骨
l

司自ロロ日目。
σ同onrロ日巾
rHAW曲3
『回口四）

や
修
道
院
の
農
民
、
な
ら
び
に
ト
ボ
り
ス
ク

（
ω
－v日a
－qg
x
g同M
O

－－nyu『仏
O

B
）
の
農
民
な

（伺｝

ど
に
関
し
て
も
、
同
様
に
し
て
推
算
さ
れ
る
一
。

に
ゐ
っ
た
シ
ベ
リ
ア
大
司
教
庁

ま
た
、
こ
の
地
域
の
俸
給
生
活
者
（
岳
払
0
4
8
E
Z百
円
出
）
す
な
わ
ち
勤
務
者

（回目ロ

Nr己目由】可己門口）

は
一
七
O
O
年
に
総
数
五
、
五
O
八
人
の
う
ち
で
、

そ
の

約
四
分
の
一
に
当
る
て
ニ

O
三
人
が
農
耕
に
従
事
し
て
い
た
。

そ
し
て
勤
務
者

の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
農
耕
に
従
事
し
て
い
た
者
の
播
種
地
面
積
は
、

一
圃
で

人
当
り
平
均
二
・
三
デ
シ
ャ
チ
ナ
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
基
礎
に
し
て
、
勤
務
者

の
総
耕
地
面
積
が
推
算
さ
れ
る
。
ま
た
商
工
民
（
句
Om包
m
E
o
g包
即
）
の
総
数
は

て
ご
二
五
人
で
、
そ
の
う
ち
数
百
人
の
者
が
耕
作
に
従
事
し
て
い
た
と
み
ら
れ

る
の
で
、
商
工
民
の
総
耕
作
面
積
は
約
て

0
0
0
デ
シ
ャ
チ
ナ
と
推
算
さ
れ

る
。
そ
の
ほ
か
ロ
シ
ア
人
以
外
で
は
、
ブ
ハ
ラ
人

（切口
W
Y
曲三回可）

の
耕
地
が

二
人
デ
シ
ャ
チ
ナ
、
タ
タ
l
ル
族
（
叶
同
仲
間
同
）

の
耕
地
が
一
、
三
五
四
デ
シ
ャ
チ

ナ
と
み
ら
れ
、
ヴ
ォ
グ
ル
族

（〈
omロ
「
現
在
の
マ
ン
シ
族
呂
田
口
回
目
）

の
耕
地

面
積
は
非
常
に
小
さ
く
無
視
し
て
よ
い
程
度
で
め
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
推
算
方

法
に
よ
っ
て
シ
ュ
ン
コ
フ
は
、

一
七
世
紀
末
の
ヴ
ェ
ル
ホ
ド
ゥ
リ
エ
・
ト
ポ
リ
ス

ク
地
域
に
お
け
る
各
種
の
農
耕
従
事
者
の
擦
種
面
積
に
関
し
、

一
圃
で
計
算
し
て



第2表

14,952 

2, 5 5 7 

3, 9 2 7 

2, 7 6 7 

1, 0 0 0 

1, 3 5 4 

3 2 8 

26,885 

17世紐末グェルホトゥリエ・トポリスク地域の1闘の耕地面積

（単位デシャチナ〉

国有耕地農民の播種地面積

” 国有地小作農民の

大司教庁および修道院の農民の”

，， 
俸給生活者（勤務者）の

” 商工民の

，， 
タタール族とヴォグル族との

．， ブハラ人の

第
二
表
の
よ
う
な
結
果
を
得
た
の
で
あ

μ。

さ
て
以
上
の
計
算
は
、
す
べ
て
一
圃
と
し
て
の
播
種
地
面
積
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
人
以
外
の
諸

民
族
の
農
法
は
、
三
園
農
法
（
同
q
o
E
6
o
q叩）

で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
西
シ

計

ベ
り
ア
の
ロ
シ
ア
人
の
農
法
は
一
七
世
紀
末
に
は
大
体
三
圃
農
法
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

一
七
世
紀
末
に
お
け
る
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
り
エ
・
ト
ポ
リ
ス
ク
地
域
の
総
耕
地
面

積
は
、
上
記
の
ロ
シ
ア
人
の
耕
地
面
積
を
三
倍
し
た
数
値
に
、

ロ
シ
ア
人
以
外
の
耕
地
面
積

を
そ
の
ま
ま
加
算
し
た
七
七
、
二
九
一
デ
シ
ャ
チ
ナ
と
な
る
。
ロ
シ
ア
人
の
耕
地
面
積
は
、

乙
の
地
域
の
総
耕
地
面
積
の
九
七
%
以
上
を
占
め
た
わ
け
で

h
r。

最
後
に
、
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
り
エ
・
ト
ポ
り
ス
ク
地
域
の
穀
物
総
収
穫
量
と
需
給
関
係
の
間

題
で
あ
る
。

乙
の
地
域
の
全
耕
地
か
ら
収
種
さ
れ
た
穀
物
の
総
量
を
決
定
す
る
こ
と
も
ま

た、

一
七
世
紀
の
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
近
似
的
に
も
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
。
し

か
し
シ
ュ
ン
コ
フ
が
種
々
の
仮
定
や
条
件
の
も
と
に
推
算
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
乙
の
地
域
の

一
七
世
紀
末
に
お
け
る
穀
物
の
総
収
穫
量
は
三
O
万
チ
ェ

l
チ

（nra）
I
l
l
－
チ
ェ

l
チ

は
約
二

O
九
・
こ
り
ッ
ト
ル
ー
ー
を
越
え
、
乙
の
地
域
の
住
民
の
穀
物
需
要
を
満
足
し
た
ば

か
り
で
な
く
、
余
剰
穀
物
さ
え
生
じ
た
の
で
あ
り
、
北
部
ロ
シ
ア
の
沿
海
地
方
か
ら
シ
ベ
り

ア
へ
送
ら
れ
て
い
た
備
蓄
穀
物
（
8
島
E
O
N
8
8志
の
移
入
は
一
七
世
紀
末
（
一
六
人
五

年
）
に
廃
止
さ
れ
た
。

一
人
世
紀
の
初
期
に
、
乙
の
地
域
の
農
民
（
固
有
耕
地
農
民
お
よ
び

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
〈
三
上
〉



一
七
世
組
酉
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
幾
耕
地
開
拓
（
三
上
）

