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石

高

制

に

関

す

る

二

つ

の

問

題

制
社
会
を
考
え
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
極
端
な
表
現
を
す
れ
ば
幕
藩
体

で
は
幕
藩
体
制
の
特
質
の
―
つ
で
あ
る
石
高
制
に
焦
点
を
あ
わ
し
て
幕
藩
体

問
題
に
な
る
と
未
だ
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
し
、
中
世
の
研
究
者
の
見
解

と
も
密
接
な
脈
絡
が
あ
る
と
も
思
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
小
稿

置
・
段
階
を
占
め
、
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
—
—
そ
う
い
う
巨
視
的
な

か
か
わ
ら
ず
幕
藩
体
制
社
会
が
日
本
の
封
建
制
社
会
の
な
か
で
い
か
な
る
位

幕
藩
体
制
社
会
に
関
し
て
は
最
近
相
当
論
議
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
も

秀

村

選

石
高
制
に
関
す
る
二
つ
の
問
題

資

料

第
二
号
九
一

て
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
中
に
な
お
多
く
の
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で

制
社
会
は
石
高
制
或
は
さ
ら
に
広
く
「
高
」
の
社
会
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う

に
思
う
か
ら
で
あ
る
。
石
高
制
が
な
ぜ
問
題
と
な
る
の
か
、
ど
こ
に
盲
点
が

あ
る
の
か
、
日
頃
の
素
朴
な
疑
問
や
意
見
を
並
べ
て
教
示
や
批
判
を
お
ね
が

い
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

幕
藩
体
制
に
関
す
る
高
度
の
論
議
に
お
い
て
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

も
の
の
中
に
は
実
は
私
自
身
ま
だ
よ
く
呑
み
こ
み
得
な
い
で
い
る
も
の
が
あ

り
、
そ
れ
は
案
外
私
ば
か
り
で
も
な
い
ら
し
い
。
む
し
ろ
自
明
な
こ
と
と
し

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
き
に
中
村
吉
治
氏
が
「
石
高
制
と
封
建
制
」
（
史
学

雑
誌
第
六
十
九
編
第
八
号
）
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
事
柄
は
基
本
的
な
指
摘
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
こ
れ
に
対
し
ハ
ッ
キ
リ
し
た
批
判
反

や
論
は
な
い
ま
ま
幕
藩
体
制
論
は
進
ん
で
き
た
よ
う
に
お
も
う
。
し
か
し
此

の
論
文
は
決
し
て
無
視
し
て
い
い
も
の
で
な
く
、
充
分
考
慮
し
た
上
で
（
賛

否
い
づ
れ
に
せ
よ
）
論
を
進
め
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
自
身
も

夫
役
の
面
か
ら
巾
村
氏
と
同
様
な
こ
と
を
言
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
小
稿
で
も

中
村
氏
や
私
の
主
張
を
繰
返
す
よ
う
な
面
も
あ
る
か
と
思
う
が
、
そ
れ
ら
を

含
め
て
私
自
身
の
素
朴
な
疑
問
と
意
見
を
書
い
て
み
た
い
。

私
自
身
石
高
制
に
つ
い
て
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
問
題
を
感
じ
て
い

第
二
十
九
巻



き
で
は
な
い
か
と
お
も
う
の
で
あ
る
。

す
る
も
の
と
し
て
地
域
区
分
な
り
領
国
・
非
領
国
の
類
型
論
を
精
密
に
設
定

石

高

制

に

関

す

る

二

つ

の

問

題

．．
 

る
。
第
一
は
石
高
制
を
指
標
と
し
て
薯
藩
体
制
社
会
を
い
か
な
る
封
建
制
社

い
う
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
村
請
制
も
大
い
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と

思
う
。
さ
ら
に
は
石
高
だ
け
で
な
く
、
役
高
や
軍
役
高
な
ど
、
総
じ
て
幕
藩

体
制
社
会
が
「
高
」
支
配
と
「
高
」
所
持
・
格
護
の
社
会
で
あ
っ
た
意
味
を

よ
く
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
第
二
の
問
題
は
私
自
身
が
常
日
頃
九
州
と

い
う
辺
境
地
特
の
史
料
を
取
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
こ
と
で
、
幕
藩

体
制
社
会
の
原
理
の
一
っ
と
も
言
う
べ
き
石
高
制
が
辺
境
地
帯
で
は
い
か
な

る
か
た
ち
で
貫
徹
し
て
い
る
の
か
。
或
は
石
高
制
と
違
う
原
理
が
働
い
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
中
央
地
帯
の
石
高
制
と
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
言
わ
ば
石
高
制
を
通
し
て
辺
境
外
様
大
名
に
対
す
る
幕
府
権

カ
の
意
味
や
滲
透
度
を
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
り
、

も
っ
と
言
え
ば
幕
藩
体
佃
を
論
ず
る
時
、
幕
府
の
統
一
権
力
と
し
て
の
強
大

さ
は
充
分
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
中
央
集
権
国
家
で
は
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
墓
病
体
制
一
般
の
段
階
論
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
先
行

し
、
そ
れ
ら
の
密
接
な
複
合
•
関
連
と
し
て
幕
藩
体
制
の
諸
段
階
を
論
ず
べ

会
と
昆
る
の
か
、
日
本
封
建
制
社
会
の
い
か
な
る
段
階
と
見
る
べ
き
か
と

建
制
社
会
の
変
質
期
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
農
民
[
百

第
二
十
九
巻

う
。
石
高
は
蔽
密
な
検
地
丈
量
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
は
な
く
、
幅
岡
落
で
の

遊
離
し
た
「
高
」
の
支
配
で
あ
り
、
最
大
の
閃
心
事
は
領
国
の
政
治
的
支
配
と

年
貢
の
収
量
に
あ
っ
た
こ
と
は
重
娑
で
あ
る
。
石
高
記
載
に
つ
い
て
撰
々
一

般
平
均
的
な
生
産
力
の
表
示
と
い
わ
れ
る
が
、
生
産
力
の
表
示
は
つ
ま
り
負

担
能
力
の
表
示
で
あ
っ
て
、
そ
の
総
計
と
し
て
の
村
高
、
そ
し
て
村
高

x免

1
1
年
貢
が
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
土
地
支
配
は
は
た

．．． 

し
て
典
型
的
な
封
建
的
土
地
所
有
1
1
支
配
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
私
の
素
朴