シベワア諸郡の国庫穀物の収支－1701年（単位チェーチ）

郡 名 ｜収入量！支出量l余剰量｜不足量l不足量の補充先

トボ リ スク 13 917 38 668 24 751 トポリスク地
都方の上流の諮

チ メ 一 4 736 3 485 1 251 市から
"-

ヴェルホトゥリエ 9 188 7 003 2 185 

トゥリンスク 4 735 2 927 1 808 同上〔ママコ

’＼ ’‘ Jレ イ ム 651 390 261 

タ フ 433 3 389 2 956 同上

ト ム ス ク 5 940 7 095 1155 

クズネック 373 3 015 2 642 

イェ ニ セ イ ス ク 3 908 3 258 650 

クラスノヤ Jレスク 840 3 287 2 447 イェニセイス
クから

イリムスキー 1 967 1 291 676 

イ Jレクーツク 2 752 3 906 1154 

ヤク ー ツ ク 430 5 514 5 084 

ネルチンスク 234 1 244 1 010 

ナ Jレ イ ム 182 297 115 

ケトスク（註） 187 216 38 
トポリスクか

ス Jレグー ト 1 201 1 201 ら
トポリスクと

マンガゼヤ 25 997 972 イェニセイス
クから

" リ ヨ 、_r づ 2 171 2 171 トポリスクから

言十

第3表

一一一一一（原文註） 1701年の一覧表にはケトスクを欠く。表中の数値は、ヶトスク柵の1703年

の予算書（smetnyspisok）よりとる。



国
有
地
小
作
民
）
が
供
出
す
る
穀
物
は
、
政
府
が
西
シ
ペ
り
ア
の
俸
給
生
活
者
に
支
給
す
る
穀
物
給
料

（－

nr－
oV回
目
。

o
w－
曲
弘
司
）

の
必
要
量
を

著
し
く
頼
過
し
た
の
で
、
政
府
は
そ
の
余
剰
穀
物
を
シ
ベ
リ
ア
の
北
方
お
よ
び
東
方
の
勤
務
者
に
送
る
乙
と
が
で
き
た
し
、
同
時
に
ま
た
と
の

地
域
の
勲
物
は
、
す
で
に
莞
展
し
つ
つ
あ
っ
た
市
場
取
引
に
よ
っ
て
も
、
シ
ベ
り
ア
東
部
へ
送
ち
れ
た
の
で
あ

q
r。

な
お
オ
ピ
川
の
中
械
域
の
ナ
ル
イ
ム
（
Z
国
司
自
）
で
は
、

一六一ニ
0
年
代
よ
り
遅
く
な
い
時
代
に
国
家
の
デ

ν
ャ
チ
ナ
耕
地
が
開
始
さ
れ
、

オ
ピ
川
治
岸
に
お
け
る
農
耕
の
飛
地
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
と
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
小
規
模
の
も
の
で
穀
物
の
自
給
は
で
き
ず
、
勤
務
者

に
必
要
な
穀
物
は
ト
ポ
リ
ス
ク
か
ら
送
ら
れ
、

ま
た
ナ
ル
イ
ム
の
性
民
は
普
通
ト
ム
ス
ク
で
穀
物
を
購
入
し
て
い
た
と
い
う
。

ケ
ト
ス
ク

一
七
世
紀
末
お
よ
び
一
八
世
紀
に
も
な

お
、
ト
ポ
り
ス
ク
か
ら
穀
物
が
輸
送
さ
れ
、
ま
た
ト
ム
ス
ク
に
お
い
て
も
購
入
さ
れ
て
い
た
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

（問。

sw）

で
も
一
七
世
紀
後
半
に
は
異
業
が
行
わ
れ
た
が
、

乙
ζ

で
も
穀
物
の
自
給
は
で
き
ず
、

第
三
表
は
、
シ
ュ
ン
コ
フ
が
一
七
O
一
年
の
「
シ
ベ
り
ア
器
開
都
市
一
覧
」
か
ら
作
製
し
た
、
シ
ベ
リ
ア
韓
関
一
郡
に
お
け
る
国
庫
穀
物
の
収
支
状

視
を
し
め
す
表
で
均
一
。
。
乙
の
表
の
ト
ポ
り
ス
ク
郡
の
支
出
量
は
異
常
で
、
乙
の
数
値
の
な
か
に
は
他
地
方
へ
転
送
す
る
も
の
を
含
む
乙
と
は

ほ
ほ
確
実
で
を
の
り
、
多
分
過
去
の
債
務
を
も
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
ト
ボ
り
ス
ク
郡
の
普
通
の
支
出
量
は
、
約
一
入
、

0
0
0
チ
ェ

1
チ
で
あ

鵠
ζ

の
一
覧
表
に
よ
っ
て
、
西
シ
ベ
リ
ア
西
部
の
ヴ
エ
ル
ホ
ト
ゥ
り
エ
・
ト
ポ
り
ス
ク
地
域
が
シ
ベ
り
ア
に
お
け
る
国
庫
穀
物
の
主
要
な
生

産
地
で
あ
る
乙
と
、
ま
た
北
部
シ
ベ
り
ア
や
東
シ
ベ
リ
ア
の
誇
郡
で
は
国
庫
穀
物
が
不
足
し
て
い
る
と
と
な
ど
の
状
視
が
判
明
す
る
。
シ
ベ
リ

ア
全
体
で
不
足
す
る
国
庫
穀
物
の
量
は
、
収
支
整
引
し
て
三
万
八
、
八
六
五
チ
ェ

1
チ
と
な
る
が
、

ζ

の
回
何
度
の
穀
物
量
は
、
政
府
が
シ
ベ
リ

ア
で
購
入
し
て
補
足
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

園
、
ト
ム
ス
ク
・
ク
ズ
ネ
ッ
ク
地
域
の
開
拓

前
述
の
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
リ
エ
・
ト
ポ
リ
ス
ク
地
域
の
東
方
に
隣
接
レ
て
、
西
シ
ベ
リ
ア
の
東
部
を
構
成
し
て
い
た
の
は
、
ト
ム
ス
ク
郡
と
ク

一
何
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

一
一一一一一



－h世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

卜ムスク・クズネック地域（17世紀）

一
二
四

ズ
ネ
ッ
ク
郡
と
の
地
域
で
あ
っ
た
。

こ
の
地
域
は
比
較
的
早
く
ロ
シ
ア
人

に
征
服
さ
れ
て
、
ト
ム
ス
ク
（
吋
o
，

自由
W
）

は
す
で
に
一
六

O
四
年
に
、

第2図

ま
た
ク
ズ
ネ
ッ
ク

（関口
N
口開門
mw）

は
一
六
一
八
年
に
建
設
さ
れ
た
に
か

か
わ
ら
ず
、
乙
の
地
域
は
西
シ
ベ
り

ア
を
横
断
す
る
一
七
世
紀
の
主
要
交

通
路
（
ナ
ル
イ
ム
｜
｜
ケ
チ
川
｜
｜

マ
コ
フ
ス
キ
l
連
水
陸
路
l

l
イ
エ

一
セ
イ
ス
ク
）
か
ら
外
れ
た
位
置
に

南
方
か
ら
異
民
族
の
襲
撃
を
う
け
る
危
険
の
あ
る
辺
境
で
あ
っ
た
た
め
に
、
乙
乙
に
は
ロ
シ
ア
人
移
住
民
の
定
着
す
る
者
が
少
な
く
、
乙
の
地

あ
っ
た
た
め
と
（
第
二
図
参
照
）
、

域
内
の
農
業
は
一
七
世
紀
中
を
通
じ
て
あ
ま
り
強
力
な
成
長
を
と
げ
な
か
っ
た
。

ま
ず
、
ト
ム
ス
ク
郡
の
考
察
か
ら
始
め
る
ζ

と
に
す
る
。
ト
ム
ス
ク
方
面
の
タ
タ
l
ル
族
そ
の
他
の
土
着
民
に
は
発
達
し
た
農
業
が
な
か
っ

ポ
ヤ
ル
シ
ノ
ワ

の
研
究
に
よ
る
と
、

ロ
シ
ア
人
に
よ
っ
て
ト
ム
ス
ク
の
町
が
建
設
さ
れ
る
当
初
か
ら
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち

（の－
H

・

た
の
で
、
ト
ム
ス
ク
郡
に
農
耕
地
を
開
拓
す
る
計
画
は
、

（N
・
JP・問。可出
g
r山口。
4
白）

一六

O
四
年
に
ト
ム
ス
ク
建
設
の
た
め
に
、
ピ
セ
ム
ス
キ
ー

回
以
凹
冊
目
田

S
）
と
ト
ゥ
イ
ル
コ
フ
（
〈
・
司
・
叶
可
長
0
4
）
と
を
陵
長
と
す
る
部
隊
が
派
遣
さ
れ
た
と
き
の
ボ
り
ス
・
ゴ
ド
ゥ
ノ
フ
帝

（切
O
江
田
司
・



。。仏
5
0
4）
の
命
令
書
の
な
か
に
は
、
町
の
建
設
と
同
時
に
「
陛
下
の
耕
地
（
m
a
g－骨
B
4品
開
匂
担
任
ロ
uB）
」
を
つ
く
る
適
当
な
土
地
を
探
す

乙
と
、
そ
の
耕
作
の
た
め
に
勤
務
者
の
一
部
を
配
分
す
る
こ
と
、
土
着
民
か
ら
耕
作
用
の
馬
を
国
費
で
購
入
す
る
こ
と
、
勤
務
者
た
ち
も
食
糧

を
自
給
す
る
た
め
に
自
家
用
の
耕
地
を
開
拓
す
る
こ
と
、
な
ど
を
命
じ
て
お
り
、
そ
の
う
え
種
子
用
と
し
て
多
量
の
ラ
イ
麦
、
燕
麦
お
よ
び
大

麦
の
種
子
が
ト
ム
ス
ク
へ
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
ボ
ヤ
ル
シ
ノ
ワ
は
、

乙
の
一
六

O
四
年
の
命
令
に
よ
る
耕
地
の
開
拓
は
、
実
行
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
推
察
し
て
い
る
。
そ
の
証
拠

と
な
る
史
料
は
翌
一
六

O
五
年
の
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
リ
エ
の
地
方
長
官
プ
レ
シ
チ
ェ
エ
フ

（Z
・
。
・
盟
四

mvnvou『

2
・）

宛
て
の
勅
令
で
あ
り
、
そ

れ
に
は
前
年
ス
ル
グ
l
ト
で
、
予
定
さ
れ
た
五

O
人
の
う
ち
僅
か
五
人
し
か
集
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
で
新
た
に
グ
ェ
ル
ホ
ト

ウ
リ
エ
で
「
浮
浪
の
希
望
者

（m己
可
担
任
n
z
o
o
w
v
o
n
z
o
q
E
C
」

五
O
人
を
徴
募
し
、
貨
幣
と
穀
物
と
を
給
付
し
て
ト
ム
ス
ク
へ
送
る
こ

と
を
指
令
し
て
い
る
。

（
冨
・
冨
・
列
島

2
m
S）
と
パ
ル
チ
ェ
ネ
フ

乙
の
命
令
が
ど
の
よ
う
に
実
行
さ
れ
た
か
を
物
語
る
直
接
の
史
料
は
な
い
が
、

翌
二
ハ
O
六
年
の
ル
ひ
エ
フ
ス
キ
ー

（

ω・
切
回
忌

8
0
4）

宛
て
の
勅
令
で
は
、

ト
ム
ス
ク
の
耕
地
を
増
加
せ
よ
と
命
令
さ
れ
て
い
る
の

で
、
す
で
に
前
年
の
一
六
O
五
年
に
は
、
ト
ム
ス
ク
附
近
に
ロ
シ
ア
人
の
耕
地
が
開
拓
S
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
ο

し
か
し

多
分
そ
の
耕
地
は
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
政
府
は
そ
れ
を
増
大
す
る
乙
と
を
命
じ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
当
時
シ
ベ
り
ア
ヘ

補
給
す
る
穀
物
を
供
出
し
て
い
た
北
部
ロ
シ
ア
の
ぺ
ル
ミ
、
ヴ
ィ
ヤ
ト
ヵ
、

ソ
り
ウ
イ
チ
ェ
ゴ
ド
ス
ク
の
地
方
か
ら
、

「
希
望
者
」
を
徴
募
す

る
よ
う
に
指
令
し
た
の
が
一
六
O
六
年
の
勅
令
で
あ
る
と
ボ
ヤ
ル
シ
ノ
ワ
は
解
釈
し
て
い
る
。
ト
ム
ス
ク
の
勤
務
者
に
も
耕
作
さ
せ
よ
と
い
う

前
の
指
令
も
、

乙
の
勅
令
の
な
か
に
再
び
繰
り
返
え
会
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

一
六
一
四
年
の
ト
ム
ス
ク
の
銃
兵
と
コ
サ
ッ
ク
と
の
皇
帝
あ
て

の
嘆
願
書
（

nrm
－oz
s
a
s
に
は
、
キ
ル
ギ
ス
族
（
同
町
ぬ
印
刷
可
）
そ
の
他
の
土
着
民
が
ト
ム
ス
ク
の
町
を
襲
撃
し
て
、

「
畑
の
陛
下
の
穀
物
や

コ
サ
ッ
ク
の
穀
物
を
焼
い
た
り
踏
み
荒
し
た
り
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

ト
ム
ス
ク
附
近
に
お
け
る
農
耕
地
の
杏
在
は
明
瞭
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ト
ム
ス
ク
が
建
設
さ
れ
て
以
後
一

0
年
聞
に
、
乙
の
地
に
陛
下
の
耕
地
と
勤
務
者
の
耕
地
と
の
基
礎
が
お
か
れ
た
の

一
七
世
紀
商
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
関
拓
（
三
上
）

一ニ玉



一
七
世
紐
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
〉

で
あ
っ
た
。

一一一六

し
か
し
ト
ム
ス
ク
附
近
に
開
拓
さ
れ
た
陛
下
の
耕
地
（
国
家
の
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕
地
）
は
、
野
働
力
が
不
足
で
、
そ
の
規
模
は
大
き
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
政
府
は
ト
ム
ス
ク
附
近
に
あ
る
陛
下
の
耕
地
を
耕
作
さ
せ
る
た
め
に
、
流
刑
者
や
強
制
移
住
民
を
送
っ
た
。
す
で
に

一
六

O
八
年
に
「
失
調
の
罰
（
。
宮
宮
）
」

で
三
五
人
が
送
ら
れ
、
そ
の
後
に
も
失
龍
の
人
々
や
り
ト
ワ
ニ
ア
人
の
捕
虜
ゃ
、

ロ
シ
ア
の
囚
人

な
ど
が
護
送
さ
れ
て
い
る
。
「
陛
下
の
命
令
（
官
官

m
E
R
m
g
z
w自
己
）
」
に
よ
っ
て
も
農
民
が
送
ら
れ
た
が
、
農
民
は
強
制
的
な
移
住
を
好

ま
ず
、
逃
亡
す
る
者
な
ど
も
あ
っ
て
、
計
画
さ
れ
た
人
数
に
達
し
な
か
っ
た
。
ト
ム
ス
ク
の
地
方
長
官
は
、
自
由
移
住
者
の
う
ち
か
ら
、
陛
下