な
疑
問
で
あ
る
。
此
の
段
階
の
幕
藩
領
主
が
在
地
領
主
で
は
な
く
、
領
域
の

．．
 

一
円
支
配
を
な
し
、
土
地
所
有
と
い
う
よ
り
は
領
有
で
あ
り
、
領
域
の
政
治

的
支
配
を
本
質
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
幕
藩
体
制
社
会
は
封

姓
〕
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
土
地
所
持
権
は
辺
箋
の
特
殊
地
域
を
除
け
ば

土
地
そ
の
も
の
の
支
配
で
は
な
く
、
現
実
の
土
地
か
ら
は
或
る
程
度
上
昇

る
と
固
定
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
募
藩
領
主
の
土
地
支
配
が
一
筆
毎
の

表
現
を
す
れ
ば
「
算
面
之
作
り
物
」
で
あ
り
、
し
か
も
一
度
書
き
上
げ
ら
れ

指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
石
高
制
の
も
つ
柚
象
性
・
形
式
性
・
同
定
性
で
あ
ろ

第
一
の
問
題
で
何
よ
り
も
取
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
中
村
吉
治
氏
も

第

二

号

九

四



石

高

制

に

関

す

る

二

つ

の

問

題

密
な
史
料
操
作
に
よ
る
実
証
に
よ
っ
て
納
得
せ
し
め
得
る
論
は
ま
だ
出
て
い

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
疑
え
ば
疑
い
得
る
こ
と
で
あ
り
、
領
主
権
力

と
罠
民
〔
村
〕
の
力
の
対
抗
関
係
を
夫
々
の
地
域
に
即
し
て
も
っ
と
問
題
に

•••• 

し
て
い
い
し
、
小
農
民
経
営
と
は
具
体
的
に
ど
の
層
ま
で
を
言
っ
て
い
る
の

か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
分
話
は
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち

第
二
十
九
巻

第

二

号

九

五

所
謂
第
一
段
階
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
歴
史
学
本
来
の
厳
検
地
役
人
と
村
と
の
関
係
な
ど
を
も
っ
と
深
く
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

か
ど
う
か
、
も
っ
と
深
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幕
藩
体
制
社
会
の

地
丈
量
の
精
粗
I

こ
と
に
籠
伸
び
・
有
畝
、
永
荒
•
隠
田
如
の
存
在
或
は

大
石
慎
三
郎
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
試
行
錯
誤
と
も
言
う
べ
き
方
法
で
」

「
経
験
的
に
年
貢
賦
課
量
を
定
め
て
ゆ
く
」
（
亨
保
改
革
の
経
済
政
策
、
ニ

四
頁
）
だ
け
で
果
し
て
全
剥
余
労
働
の
収
奪
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ

竹
安
繁
治
氏
が
有
畝
を
追
求
さ
れ
て
初
期
か
ら
剰
余
労
働
部
分
が
農
民
の
，
手

元
に
残
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
見
解
と

が
、
石
高
制
と

「
全
剰
余
労
働
の
収
奪
」
と
は
必
然
的
に
関
連
を
も
つ
の

取
機
構
の
あ
り
方
、
農
業
の
集
約
度
な
ど

．．．．．． 
）
を
考
慮
し
、
直
接
に
は
土

土
地
所
持
は
石
高
の
所
持
で
あ
り
、
当
然
生
産
物
年
貢
の
収
取
を
受
け
る

件
（
た
と
え
ば
地
方
知
行
の
性
格
、
郷
士
制
度
の
存
否
、
村
役
人
制
度
1
1
収

が
展
開
す
る
こ
と
も
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

所
有
権
」
と
さ
え
言
わ
れ
て
お
り
（
徳
川
時
代
に
於
け
る
土
地
私
有
権
、
中

田
著
、
法
制
史
論
集
第
二
巻
所
収
）
、
江
戸
時
代
の
識
者
達
が
田
畑
を
以
て
百

姓
の
私
田
・
私
業
と
見
て
い
た
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
上

書
、
五
―
二

l
五
一
七
頁
）
。
少
く
と
も
農
民

お
い
て
は
モ
ン
マ
ル
ト
の
如
き
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

私
自
身
非
常
に
知
り
た
い
こ
と
は
か
か
る
百
姓
の
土
地
所
持
に
関
し
て
農
奴

の
土
地
保
有
と
の
共
通
点
よ
り
も
む
し
ろ
差
異
点
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
問
題

（
農
家
）

の
所
持
地
相
続
に

相
当
強
固
で
あ
っ
て
単
な
る
用
益
権
で
は
な
い
。
中
田
薫
氏
は
「
不
可
譲
的

ろ
ん
私
達
は
近
世
初
期
に
お
け
る
年
貢
収
奪
の
き
び
し
さ
や
走
者
・
身
売
・

亡
所
等
の
史
料
に
屡
々
接
す
る
し
、
そ
の
個
々
の
事
実
自
体
は
ま
さ
に
そ
の

通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
面
そ
れ
ら
の
史
料
が
私
達
の
関
心
を
惹
き
易
い

史
料
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
過
大
評
価
は
戒
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
全
剰

．．
 

余
労
働
収
奪
の
原
則
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
て
も
そ
れ
は
封
建
領
主
と
し
て

当
然
の
理
念
で
あ
っ
て
、
理
念

I

こ
と
に
法
制
と
現
実
と
は
区
別
し
て
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
法
制
の
滲
透
と
農
民
の
対
応
（
村
の
力
の
存
在
ー
|

．．．．．． 

こ
と
に
消
極
的
な
抵
抗
）
は
地
域
に
よ
っ
て
相
当
異
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
単

に
原
則
を
挙
げ
る
だ
け
で
は
説
得
力
は
弱
い
よ
う
に
お
も
う
。
地
域
の
諸
条



程
度
の
貨
幣
流
通
は
あ
っ
た
が
一
般
的
等
価
物
と
し
て
は
貨
幣
よ
り
も
米
の

か
。
す
な
わ
ち
律
令
制
の
租
の
伝
統
を
引
き
つ
つ
し
か
も
単
な
る
生
産
物
年

す
な
わ
ち
当
時
の
農
民
的
貨
幣
経
済
の
成
熟
度
に
お
い
て
、
も
ち
ろ
ん
或
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
な
ー
ー
よ
り
も
ヨ
リ
有
利
な
貨
幣
納
年
貢

（
そ
の
附

剰
余
労
働
収
奪
を
自
明
の
こ
と
と
せ
ず
、
地
域
と
階
層
と
を
考
慮
に
入
れ
て

お
も
わ
れ
る
（
近
世
土
地
政
策
の
研
究
、

（
竹
安
の
前
掲
書
の
書
評
、

再
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

加
的
貢
租
も
含
め
て
）
、

と
く
に
第
六
章
）
。

浩
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
畝
・
有
畝
に
か
か
わ
ら
ず
大
高
持
・
小
高
持

に
よ
っ
て
剰
余
労
働
部
分
の
残
さ
れ
る
可
能
性
が
違
う
と
も
言
い
得
る
か
ら

歴
史
学
研
究
第
二
七
―
―
―
号
）
、

ま
た
八
木
哲

第
一
段
階
1
1
全

次
に
石
高
制
に
お
い
て
田
は
も
ち
ろ
ん
畑
や
山
野
河
海
の
収
穫
物
ま
で
が

高
に
結
ば
れ
〔
色
高
〕
、
米
納
年
貢
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

此
の
場
合
の
米
が
単
な
る
生
産
物
〔
使
用
価
値
〕

••••••••••• 

と
し
て
の
米
で
は
な
く
、
極
端
な
表
現
を
す
れ
ば
、
貨
幣
納
の
貨
幣
に
近
い

も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
畠
で
は
貨
幣
納
も
進
ん
で
い
る
）
。

方
が
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
石
高
制
は
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
屡
々
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
中
国
銭
の
流
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
貨
幣
流
遥

量
が
そ
の
需
要
に
と
も
な
わ
ず
、
こ
と
に
農
民
間
に
貨
幣
が
欠
乏
し
て
い
た

こ
と
、
貫
高
制
に
お
い
て
も
多
分
に
現
物
納
が
行
な
わ
れ
、
さ
ら
に
石
高
制

と
し
て
米
に
統
一
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
米
に
貨
弊
の
代
替
物
と
し

第
二
十
九
巻

て
の
性
格
を
認
め
、
米
納
年
貢
に
貨
幣
納
年
貢
的
要
素
を
認
め
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
私
達
は
此
の
時
代
の
商
品
・
貨
繋
流
近
の
華
之

か
さ
を
う
か
が
う
に
足
る
史
料
を
知
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
拠
点
間

．
 

を
結
ぶ
線
的
流
通
ー
ー
領
主
お
よ
び
特
権
商
人
の
隔
地
間
取
引
に
お
い
て
で

．
．
．
．
．
．
．
 

あ
っ
て
、
地
域
的
広
が
り
を
持
ち
農
村
内
部
に
深
く
滲
透
し
得
る
流
通
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
鉱
山
の
閲
発
や
鋳
造
技
術
の
発
達
、
統
一

貨
幣
の
発
行
も
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

な
お
相
当
後
年
ま
で
貨
幣
流
通
量

（
と
く
に
銭
貨
）
の
不
足
は
続
く
と
お
も
わ
れ
、
石
高
制
・
米
納
年
貢
制
に
固

定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
領
主
米
販
売
機
構
の
整
備

過
程
に
お
い
て
、
芽
ば
え
つ
つ
あ
っ
た
農
民
的
貨
略
経
済
を
圧
倒
し
た
こ
と

は
、
米
納
年
貢
が
領
主
に
と
っ
て
単
な
る
貨
臀
納
年
貢
ー
ー
農
民
が
市
場
に

（
奇
妙
な
表
現
で
は
あ
る
が
）
の
意
味
を
も
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
農

民
を
市
場
よ
り
遮
断
し
完
全
に
領
主
の
主
導
す
る
貨
弊
納
、
極
端
な
表
現
を

．．． 
す
れ
ば
範
疇
と
し
て
は
「
貨
幣
納
年
貢
」
と
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

貢
で
は
な
く
「
貨
幣
納
」
の
要
素
を
も
っ
た
米
納
年
貢
に
固
定
し
た
こ
と
を

注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
鎖
国
と
い
う
契
機
が
な
く
、
わ
が

石

高

制

に

関

す

ろ

二

つ

の

問

題

第
二
号

九
六



石

高

制

に

関

す

る

二

つ

の

問

題

〔
制
度
〕
に
も
と
づ
き
藩
の
行
政
1
1
収
取
機
構
に
よ
り
強
制
的
に
収
取
す
る

．

．

．

．

 

も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
代
的
性
格
よ
り
も
ヨ
リ
濃
く
租
税
的
性
格
を
認
め
る

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
も
ち
ろ
ん
地
代
的
性
格
を
否
定
し
切
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
）
。
領
主
の
家
計
よ
り
も
領
国
の
社
会
経
済
1
1
財
政
の
た
め
収

取
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
初
期
に
は
家
計
と
財
政
の
分
化
は
著
し
く
な
い
が

漸
次
分
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
も
関
連
し
て
考
慮
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
手
放
し
に
全
面
的
に
租
税
と
は
言
え
な
い
し
、
租
税
と
言
っ
て
も
、

も
ち
ろ
ん
近
代
的
租
税
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
ア
ジ
ア
的
国
家
に
お

け
る
「
地
代
と
租
税
の
一
致
」
も
充
分
考
慮
し
た
上
で
、
し
か
も
な
お
租
税

的
要
素
の
濃
厚
な
こ
と
は
主
張
し
て
よ
い
と
お
も
わ
れ
る
。

し
か
も
、
か
か
る
米
納
年
貢
は
個
々
の
農
家
か
ら
直
接
・
個
別
的
に
収
取

う
よ
り
は
領
有
で
あ
り
、
政
治
的
（
公
的
）

支
配
権
に
よ
り
一
定
の
基
準

第
二
号

九
七

そ
、
領
主
側
も
農
民
側
も
最
大
の
関
心
を
も
ち
、
年
貢
が
確
保
出
来
る
限

国
が
直
接
に
世
界
市
場
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
ら
一
国
内
的
な
等
価
物
た
る
米

の
流
通
を
踏
ま
え
た
石
高
制
は
と
う
て
い
維
持
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。．．

 