の
耕
地
を
耕
作
す
る
農
民
を
募
集
す
る
こ
と
も
行
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
各
種
の
努
力
の
結
果
、

一
七
世
紀
に
ト
ム
ス
ク
郡
で
陛
下
の
耕
地
の

耕
作
に
従
事
し
た
農
民
数
は
、
次
の
よ
う
に
増
加
し
た
。

す
な
わ
ち
国
有
耕
地
農
民
の
世
帯
数

一
六
四
六
年

l
l八
九
世
帯
、

（同司白ぬ－。）

lま

一
六
二
六
年
｜
｜
七
六
世

二
ハ
四
一
年

l
l九
九
世
帯
、

三
年
｜
｜
三
四
三
世
帯
と
な
っ
た
の
で
ム
か
。

帯、

二
ハ
＝
三
年
｜
｜
九
二
世
帯
、

二
ハ
六
一
年
｜
｜
一
二
九
世
帯
、

一
七

O

さ
て
次
に
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
開
拓
き
れ
た
ト
ム
ス
ク
郡
の
農
耕
地
面
積
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
固
有
の
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕
地
の
面

積
か
ら
考
察
し
よ
う
。

「
陛
下
の
耕
地
」
は
、

初
め
は
ト
ム
ス
ク
の
町
の
附
近
に
た
だ
一
カ
所
で
あ
っ
た
が
、

一
六
ニ

0
年
代
に
ト
ム
ス
ク
南

方
一
五
｜
｜
一
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
ス
パ
ス
ス
コ
エ
村

（

ω唱曲回目
E
3
8
－o）

さ
ら
に
一
六
五
六
年
か

附
近
に
、
第
二
の
耕
地
が
で
き
た
。

ら
、
ト
ム
ス
ク
南
方
五
O
l｜
六

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
ト
ミ
川
上
流
の
サ
ス
ノ
フ
ス
キ

l
柵

3
0
8
0
4島
三
附
近
に
、
第
三
の
耕
地
が

セs要
さ
れ
Tこ。
ボ
ヤ
Jレ
i/ 

.I 
ヲ
l乙
よ
る
と、

一
六
二
三
年
か
ら
一
六
七
二
年
の
聞
に
お
け
る
陛
下
の
耕
地
の
状
態
は
、
第
四
衰
の
よ
う
で
あ
っ

ま
た
、
ト
ム
ス
ク
に
は
一
六
二

0
年
代
に
ア
レ
ク
セ

l
エ
フ
修
道
院
（
k
r
z『

4
2島
司

5
0ロ曲目同首）

は
、
ト
ム
ス
ク
よ
り
上
流
の
ト
ミ
川
沿
岸
の
村
や
部
落
、
す
な
わ
ち
パ
チ
ャ
村
（
司

R
E）
、
イ
ス
キ
チ
ム
部
落
合
印
E
Z
S）
、
レ
ピ
ヤ
ジ
ヤ
部

が
建
設
さ
れ
て
い
た
。
乙
の
修
道
院



トムスク郡の陛下の耕地の播種地総面積と収穫量

播種面積（単位デシャチナ） 収穫量（単位チェーチ）

年 次｜ ライ 麦 7熊 麦 ライ麦 燕 麦

1 6 2 3 91 封 8 2 労 654 6 9 5 

1 6 2 4 7 6予4 81 労 836 5 8 4 

1 6 2 5 資料なし 8 0 死 5 2 0 1 0 2 8 

1 6 2 6 7 6 ~ 8 1 Yz 5 4 0 1 2 4 7 

1 6 6 1 9 1 9 3 856 9 4 3 

1 6 6 5 8 5 8 5 1 1 4 4 1 0 5 3 

1 6 6 6 8 3 8 3 資料 な し

1 6 7 2 1 0 0 κ 1 0 0 Yz 1 0 7 5 1 7 3 2 

第 4表

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

落
（
ピ
ゲ
苫
佐
官
）
な
ど
を
領
有
し
、

ト
ム
ス
ク
よ
り
下
流
で
も
一
六
五
三
年

以
来
イ
シ
タ
ン
部
落
（

r
z
g）
な
ど
を
領
有
し
て
、
修
道
院
に
隷
属
す
る
農

民
に
耕
作
さ
せ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
開
拓
さ
れ
た
国
有
耕
地
と
修
道
院
領
と
の
一
八
世
紀
初
め

シ
ュ
ン
コ
フ
に
よ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
予
算
摘

の
状
況
は
、

要
簿

2
2
0ロゲロ
2
m
q同

4
1回
目
内
田
）
に
よ
る
と
、

一七
O
六
年
に
ト
ム
ス
ク
郡

の
陛
下
の
農
民
は
三
三
四
戸
で
あ
り
、
農
民
名
簿

C
g
u
Bロ
ロ
ミ
田
町
g
q
g問。

日
両
国
吉
宮
山
ぬ
回
）
に
よ
る
と
固
有
の
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕
地
の
面
積
は
一

O
ニ
デ
シ
ャ

チ
ナ
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
流
刑
者
で
国
家
の
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕
地
を
耕
作
す

（

ogu『
匂
ロ

ou『

wr－刊
σ）

七
人
あ
っ
て
、
両
者
合
わ
せ
て
一
七

O
六
年
に
お
け
る
農
民
の
総
戸
数
は
五

O

る
代
わ
り
に
脱
殻
し
た
穀
物

を
納
入
し
た
者
が
二
ハ

＝
戸
で
あ
り
、
そ
の
自
家
用
耕
地
の
面
積
は
、

一
戸
当
り
一
・
入
デ
シ
ャ
チ
ナ

と
し
て
推
算
さ
れ
、
九
O
一
デ
シ
ャ
チ
ナ
と
な
る
。
な
お
一
七

O
三
年
の
人
口

調
査
蓄
に
よ
る
と
、
ト
ム
ス
ク
の
ア
レ
ク
セ

l
エ
フ
修
道
院
の
農
民
は
四
七
戸

で
、
か
れ
ら
は
自
家
用
耕
地
一
一
一
デ
シ
ャ
チ
ナ
を
耕
作
し
て
い
た
。
こ
の
修

道
院
に
は
農
民
の
耕
地
の
ほ
か
に
、
修
道
院
の
播
種
地
ニ

O
デ
シ
ャ
チ
ナ
が
あ

っ
た
。上

に
の
べ
た
国
有
耕
地
農
民
や
修
道
院
の
農
民
の
ほ
か
に
、
ト
ム
ス
ク
郡
に

一
二
七



一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

八

は
小
作
民
（

0
σ
g
n
r
E巾
ぽ
邑
－
）
が
、

一
七
O
三
年
に
一
固
と
し
て
七
七
デ
シ
ャ
チ
ナ
の
畑
を
耕
作
し
て
い
た
。
ま
た
商
工
民
（
匂
o
m
包
終
日
目

－E
E）
も
、
手
工
業
と
商
業
の
み
な
ら
ず
、
興
業
に
も
併
事
し
て
お
り
、

（閃｝

の
耕
地
面
積
四
七
八
デ
シ
ャ
チ
ナ
を
耕
作
し
て
い
た
。

一
七
O
一
二
年
に
は
二
三
五
一
戸
の
商
工
業
者
が
い
て
、

一
固
と
し
て

以
上
の
ほ
か
、
ト
ム
ス
ク
郡
の
勤
務
者

（乙ロ
N
E－
－
叩
］
河
口
伝
）
の
一
部
分
も
ま
た
、
穀
物
耕
作
に
従
事
し
て
い
た
。
ボ
ヤ
ル
シ
ノ
ワ
に
よ
れ

Ii 

一
六
三
七
年
に
勤
務
者
の
播
種
地
面
積
に
関
す
る
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
資
料
に
よ
る
と
、
勤
務
者
の
総
数
七
九
八
人
の
う
ち
で
自