さ
ら
に
も
う
一
歩
進
め
て
言
う
と
、
米
納
年
貢
を
無
批
判
に
生
産
物
地
代

と
割
り
切
っ
て
考
え
る
こ
と
に
も
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
象
形
態
は
ま

さ
し
く
生
産
物
地
代
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ

う
に
幕
藩
領
主
の
土
地
に
対
す
る
関
係
は
典
型
的
な
封
建
的
土
地
所
有
と
い

「
一
所
懸
命
」
の
土
地
で
は
な
く
、

さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
村
請
で
あ
っ
た
こ
と
に
と
く
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ

う
（
租
税
的
要
素
を
認
め
た
時
、
近
代
的
租
税
と
異
る
点
の
―
つ
に
挙
げ
て

よ
い
）
。
村
請
は
此
の
段
階
の
領
主
制
の
あ
り
方
や
農
民
の
地
位
を
考
え
る

上
に
―
つ
の
指
標
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

一
筆
ご
と
の
土
地
の
石
高
の
総
計
と
し

て
の
村
高
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
算
出
さ
れ
る
年
貢
量
を
確
保
す
る
こ
と
こ

り
、
村
落
内
部
の
生
活
諸
関
係
に
つ
い
て
は
村
落
に
ま
か
せ
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
村
請
制
度
は
領
主
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
し
、
農
民
側

に
と
っ
て
は
領
主
権
力
が
村
落
内
部
へ
樹
接
に
介
入
し
、
圧
迫
す
る
の
を
防

ぐ
防
壁
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
村
請
は
生
産
力
の
上
昇
の
成
果
を
、
そ
れ

が
た
と
え
微
小
で
あ
り
地
味
な
も
の
で
あ
れ
、
着
実
に
農
民
側
に
保
持
し
て

ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
小
農
民
の
分
立
は
徐
々
に
で

は
あ
る
が
自
生
的
に
推
し
進
め
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
般
的
に
言

っ
て
十
七
世
紀
の
農
村
を
そ
の
よ
う
に
考
え
、
そ
の
後
に
お
け
る
農
民
的
鹿

品
生
産
や
地
主
制
の
展
開
も
村
請
の
中
に
育
ま
れ
た
生
産
力
上
昇
の
成
果
と

見
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
生
産
力
の
上
昇
ー
ー
農
民

•••• 

の
手
元
に
お
け
る
剰
余
の
留
保
に
対
し
て
領
主
は
追
い
う
ち
を
か
け
る
で
あ

第
二
十
九
巻

一
筆
毎
の
土
地
は
幕
藩
領
主
の



年
齢
の
労
働
可
能
男
子
数
に
応
じ
て
賦
課
さ
れ
、
必
要
労
働
力
数
（
又
は
夫

の
場
合
封
建
制
社
会
概
念
の
中
心
点
が
何
処
に
あ
る
の
か
曖
昧
で
あ
る
し
、

ー
本
役
・
半
役
・
四
半
役
・
何
分
役
・
無
役
の
総
計

l
或
は
村
の
一
定

お
い
て
い
か
な
る
段
階
の
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

的
に
く
み
尽
し
得
る
も
の
で
は
な
い
し
、
こ
と
に
村
役
人
層
の
動
向
如
何
に

よ
っ
て
微
妙
な
結
果
を
生
じ
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
く
見
て
く
る
と
、
石
高
制
・
村
請
制
は
幕
藩
領
主
1
1
政
治
領
主
の
財
政

の
た
め
、
そ
の
支
配
領
域
に
お
け
る
年
貢
収
量
の
確
保
と
維
持
に
必
要
・
不

可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
幕
藩
体
制
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ

．．．．． 

の
年
貢
は
貨
幣
納
的
要
素
・
租
税
的
要
素
を
も
ち
、
極
端
な
表
現
を
す
れ
ば

こ
の
点
は
夫
役
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
米
納
年
貢
の
確
保

の
た
め
に
は
土
木
普
請
こ
と
に
大
河
川
の
用
水
普
請
は
必
要
不
可
欠
で
あ

り
、
幕
藩
領
主
が
最
も
力
を
注
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
夫
役
の

．
 

賦
課
も
必
要
労
働
力
数
が
最
大
の
関
心
事
で
あ
り
、
一
定
の
基
準
に
よ
っ
て

村
に
割
り
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
村
の
石
高
や
村
の
役
高

第
二
十
九
巻

銀
・
夫
米
）
が
確
保
さ
れ
る
な
ら
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
在
地
領
主
が
個
々

の
農
家
（
農
民
）
の
人
格
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
「
領
主
の
家
支
配
」
・
「
諫

お
け
る
夫
役
の
賦
課
法
と
規
制
、

宮
本
又
次
編
、

藩
社
会
の
研
究
所
収
）
。

同
様
な
こ
と
は
軍
役
高
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
知
行
高
を
基
準

．．
 

と
し
て
軍
役
人
数
が
定
め
ら
れ
る
体
制
自
体
を
も
っ
と
問
題
に
し
て
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

は
な
ら
な
い
。
近
代
に
お
け
る
数
字
の
精
密
さ
に
は
全
く
比
ぶ
べ
く
も
な
い

し
、
し
か
も
一
度
算
定
さ
れ
た
数
字
は
固
定
さ
れ
て
現
実
の
変
化
に
は
即
応

か
く
見
る
と
幕
藩
体
制
社
会
の
基
本
的
関
係
た
る
年
貢
・
夫
役
の
収
取
や

く
こ
と
は
深
い
注
意
を
払
っ
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
幕
病
体
制
社
会
が

「
高
」
の
社
会
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
幕
藩
体
制
社
会
が
日
本
封
建
社
会
に

を
筒
単
に
特
殊
日
本
封
建
制
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
そ

軍
役
体
系
の
整
備
が
抽
象
的
・
形
式
的
・
固
定
的
1
1
停
滞
的
な
高
に
も
と
づ

直
接
的
把
握
・
支
配
の
段
階
に
は
照
応
し
な
い
の
で
あ
る
。

し
な
い
傾
向
を
常
に
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

的
要
素
を
強
め
て
ゆ

vー
、
中
抵
在
地
領
主
の
土
地
に
対
す
る
具
体
的

郡
方
役
人
の
機
構
が
あ
り
、
初
期
は
と
も
か
く
、
急
速
に
非
人
格
的
・
制
度

「
数
字
の
支
配
」
を
本
質
と
す
る
も
の
で
ー
~
そ
の
た
め
に
精
細
な
農
政
と

も
ち
ろ
ん
高
の
も
っ
「
数
字
の
支
配
」
の
性
格
は
手
放
し
に
強
調
さ
れ
て

属
の
象
徴
」
と
し
て
の
夫
役
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
拙
稿
、
福
岡
藩
に