分
の
耕
地
を
所
有
す
る
者
は
一
五
六
人
（
全
体
の
約
三
O
%
弱
）
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
一
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
勤
務
者
の
貴
族

σ
。uBH件
目
白
）
、
騎
兵
コ
サ
ッ
ク
（
roロ巳
m
w
g岳
山
）
お
よ
び
歩
兵
コ
サ
ッ
ク

（
仏

mH
－

（匂四回
r
F
O
W国
N

回目両日）

の
総
数
と
、
そ
の
う
ち
で
穀
物
給
料
の
代

わ
り
に
土
地
を
耕
作
し
て
い
た
勤
務
者
（
叩
Z
N
E昨
日
宮
岱
巳
〉

の
人
数
は
、
第
五
表
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

一
七
世
紀
初
期
（
一

六
三
七
年
）
に
は
全
体
の
約
二
O
%
で
あ
っ
た
耕
作
勤
務
者
の
比
率
は
、

一
七
世
紀
末
（
一
六
九
九
年
）
に
な
る
と
、
勤
務
者
総
数
の
約
四
O

%
弱
に
増
大
し
た
の
で
あ
る
。
勤
務
者
を
農
業
従
事
へ
駆
り
た
て
た
動
機
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
っ
た
が
、

一
般
に
普
通
の
コ
サ
ッ
ク
（
歩
兵
と

部
分
の
騎
兵
）
は
、
穀
物
で
支
給
さ
れ
る
給
料
額
が
少
な
く
、
ま
た
穀
物
給
料
の
支
給
が
不
規
則
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
、
必
要
な
食
糧
を
得
る

た
め
に
農
業
に
従
事
し
た
。
そ
れ
に
反
し
て
上
層
の
富
裕
な
コ
サ
ッ
ク
（
貴
族
、
頭
領

m
o－
0
4・
、
五
十
人
長

M
q
a正
8
苫
S
F
r
、
騎
兵
コ

サ
ッ
ク
）
は
、
穀
物
や
穀
粉
を
販
売
し
て
利
益
を
得
る
た
め
に
耕
地
を
開
拓
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

シ
ュ
ン
コ
フ
は
穀
物
予
算
簿

（
w
E
Sロ
ミ
回
目
gmHと
に
よ
っ
て
、
ト
ム
ス
ク
郡
の
勤
務
者
と
銃
兵
と
の
人
数
と
し
て
、

一
七
O
六
年
に
は
一
、
O
九
O
人
と
い
う
数
字
を
掲
げ
、
ま
た
一
七
O
三
年
の
人
口
調
査
書
に
よ
っ
て
、
同
年
に
お
け
る
勤

一
七
O
五
年
に
は

一
、
O
五
三
人
、

務
者
の
耕
地
面
積
は
、

一
固
と
し
て
一
、
八
一
五
デ
シ
ャ
チ
ナ
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
に
退
役
者
ゃ
、
ま
た
勤
務
者
の
子
供
で
ま

だ
兵
役
に
徴
募
さ
れ
て
い
な
い
が
独
立
の
農
家
と
し
て
生
活
し
て
い
る
者
、
な
ど
の
合
計
四
六
九
人
の
耕
地
面
積
八
一
ニ
O
デ
シ
布
チ
ナ
が
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
ト
ム
ス
ク
郡
の
勤
務
者
関
係
の
耕
地
面
積
は
、
兵
役
に
徴
募
さ
れ
て
い
る
者
（

3
4
0
E
Sロ
ユ

ε
と
徴
募
8
れ
て
い
な
い
者



トムスク郡の耕作勤務者数とその比率

1 6 6 4年｜ 1 6 7 2年｜ 1 6 9 9年

ω勤務者の総数 940人 962人 9 1 8人

(B）そのうち耕作勤務者数 256人 320人 367人

A:B 2 7 % 3 3 % 4 0 % 

第5表

1 0 2 

9 0 1 

1 1 1 

2 0 

7 7 

4 7 8 

デシャチナ耕地 H ・H ・...・H ・－

国有耕地農民の自家用耕地

修道院農民の自家用耕地

トムスクのアレクセーエフ修道院の耕地H ・H ・－

小作民の耕地

商工民の耕地

トムスク郡の耕地面積（単位デシャチナ）第6表

一
七
世
記
沼
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

1, 8 1 5 

8 3 0 

兵役に徴募されている勤務者の耕地...・H ・－…・・

兵役に徴募されていない勤務者の耕地….....・H ・－…....・H ・－……

4, 3 3 4 計

（ロ
2
帽同聞神田一ロミ－
rr）
と
の
耕
地
面
積
ぞ
合
わ
せ
て

モs議
‘で

ノ、

四
五
ア
忌ノ

ヤ

チ
ナ
と

な
る
の
で

あ

以
上
の
べ
た
と
こ
ろ
を
シ
ュ
ン
コ
フ
が
一
覧
表
に

作
製
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
第
六
表
と
し
て
掲
げ

て
お
く
。

一
八
世
紀
の
初
期
に
お
い
て
、
ト
ム
ス
ク

郡
に
在
住
し
た
各
種
の
ロ
シ
ア
人
に
よ
っ
て
耕
作
さ

うれ
なて

益見
で耕
あ地
つa面
たむ積
。は

一
固
と
し
て
第
六
衰
の
よ

ト
ム
ス
ク
郡
に
お
け
る
農
耕
地
開
拓
の
初
期
に

は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
国
家
の
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕
地

が
独
占
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
一
七

世
紀
の
末
に
は
、
発
達
し
て
き
た
他
種
の
耕
地
に
そ

の
重
要
性
を
譲
っ
た
の
で
め
り
、
上
の
第
六
表
に
よ

れ
ば
一
八
世
紀
の
初
期
に
お
い
て
は
、
国
家
の
デ
シ

ャ
チ
ナ
耕
地
は
こ
の
郡
の
総
耕
地
面
積
の
わ
ず
か

－
三
%
を
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
状
態
に
な
っ
た
。

ま
た
一
八
世
紀
初
期
に
お
い
て
ト
ム
ス
ク
郡
の
農

一一一九



一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

。

民
の
数
は
、

こ
の
郡
の
全
ロ
シ
ア
人
住
民
の
約
二
七
%
を
占
め
る
に
す
ぎ
ず
、
勤
務
者
（
そ
の
大
部
分
は
軍
人
で
あ
る
）
の
数
は
そ
の
約
二
倍

で
あ
っ
た
。
ト
ム
ス
ク
郡
は
辺
境
の
土
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
勤
務
者
の
比
重
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
七
世
紀
に
お
い
て
は
、
ト
ム

A
U｝

 

ス
ク
郡
の
毛
皮
の
産
出
量
も
多
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
従
来
こ
の
郡
の
植
民
は
軍
事
的
・
狩
猟
産
業
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
第
六
表
で
み
る
よ
う
に
、
勤
務
者
関
係
の
耕
作
面
積
（
二
、
六
四
五
デ
シ
ャ
チ
ナ
）
は
、

農
民
の
総
耕
作
面
積
（
一
、
ニ
一
一
デ
シ
ャ
チ
ナ
）
よ
り
著
し
く
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
指
摘
し
た
後
シ
ュ
ン
コ
フ
が
、

「
ト
ム
ス
ク
郡
住
民
の
労
働
活
動
を
熟
視
す
る
な
ら
ば
、

一
七
世
紀
に
お
い
て
も
、
す
で
に
植
民
の
農
業
的
性
格
が
重
大
な
意
義
を
も
っ
」
と

強
調
し
て
い
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
か
れ
の
推
算
に
よ
る
と
、

一
六
六
七
年
に
は
ト
ム
ス
ク
郡
の
勤
務
者
に
対
す
る
政
府
の
穀
物
給
料
は
、
郡

内
産
の
穀
物
に
よ
っ
て
は
約
三
O
%
を
自
給
し
得
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、

一
七
世
紀
後
半
に
は
し
だ
い
に
自
給
が
可
能
と
な
り
は
じ
め
、

八
世
紀
初
期
に
は
勤
務
者
に
支
給
す
る
穀
物
給
料
は
、
す
で
に
ト
ボ
リ
ス
ク
か
ら
の
輸
送
な
し
で
も
恐
ら
く
困
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
結

｛

mv 

論
し
て
い
る
。

次
に
ク
ズ
ネ
ッ
ク
郡
の
農
耕
地
開
拓
で
あ
る
。
こ
の
郡
は
全
一
七
世
紀
と
一
八
世
紀
初
期
と
に
お
い
て
、
附
近
の
土
着
民
族
か
ら
し
ば
し
ば

襲
撃
さ
れ
て
損
害
を
w

つ
け
た
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
耕
地
の
開
拓
も
農
業
の
発
展
も
困
難
で
あ
っ
た
。

ク
ズ
ネ
ッ
ク
柵

（開口
N

ロ刊
S
W）

は
一
六
一
八
年
に
建
設
さ
れ
た
が
、

一
六
二
O
年
に
な
っ
て
も
ま
だ
農
耕
は
開
始
会
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
一
六
二
五
年
と
ろ
ま
で
に
、
国
家
の
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕
地
が
始
め
ら
れ
た
。
シ
ュ
ン
コ
フ
に
よ
る
と
、
そ
の
面
積
は
第
七
表
に
示
す
よ
う

な
緩
慢
な
増
加
ぷ
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
で
み
る
と
、
国
家
の
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕
地
の
発
展
状
態
に
お
い
て
、

一
八
世
紀
初
期
の
ク
、
ス
ネ
ッ
ク
郡

は
前
記
の
ト
ム
ス
ク
郡
（
一
O
ニ
デ
シ
ャ
チ
ナ
）
の
約
半
分
に
す
ぎ
な
い
。
ク
ズ
ネ
ッ
ク
郡
で
は
土
着
民
の
襲
撃
の
恐
れ
が
あ
っ
て
、
耕
地
の

開
拓
は
、
柵
の
附
近
か
ら
遠
く
離
れ
る
乙
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
’

uv

ク
ズ
ネ
ッ
ク
郡
の
地
理
的
位
置
が
、

一
七
世
紀
の
西
シ
ベ
リ
ア
の
主
要
交
通
路
か
ら
外
れ
て
い
た
こ
と
と
、
土
着
民
に
襲
撃
さ
れ
る
危
険
が



クスネックのデシャチナ耕地の面積 (1国として）

年 次 耕地面積（単位デシャチナ）

1 6 2 8年 1 3 Yi 

1 6 6 0年 3 3.5 

1 6 8 3年 4 2 

1 6 9 7年 5 4 

1 7 0 1年 5 2 

1 7 0 5年 5 2 

第 7表

あ
る
こ
と
と
の
た
め
に
、

一
七
世
紀
に
は
こ
の
郡
へ
流
入
す
る
ロ
シ
ア
人
の
自
由
移
住
者
は

き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。

シ
ュ
ン
コ
フ
に
よ
る
と
、

一
六
二
八
年
に
こ
の
郡
の
全
農
民
数
は

わ
ず
か
二
五
人
で
あ
り
、

一
六
四
O
年
に
な
っ
て
も
陛
下
の
耕
地
農
民
は
三
二
人
で
、
そ
の

間
わ
ず
か
七
人
の
農
民
が
増
加
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
ク

ズ
ネ
ッ
ク
郡
に
お
い
て
は
流
刑
者
が
比
較
的
重
要
な
意
識
を
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

六
五
二
年
の
農
民
数
五
O
人
の
う
ち
で
、
二
七
人
が
流
刑
者
で
あ
り
、

一
六
六
八
年
に
お
け

る
農
民
数
回
O
人
の
う
ち
、
二

O
人
が
流
刑
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
ク
ズ
ネ
ッ
ク
郡
の
農
民

数
は
、

一
人
世
紀
初
期
ま
で
の
あ
い
だ
に
一

O
O人
に
ま
で
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
二
ハ
七
四
年
｜
｜
五
三
人
、

一
八
世
紀
の
初
年
（
一
七

0
0

一
六
七
八
年
｜
｜
九
八
人
、

年

一七

O
二
年
、

一七

O
三
年
）
｜
｜
一

O
O
人、

一七

O
五
年
｜
｜
九
六
人
で
あ
る
。

ク
ズ
ネ
ッ
ク
郡
で
は
修
道
院
の
農
業
は
発
達
し
な
か
っ
た
の
で
、
上
記
の
国
有
耕
地
農
民
一

0
0人
が
、
乙
の
郡
の
農
民
の
全
部
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
固
有
耕
地
農
民
の
自
家
用
耕
地
に
関
す
る
資
料
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

シ
ュ
ン
コ

フ
は
、
ト
ム
ス
ク
郡
と
同
様
に
一
世
帯
に
つ
き
一
圃
の
面
積
を
一
・
入
デ
シ
ャ
チ
ナ
と
し
て

計
算
し
、
農
民
一

O
O人
で
一
人
O
デ
シ
ャ
チ
ナ
と
算
出
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

／＼、

世
紀
初
期
に
ト
ム
ス
ク
郡
の
農
民
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
た
畑
の
面
積
は
、
前
述
の
デ
シ

れャ
てチ
いナ

モe話
と
こ
の
自
家
用
耕
地
と
ぞ
,L,‘ i:::, 

わ
せ
て

一
圃
で
二
三
O
デ
シ
ャ
チ
ナ
と
推
算
さ

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

一一一一



次
に
は
勤
務
者
の
耕
地
で
あ
る
。

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

シ
ュ
ン
コ
フ
が
一
七
O
五
年
の
予
算
摘
要
簿
に
基
づ
い
て
掲
げ
て
い
る
一
覧
表
に
よ
る
と
、
ク
ズ
、
不
ツ
ク

一一一一一一

郡
の
住
民
構
成
は
第
八
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

ζ

の
郡
の
住
民
の
大
部
分
は
、
ト
ム
ス
ク
郡
と
同
様
に
、

一
八
世
紀
の
初
め
に
も
な
お
勤

務
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ク
ズ
ネ
ッ
ク
郡
に
お
け
る
勤
務
者
の
耕
作
は
、