ろ
う
が

（
こ
と
に
小
物
成
が
重
要
）
、

彼
等
が
在
地
領
主
で
な
い
限
り
徹
底

石

高

制

に

関

す

る

二

つ

の

問

題

第

二

号

九
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石

高

制

に

関

す

る

二

つ

の

問

題

さ
れ
て
い
る

日
本
封
建
制
の
特
殊
性
を
主
張
す
る
論
証
も
必
ず
し
も
明
確
に
は
な
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
む
し
ろ
歴
史
の
流
れ
の
中
で
前
代
に
在
地
土

相
互
間
の
幾
層
に
も
わ
た
る
（
小
領
主
よ
り
大
領
主
に
い
た
る
）
主
従
関
係

の
ヒ
ー
ラ
ル
キ
イ
の
形
成
を
考
え
得
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
期
こ
そ
典
型
的
な

．．
 

封
建
制
社
会
〔
言
わ
ば
盛
期
〕
で
あ
り
、
戦
国
大
名
領
国
を
過
渡
期
と
し
て

統
一
権
力
に
よ
り
ョ
リ
高
次
に
制
度
化
さ
れ
完
成
さ
れ
た
（
と
い
う
こ
と
は

以
上
石
高
制
は
幕
藩
体
制
社
会
の
基
本
原
理
と
言
っ
た
が
、
し
か
し
全
国

ら
最
下
部
ま
で
貫
徹
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
大
名
の
石
高
に
つ
い

て
中
村
吉
冶
氏
は
全
国
的
に
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
「
大
名
の
家
格
を
決
定
し

て
統
一
政
権
下
に
組
み
入
れ
る
に
際
し
て
二
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
」
と
指
摘

正
確
な
検
地
で
割
り
出
さ
れ
た
石
高
の
総
計
が

（
前
掲
稿
）
。

大
名
の
石
高
で
あ
る
と
は
簡
単
に
言
え
ず
、
「
石
高
で
家
格
を
定
め
て
大

一
様
の
基
準
で
旅
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
―
つ
の
原
理
で
上
層
か

J

と
で
あ
る
が
）
幕
藩
体
制
社
会
は
日
本
封
建
制
社
会
の
変
質
期
・
解
体
期

第

二

号

九

九

よ
そ
の
地
域
を
指
定
し
、

そ
の
地
域
の
検
地
に
よ
っ
て
高
を
村
に
割
り
つ

け
、
さ
ら
に
百
姓
に
割
付
け
た
の
が
検
地
で
あ
る
と
い
う
場
合
」
を
考
慮
し

「
下
か
ら
」
桔
み
上
げ
て
き
た
石
高
で
な
く
、
家
格
表
示
と
し
て
与
え
ら
れ

「
上
か
ら
」
割
り
付
け
た
石
高
で
あ
る
場
合
、
そ
の
領
国
の
内
部
で
検
地
や

福
岡
瑞
の
場
合
、
小
早
川
時
代
は
筑
前
一
国
の
ほ
か
筑
後
御
井
郡
・
肥
前

甚
韓
郡
・
養
父
郡
を
合
わ
せ
て
高
五
拾
弐
万
石
余
で
あ
っ
た
が
、
関
ケ
原
役

後
黒
田
長
政
が
拝
領
し
た
の
は
筑
前
一
国
（
唐
津
寺
沢
家
の
領
分
を
除
く
）

で
あ
り
、
こ
れ
は
小
早
川
時
代
の
三
拾
万
千
四
百
石
余
に
し
か
あ
た
ら
な
か

っ
た
。
し
た
が
っ
て
検
地
に
あ
た
っ
て
は
五
拾
万
石
に
な
る
よ
う
厳
し
く
竿

を
入
れ
、
藩
の
西
部
地
方
か
ら
は
じ
め
た
が
、
中
途
よ
り
五
拾
万
石
の
見
込

み
が
つ
い
た
の
で
東
部
地
方
は
竿
は
ゆ
る
や
か
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
も
検

地
に
よ
り
六
拾
万
石
余
が
出
た
が
五
拾
万
弐
千
石
余
に
と
ど
め
、
残
り
九
万

四
千
石
は
そ
の
後
の
検
地
帳
に
新
田
と
し
て
載
せ
、
内
証
に
は
「
古
高
引
残

高
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
幕
府
に
願
っ
て
寺
沢
領
二
万
七
百
石
と

等
し
き
石
高
を
新
田
高
よ
り
判
物
高
に
加
え
筑
前
一
国
の
「
惣
高
拝
領
同
前

こ
れ
が
黒
田
氏
の
五
十
二
万
石
で
あ
っ
た

之
儀
」
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、

第
二
十
九
巻

こ
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

抽
象
的
・
形
式
的
・
固
定
的
で
あ
り
、
或
る
場
合
は
擬
制
化
さ
れ
た
と
い
う

石
高
は
ど
ん
な
か
た
ち
を
と
る
で
あ
ろ
う
か
。

豪
領
主
に
よ
る
具
体
的
な
土
地
支
配
、
農
民
の
人
格
支
配
、
そ
し
て
在
地
領
主

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

（
前
掲
稿
）
。

こ
の
こ
と
は
重
要
な
指
摘
で



一
巻
）
。
し
か
し
そ
の
検
地
は
短
日
月
に
行
な
わ
れ
粗
雑
で
検
地
高
の
不
平

う
か
が
っ
て
み
た
い
。

（
郡
方
覚
書
・
古
事
秘
録
・
九
州
大
学
九
州
文
化
史
研
究
所
所
蔵
）
。
一
説

に
は
慶
長
十
年
高
目
録
を
幕
府
に
奉
る
時
に
は
未
だ
検
地
を
終
っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
、
当
時
の
物
成
を
三
ッ
三
歩
の
率
を
以
て
除
し
五
拾
万
二
千
四
百