す
で
に
一
六
二

0
年
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
る

が
、
前
述
の
耕
地
農
民
の
農
業
と
同
様
に
発
展
が
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
ク
ズ
ネ
ッ
ク
郡
の
勤
務
者
の
全
穀
物
給
料
の
う
ち
で
、
勤

務
者
の
耕
地
か
ら
収
穫
さ
れ
た
穀
物
の
し
め
る
割
合
が
五
%
l
九
%
で
、
き
わ
め
て
僅
少
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
反
映
し
て
い
る
。
乙
の
郡
に
お

みけ
らる
れ勤
て務
い者

物語
地
面
積
は

クズネック郡の住民構成（1705年）

｜人数｜比率仰）

勤務者と小作民 368 7 0 

商工民 6 1 1 1. 7 

国有耕地農民 9 6 1 8. 3 

計

第8表

シ
ュ
ン
コ
フ
の
推
算
に
よ
る
と
、

一
六
五
一
年
l
一
六
七
五
年
の
聞
に
お
い
て
七
O
l
一
O
O
デ
シ
ャ
チ
ナ
と

そ
の
後
乙
の
勤
務
者
の
耕
地
面
積
は
、

一
七
世
紀
末
か
ら
一
人
世
紀
初
期
に
か
け
て
増
大
し
始
め
た

と
推
測
し
う
る
の
で
あ
る
が
、

ク
ズ
ネ
ッ
ク
郡
に
お
い
て
は
国
家
の
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕
地
色
勤
務
者
の
耕

地
も
少
面
積
で
あ
っ
た
か
ら
、
郡
内
で
生
産
さ
れ
る
穀
物
を
も
っ
て
し
て
は
、
こ
の
郡
の
勤
務
者
に
支

給
す
る
穀
物
給
料
を
自
給
し
え
な
か
っ
た
。
ト
ポ
リ
ス
ク
か
ら
輸
送
さ
れ
て
く
る
穀
物
は
、

一
人
世
紀

初
期
に
も
な
お
、

こ
の
辺
境
の
ク
ズ
ネ
ッ
ク
へ
移
入
さ
れ
て
い
た
。
シ
ュ
ン
コ
フ
に
よ
る
と
、

ク
メ
ネ

ツ
ク
に
お
け
る
国
家
の
穀
物
給
料
は
、

一
八
世
紀
初
期
に
お
い
て
も
ラ
イ
麦
は
そ
の
必
要
量
の
七
七
%

を
、
ま
た
燕
麦
は
五
＝
認
を
、
ト
ボ
り
ス
ク
か
ら
の
輸
送
穀
物
に
依
存
し
て
い
た
と
い
J
V
o

な
お
ク
ズ
ネ
ッ
ク
郡
の
商
工
民
は
、
第
八
衰
の
よ
う
に
一
七
O
五
年
に
わ
ず
か
六
一
人
で
、
こ
の
郡

の
全
住
民
数
の
一
一
・
七
%
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

か
れ
ら
の
耕
作
し
て
い
た
農
地
も
確
か
に
あ
っ
た

が
、
あ
ま
り
発
展
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
ク
ズ
ネ
ッ
ク
郡
は
一
八
世
紀
初
期
に
な
っ
て
も
、
穀
物
の
移
入
さ
れ
る
地
域
と
し
て
止



ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

結

言

一
六
世
紀
末
に
シ
ベ
り
ア
を
獲
得
し
た
ロ
シ
ア
政
府
は
、
こ
の
新
領
土
ぞ
確
保
す
る
た
め
に
植
民
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
現
地
に
お
け
る

食
糧
の
自
給
を
は
か
る
た
め
に
、

シ
ベ
リ
ア
に
耕
地
を
開
拓
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、

一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
に
わ
た
っ
て

ロ
シ
ア
政
府
が
試
み
た
二
つ
の
方
法
、
す
な
わ
ち
欧
露
の
農
民
を
強
制
的
に
西
シ
ベ
リ
ア
へ
移
住
さ
せ
、
あ
る
い
は
シ
ベ
り
ア
流
刑
者
の
一
部

分
を
西
シ
ベ
り
ア
の
耕
地
開
拓
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
方
法
は
、
ほ
と
ん
ど
顕
著
な
成
果
を
あ
げ
な
か
っ
た
。
最
も
効
果
が
あ
っ
た
の
は
、
欧

露
か
ら
シ
ベ
リ
ア
へ
逃
亡
し
て
き
た
自
由
移
住
者
を
耕
地
に
定
着
さ
せ
る
方
法
で
あ
っ
た
。

ロ
シ
ア
政
府
は
、

一
七
世
紀
前
半
ま
で
は
一
般
に

シ
ベ
リ
ア
移
住
を
奨
励
し
保
護
す
る
酌
策
を
と
っ
た
が
、

一
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
地
主
の
利
益
を
守
る
た
め
に
農
民
の
逃
亡
を
阻
止
す
る

政
策
を
と
っ
た
。
し
か
し
実
質
的
に
は
、

シ
ベ
リ
ア
へ
の
逃
亡
は
黙
過
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
状
態
で
、

「
沿
海
地
方
」
か
ら
多
数
の
逃
亡
者
が

シ
ベ
リ
ア
へ
流
入
し
、

シ
ベ
リ
ア
の
人
口
は
増
大
し
、
耕
地
面
積
は
著
し
く
拡
張
さ
れ
た
。

シ
ベ
リ
ア
で
移
住
者
が
最
も
多
く
定
着
し
た
の
は
、
西
シ
ベ
り
ア
西
部
の
ヴ
ェ
ル
ホ
ト
ゥ
り
エ
・
ト
ポ
リ
ス
ク
地
域
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
一

七
世
紀
中
に
著
し
い
面
積
の
耕
地
が
開
拓
さ
れ
て
、

シ
ベ
リ
ア
の
主
要
な
穀
倉
地
域
と
な
っ
た
。
酉
シ
ベ
リ
ア
東
部
の
ト
ム
ス
ク
・
ク
ズ
ネ
ツ

ク
地
域
に
お
け
る
植
民
の
進
行
は
緩
慢
で
、
耕
地
の
開
発
も
あ
ま
り
発
展
し
な
か
っ
た
。

い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
耕
地
が
し
だ
い
に
南
方
へ
進
出
し
た
事
実
で
あ
る
。

一
七
世
紀
に
お
け
る
西
シ
ベ
リ
ア
の
耕
地
開
拓
に
お

ロ
シ
ア
人
移
住
者
は
、
初
期
に
は
西
シ
ベ
り
ア
の
比
較
的
北

方
へ
流
入
し
た
が
、

一
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
益
々
南
部
へ
流
入
す
る
よ
う
に
な
り
、

ロ
シ
ア
人
の
開
拓
前
線
は
酉
シ
ベ
リ
ア
の
森
林
帯
か
ら

出
て
、
そ
の
南
方
の
森
林
ス
テ
ッ
プ
帯
へ
進
出
し
た
の
で
あ
る
。

一
七
世
記
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
開
拓
〈
三
上
〉

一一一一一
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シ
ベ
リ
ア
務
刑
の
研
究
書
を
刊
行
し
た
ア
メ
リ
カ
の
ケ
ナ
ン

は
、
次
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
。
一
七
世
紀
前

半
ご
ろ
に
は
流
刑
そ
の
も
の
は
罰
と
は
み
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
手

足
を
切
断
す
る
な
ど
残
酷
野
蛮
な
方
法
で
す
で
に
処
刑
さ
れ
た
無

益
な
人
聞
を
、
ロ
シ
ア
社
会
か
ら
除
〈
迅
速
簡
易
な
手
段
と
し
て

務
刑
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
七
世
紀
の
後
半

に
な
る
と
、
ロ
シ
ア
政
府
の
考
え
方
が
変
っ
て
シ
ベ
リ
ア
新
領
土

の
人
口
歩
－
増
加
し
開
発
す
る
た
め
の
植
民
と
み
る
よ
う
に
な
り
、

刑
法
そ
の
も
の
も
そ
れ
に
対
応
し
て
変
化
し
た
。
一
七
世
紀
末
に

な
る
と
、
処
罰
の
方
法
と
し
て
身
体
の
一
部
分
を
切
断
す
る
こ
と

は
廃
止
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
、
そ
し
て
ま
た
死
刑
の
代
わ
り
に

さ
え
も
、
罪
人
を
そ
の
全
家
族
と
と
も
に
シ
ベ
リ
ア
ヘ
流
刑
に
す

る
と
い
う
幾
多
の
勅
令
が
み
ら
れ
、
ま
た
減
刑
を
適
用
さ
れ
る
犯

罪
の
範
囲
も
大
い
に
拡
張
さ
れ
た
と
。
（
問
。

ss・
o－H
m
w
－FM
冊
』

ユ
曲
目
ロ
向
山
岳
由
。
岡
山
戸

o
a
m
H
O
B－

F
Oロ
仏

o
p
呂田
H

・
2v・記
i
寸
印
）

し
か
し
初
期
の
流
刑
者
で
も
、
す
べ
て
が
不
具
に
な
る
よ
う
な

処
刑
を
受
け
た
無
益
の
者
ば
か
り
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
一
折
世
紀
の
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
統
刑
者
は
、
流
刑

地
で
牢
獄
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
場
合
は
ま
れ
の
よ
う
で
あ
る
。

す
で
に
ミ
ハ
イ
ル
・
フ
ョ

l
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
帝
（
在
位
一
六
三
三

年

i
一
六
四
五
任
中
の
時
代
に
、
流
刑
者
を
勤
務
者
に
任
命
し
て

普
通
の
俸
給
を
あ
た
え
る
か
、
ま
た
は
農
民
に
し
て
国
庫
の
補
助

を
与
え
る
か
す
べ
し
と
い
う
勅
令
が
だ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
、

一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
植
民
と
農
耕
地
関
拓
（
三
上
）

こ
れ
ら
の
流
刑
者
は
す
べ
て
流
刑
地
に
到
着
す
る
と
直
ち
に
自
由

の
身
と
な
り
、
国
家
の
援
助
を
う
け
て
い
る
他
の
移
住
者
と
平

等
の
地
位
に
な
っ
た
と
い
う
。
（
〉
N
U
Z
E苫

m
a
m－
苫
・
吋
O
B

H

・凹可－
A
F

品N
・
沼
田
市
郎
訳
編
、
前
掲
。
七

O
頁）

い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
七
世
紀
に
お
い
て
流
刑
は
刑
罰
の
た
め

に
行
わ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
辺
境
植
民
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
た
考
え
ら
れ
る
が
、
本
文
に
記
述
し
た
よ
う
に
、
シ

ベ
リ
ア
の
農
地
開
拓
に
寄
与
し
た
意
誌
は
小
さ
か
っ
た
よ
う
で
あ

る。

＠ 

ロ
シ
ア
政
府
が
、
シ
ベ
リ
ア
流
刑
者
を
シ
ベ
リ
ア
開
発
の
た
め

の
労
働
者
と
し
て
特
に
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
世

紀
に
な
っ
て
シ
ベ
リ
ア
各
地
の
鉱
山
が
開
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。

〉
N
E
z
r
a曲
m
a
m－u
『
匝
・
叶
。
富
岡
・

ω・－
vm信
号
ロ
同
国
”
巴
広
・

2
H－

A
H

お
1
怠
品
・
沼
田
市
郎
訳
編
、
前
掲
。
七
五

l
七
六
頁
。

シ
ュ
ン
コ
フ
に
よ
る
と
、
村
（
乙
or邑
る
と
い
う
呼
称
は
一

七
世
紀
に
は
二
重
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
一
方
で
は
、
そ
れ
は

移
住
地
と
し
て
割
当
て
ら
れ
た
地
方
に
お
け
る
最
初
の
移
住
地

で
、
そ
の
地
区
の
す
べ
て
の
部
落
に
と
っ
て
中
心
地
と
な
っ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
柵
、
教
会
、
領
地
管
理
人
の
館
、
帝

室
の
倉
庫
が
あ
っ
た
。
村
の
な
か
に
は
教
会
の
僧
侶
、
裁
判
の
書

記
、
勤
務
者
で
あ
る
コ
サ
ッ
ク
が
居
住
し
て
い
た
。
村
に
は
ま
た

農
家
の
一
部
分
が
あ
り
、
村
の
近
く
に
は
皇
帝
の
デ
シ
ャ
チ
ナ
耕

地
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
他
方
で
は
、
村
は
上
述
の
よ
う
な
狭
義

の
村
と
そ
れ
に
所
属
し
た
諸
部
落

2
2
2
8
C
と
か
ら
構
成
さ

一
三
五
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史

淵
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0
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F
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H
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H・
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一
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一
三
年
八
月
ト
ポ
リ
ス
ク
に
到
着
し
た
図
理
深
（
吋
C
B
Z
a

岳
山
口
）
は
、
こ
の
附
近
が
よ
く
耕
作
さ
れ
、
大
麦
、
蕎
麦
、
泊

麦
、
麻
、
そ
の
ほ
か
野
菜
類
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
載
し

＠ ＠⑧  ＠ ＠ ＠ ＠⑧  
一
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ア
の
稿
民
と
農
耕
地
開
拓
（
三
上
）

⑧ 

て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
か
れ
が
北
方
の
ほ
と
ん
ど
耕
地
の
な

い
イ
ル
チ
シ
川
下
流
部
か
ら
川
を
の
ぼ
っ
て
ト
ポ
リ
ス
ク
に
到
着

し
た
の
で
、
ト
ポ
リ
ス
ク
の
耕
地
が
か
れ
の
眼
に
特
に
印
象
強
く

映
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

実
際
に
は
ト
ポ
リ
ス
ク
附
近
の
耕
地
の
規
模
は
、
一
八
世
紀
初

期
に
お
い
て
も
大
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
し
得
る
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
シ
ュ
ン
コ
フ
の
引
用
に
よ
る
と
、
シ
ベ
リ
ア
総

督
ド
ル
ゴ
ル
キ
l
（
冨
・
〈
－

U
O】伺
O
B
S）
は
一
七
二
五
年
に
、

「
ト
ポ
り
ス
ク
の
住
民
は
穀
物
を
自
ら
ど
こ
に
も
播
種
せ
ず
：
：

い
つ
も
購
入
す
る
」
と
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

図
理
深
、
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域
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