石
を
石
高
と
し
、
し
か
も
検
地
終
っ
て
予
定
の
石
高
に
五
千
石
不
足
し
た
た

め
検
地
帳
の
一
筆
毎
に
百
分
の
一
づ
つ
「
小
附
」
を
し
て
計
算
を
あ
わ
せ
た

と
も
言
わ
れ
て
い
る
（
筑
前
国
各
藩
田
制
貢
租
調
査
）
。
二
つ
の
説
は
矛
盾

す
る
が
石
高
に
あ
わ
せ
る
よ
う
に
検
地
を
し
た
点
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ

い
か
な
る
か
た
ち
を
と
る
で
あ
ろ
う
か
。
西
南
辺
境
地
帯
の
領
国
を
ニ
・
三

薩
摩
藩
で
は
文
腺
に
秀
吉
の
検
地
を
受
け
、
太
閤
蔵
入
分
、
石
田
三
成
知

行
分
等
を
あ
わ
せ
薩
隅
日
五
拾
七
万
八
千
余
石
で
あ
っ
た
（
鹿
児
島
県
史
第

強
固
な
権
力
を
も
っ
て
独
自
な
体
制
を
展
開
し
て
い
た
地
域
で
は
石
高
制
は

尺
五
寸
竿
、
検
地
竿
次
帳
と
共
に
検
地
名
寄
帳
が
あ
り
、
門
・
屋
敷
の
家
族

が
、
辺
境
地
帯
こ
と
に
旧
族
大
名
！
ー
ー
乃
至
そ
の
体
制
を
継
承
し
た
大
名
が

黒
田
氏
の
如
く
新
入
部
し
た
場
合
は
右
の
よ
う
な
検
地
も
出
来
た
で
あ
ろ
う

六
尺
五
寸
竿
で
あ
っ
た
（
以
上
鹿
児
島
県
史
第
二
巻
、
山
田
竜
雄
、
鹿
児
島

勢
力
が
角
逐
し
旧
勢
カ
・
旧
制
度
が
崩
れ
一
種
の
地
均
し
が
出
来
た
地
帯
に

大
豆
を
も
っ
て
操
作
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
竿
は
慶
長
内
検
以
後
は

筑
前
の
よ
う
に
戦
国
期
以
来
大
内
1
1

毛
利
・
大
友
•
原
田
・
秋
月
等
の
諸

る。

石
余
を
加
え
る
）
、

以
後
変
ら
な
か
っ
た
。
慶
長
内
検
で
は
六
拾
壱
万
九

石

高

制

に

関

す

る

二

つ

の

問

題

第
二
十
九
巻

均
に
よ
る
知
行
お
よ
び
貢
租
上
の
不
都
合
は
当
初
よ
り
の
事
と
言
わ
れ
（
県

史
第
二
巻
五
二
頁
）
、
慶
長
十
六
年
に
は
総
内
検
を
行
な
い
、
こ
の
際
は
籾

大
豆
壱
石
五
升
を
以
て
高
壱
石
と
し
た
。
寛
永
の
内
検
で
は
高
壱
石
を
籾
大

豆
九
斗
六
升
と
し
以
後
明
治
ま
で
変
ら
な
か
っ
た
。
元
和
三
年
の
判
物
高
は

六
拾
万
五
千
石
余
（
寛
永
十
一
年
の
書
物
に
は
こ
れ
に
琉
球
高
十
二
万
三
千

千
石
余
、
寛
永
内
検
で
は
五
拾
七
万
六
千
石
余
（
い
づ
れ
も
道
之
島
・
琉
球

を
除
く
）
で
あ
る
が
、
籾
高
に
し
た
の
は
当
地
方
の
慣
行
に
基
づ
く
も
の
と

思
わ
れ
、
同
時
に
初
期
は
内
検
高
を
文
緑
の
検
地
高
に
あ
わ
せ
る
た
め
に
籾

県
農
業
史

11
日
本
農
業
発
達
史
第
二
巻
所
収

11)。
籾
高
で
あ
る
こ
と
、
六

・
牛
馬
等
を
も
記
載
し
て
い
る
こ
と
は
他
に
見
ら
れ
ぬ
特
徴
で
あ
っ
た
。
も

っ
と
も
家
族
・
牛
馬
の
記
載
は
一
見
個
別
人
身
把
握

11夫
役
賦
課
の
台
帳
と

お
も
わ
れ
る
が
、
む
し
ろ
大
門
・
小
門
（
た
と
え
ば
十
二
人
高
•
六
人
高
）

を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
り
田
畑
の
配
分
を
し
た
も
の
で
、
よ
ほ
ど
の
変
動
の

•
ふ
く

な
い
限
り
長
く
固
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
田
畑
の
配
分
量
と
奉
公

第
二
号

1
0
0
 



石

高

制

に

閲

す

る

二

つ

の

問

題

．
 

（
夫
役
）
賦
課
量
は
密
接
に
関
連
し
て
い
た
と
言
う
（
原
口
虎
雄
氏
の
御
教

示
に
よ
る
）
。
な
お
上
木
（
桑
・
漆
・
茶
・
柿
等
）
を
高
に
結
ん
だ
こ
と
は
、

必
ず
し
も
薩
摩
藩
の
み
と
は
言
え
ぬ
に
し
て
も
注
意
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ

肥
前
佐
賀
藩
に
つ
い
て
う
か
が
う
と
、
同
藩
は
慶
長
十
六
年
の
検
地
に
も

と
作
人
名
の
み
）
慶
長
十
八
年
に
一
二
十
五
万
七
千
石
余
の
朱
印
状
が
与
え
ら

れ
て
い
る
が
、

も
見
え
る
）
、

地
米
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
年
貢
米
・
物
成
で
あ
っ
た
（
城
島
正
祥
氏
に
よ
れ

そ
の
後
小
城
（
七
万
三
千
石
）
・
鹿
島
（
二
万
石
）
・
蓮
池

（
五
万
二
千
石
）
の
三
支
藩
を
分
出
し
て
も
佐
賀
本
藩
は
依
然
と
し
て
―
―
-
+

五
万
七
千
石
で
あ
っ
て
、

朱
印
高
は
家
格
の
表
示
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
あ

る
。
む
し
ろ
領
国
内
部
で
最
も
基
準
と
な
り
、
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は

ば
後
に
地
米
と
物
成
の
間
に
幾
分
か
の
区
別
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な

い
）
。
所
謂
検
地
帳
は
な
く
本
帳
（
田
畑
帳
•
田
畑
地
米
帳
）
が
土
地
の
基

本
帳
簿
で
、
そ
れ
に
は
石
盛
は
な
く
地
米
の
み
を
記
載
す
る
。
検
地
竿
は
六

尺
五
寸
竿
が
跨
襲
さ
れ
（
佐
賀
県
農
地
改
革
史
上
巻
一
五
三
頁
、
そ
の
他
に

桝
も
京
桝
は
用
い
ら
れ
ず
京
棋
に
き
り
か
え
ら
れ
た
の
は
明

治
初
年
で
あ
っ
た
（
同
上
書
、
三
ニ
ニ
‘
-
―
―
頁
）
。
地
米
が
い
か
に
し
て
決
定

と
づ
き
（
も
っ
と
も
此
の
検
地
帳
に
は
石
盛
も
地
米
の
記
載
も
な
い
、
面
積

れ
る
。

1
0
 

空
の
免
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
佐
賀
藩
内
部
で
は
地
米
が
基
準
で
あ

1
1
九
六
、
七
頁
）
、

こ
れ
よ
り
以
前
か
ら
生
産
高
（
検
見
の
際
の
収
穫
高
）

さ
れ
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
検
見
を
行
な
い
村
毎
に
そ
の
田

畑
の
等
級
に
よ
り
地
米
は
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
安
永
八
年
の
史
料
で

は
『
三
部
弐
御
上
納
、
三
部
壱
百
姓
取
納
前
と
徊
定
之
通
…
』
と
あ
る
か

ら
（
三
木
俊
秋
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
知
行
地
の
問
題
1
1
藩
社
会
の
研
究
所
収

の
三
分
ノ
ニ
を
地
米
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
太
閤
検
地
の
原
則
が
一
―
―
分
ノ

二
で
あ
る
こ
と
を
お
も
え
ば
近
世
初
頭
ま
で
遡
ら
せ
て
考
え
て
よ
い
か
も
知

お
と
L
ま
い

れ
な
い
。
も
っ
と
も
地
米
か
ら
は
多
く
の
場
合
落
米
・
除
物
が
控
除
さ
れ
る

の
で
一
二
分
ノ
ニ
は
収
取
の
最
高
限
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
地
米
高
が

不
適
当
な
場
合
は
願
い
出
て
反
震
（
た
ん
ぶ
る
い
？
）
が
行
な
わ
れ
地
米
高

が
訂
正
さ
れ
た
し
、
領
主
側
か
ら
は
田
畑
の
等
級
を
変
更
し
、
或
は
小
物
成

の
賦
課
に
よ
り
生
産
力
の
上
昇
に
は
対
応
し
た
と
い
う
。

し
か
も
地
米
が
五
ツ
成
・
四
ツ
成
に
な
る
よ
う
に
一
定
の
高
を
設
定
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
知
行
高
は
初
期
よ
り
地
米
が
四
ツ
成
に
な
る
よ
う
算
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
朱
印
高
に
対
し
免
を
『
六
ツ
七
部
弐
合
四
尺
』
と

し
て
物
成
を
算
出
し
た
寛
永
十
年
の
「
覚
」
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
外
部
に

対
し
て
は
と
も
か
く
、
佐
賀
藩
内
部
で
は
い
づ
れ
も
仮
空
の
高
で
あ
り
、
仮

第
二
十
九
巻

第
二
号



し
か
し
近
世
大
名
と
し
て
の
土
佐
藩
で
は
貢
租
徽
収
の
た
め
に
は
他
藩
の

て
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
（
関
田
英
里
、
土
佐
の
「
右
高
」
に
つ
い
て
、

道
雄
、
土
佐
藩
農
業
経
済
史
五

O
I五
四
頁
）
。
山
内
氏
は
入
国
当
時
の
在
地

印
高
は
二
拾
万
二
千
石
余
で
あ
っ
た
が
、
長
宗
我
部
検
地
に
よ
る
坦
高
は
二

拾
四
万
八
千
石
余
で
、
そ
の
た
め
山
内
氏
は
幕
府
に
屈
々
本
来
の
地
高
に
訂

正
す
る
こ
と
を
申
請
し
た
が
改
ま
る
こ
と
な
く
明
治
に
至
っ
て
い
る
（
平
尾

情
勢
か
ら
新
入
部
の
際
は
長
宗
我
部
地
検
帳
を
引
継
ぐ
だ
け
で
新
た
に
検
地

を
行
な
わ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
土
佐
藩
で
の
高
は
長
宗
我
部
氏
以
来
の

地
高
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
地
目
・
等
級
に
か
か
わ
り
な
く
一
反

11
一
石
と
す

る
単
な
る
面
積
の
称
び
替
え
に
す
ぎ
ず
、
石
盛
や
石
高
も
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
長
宗
我
部
検
地
が
な
お
中
世
的
在
地
構
造
ー
ー
土
地
に
つ
い
て

の
錯
雑
璽
層
し
た
権
利
・
得
分
を
広
汎
に
認
め
ざ
る
を
得
な
い
条
件
に
お
い

土
佐
史
談
第
九
一
号
）
。

石
盛
•
石
高
•
免
に
相
当
す
る
制
度
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が

「
田
合
」
で
あ
っ
て
、
田
壱
歩
の
収
穫
籾
を
何
程
と
定
め
る
言
い
、
田
合
を

さ
ら
に
土
佐
落
に
つ
い
て
見
る
と
、
関
ケ
原
戦
後
入
部
し
た
山
内
氏
の
朱

と
に
夫
々
に
適
合
し
た
方
法
で
生
産
力
を
把
握
し
、
負
担
能
力
の
把
握
、
年

〔
高
〕
を
形
成
し
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
各
地
域
・
各
領
国
ご

第
二
十
九
巻

き
め
て
一
反
歩
の
収
穫
米
に
対
し
て
何
歩
取
に
す
る
か
に
よ
っ
て
反
当
り
年

貢
高

(11免
）
を
算
出
し
、
免
X
面
積

11年
貢
高
と
算
出
す
る
も
の
で
あ
っ

こ
の
よ
う
に
地
高
の
み
で
は
単
に
面
積
の
よ
び
か
え
に
す
ぎ
な
い
の
で
、

武
士
の
分
限
を
あ
ら
わ
す
に
も
多
く
は
地
高
と
物
成
高
を
併
記
す
る
も
の
で

こ
の
ほ
か
に
も
多
く
の
事
例
を
挙
げ
得
る
で
あ
ろ
う
。
対
馬
藩
の
間
尺

法
、
上
畠
廻
し
、
四
尺
八
寸
竿
、
御
国
桝
に
つ
い
て
は
屡
々
指
摘
さ
れ
た
と

••• 

こ
ろ
で
あ
る
。
と
も
か
く
辺
境
地
帯
が
単
な
る
内
高
で
は
な
く
独
自
な
高
を

も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
治
初
期
の
版
籍
奉
還
・
秩
腺
処
分
・
地
租
改
正
等
に

お
い
て
各
地
に
相
当
の
論
議
を
惹
き
起
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
分
る
で
あ

行
さ
れ
、
貫
徹
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
辺
境
と
く
に
旧
族
大
名
の
領
国
内

部
に
お
い
て
は
別
の
高
の
原
理
が
実
際
に
は
意
味
を
も
ち
働
い
て
い
た
の
で

あ
り
、
そ
の
地
域
の
風
土
、
領
主
ー
ー
農
民
関
係
に
適
合
し
た
収
取
の
基
準

か
く
見
て
く
る
と
、
統
一
権
力
に
よ
っ
て
一
様
の
石
高
制
が
全
国
的
に
施

ろ
う
。

あ
っ
た
と
い
う
。

た
（
関
田
、
前
掲
稿
と
く
に
一
―
―
七
頁
）
。

祥
氏
、
三
木
俊
秋
氏
の
御
教
示
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
）
。

り
、
実
際
の
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
以
上
佐
賀
藩
に
つ
い
て
は
城
島
正

石

高

制

に

関

す

る

二

つ

の

問

題
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二
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据、

石

高

制

に

関

す

る

二

つ

の

問

題

一
般
的
等
価
物
た
る
生
産
物
（
米
・
籾
大
一
豆
・
麦
：
．
）
に
よ
る
統
一
表

的
原
理
ー
ー
標
準
的
生
産
力
表
示
1
1
負
担
能
力
の
認
定
な
い
し
年
貢
量
の
把

貢
の
収
取
を
は
か
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
統
一
権
力
が
大
名
を
服
属
せ
し
め

た
と
き
、
中
央
地
帯
を
基
盤
と
す
る
石
高
制
に
あ
み
こ
み
、
朱
印
高
を
与
え

た
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
高
は
細
密
な
丈
量
・
計
算
を
下
か
ら
積
み
あ
げ
た
も

の
で
は
な
く
、
家
格
表
示
的
な
意
味
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時

に
大
名
側
か
ら
は
そ
の
朱
印
高
に
あ
わ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
が
あ
っ
た
こ
と

以
上
見
て
き
た
こ
と
は
前
節
の
問
題
と
も
密
接
に
関
連
し
て
幕
藩
体
制
社

会
の
あ
り
方
を
根
本
的
に
考
え
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
統
一
権
力
は
中
央
・
中

間
地
帯
は
も
ち
ろ
ん
辺
境
地
帯
の
大
名
を
も
服
属
せ
し
め
た
が
、
そ
の
領
国

内
部
の
土
地
・
人
民
の
支
配
は
そ
の
領
域
の
大
名
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
も
ち
ろ
ん
封
建
制
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
小
論
で

．．
 

う
か
が
っ
た
土
地
支
配
の
面
か
ら
の
み
見
て
も
（
他
方
で
は
農
民
支
配
や
主

従
制
・
知
行
刷
等
か
ら
見
る
こ
と
が
最
小
限
必
要
）
辺
境
の
石
高
制
が
中
央

地
帯
を
基
盤
と
す
る
石
高
制
と
様
相
を
異
に
し
、
地
域
的
に
は
き
わ
め
て
狭

．．． 

く
限
定
さ
れ
、
そ
の
独
自
性
は
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
基
本

示
、
数
字
の
抽
象
性
と
固
定
性
、
領
主
の
恣
意
の
制
限
、
重
層
的
収
取
閾
係

も
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

殊
性
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
に
は
兵
農
分
離
の
薩
摩
藩
的
形
態

と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
単
な
る
中
世
的
遺
制
で
は
な
い
）
の
と
同

様
で
あ
る
。

な
い
が
、
種
々
の
変
容
を
見
せ
つ
つ
も
高
次
の
意
味
で
は
共
適
の
原
理
が
形

成
さ
れ
、
こ
と
に
統
一
権
力
が
自
己
の
方
式
に
し
た
が
っ
て
強
力
に
編
制
し

後
進
の
差
違
は
あ
れ
）
一
定
段
階
の
成
熟
度
に
達
し
た
封
建
制
社
会
で
あ
っ

た
。
石
高
制
の
性
格
に
関
す
る
前
節
の
所
論
を
認
め
る
な
ら
ば
全
体
的
に
は

あ
ろ
う
。
国
制
史
的
に
言
え
ば
単
な
る
人
的
結
合
国
家
と
い
う
よ
り
は
、
む

．．．．．．．． 

し
ろ
き
わ
め
て
限
界
は
あ
る
に
せ
よ
、
領
域
国
家
が
形
成
せ
ら
れ
、
し
か
も

卓
絶
せ
る
統
一
権
力
が
一
定
限
度
に
お
い
て
全
国
支
配
を
な
し
て
い
ろ
段
陪

と
お
も
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
各
領
国
の
特
殊
性
は
単
に
土
地
支
配
の
面
の
み
で
は
な
く
、
い

ろ
ん
な
視
角
か
ら
論
ぜ
ら
れ
て
こ
そ
意
味
が
あ
ろ
う
し
、
こ
と
に
個
別
藩
政
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変
質
期
・
解
体
期
の
封
建
制
社
会
と
し
て
幕
藩
体
制
社
会
を
理
解
す
べ
き
で

て
お
り
、
い
づ
れ
の
地
域
も
（
主
導
的
に
せ
よ
、
対
応
的
に
せ
よ
、
先
進

し
た
が
っ
て
、
石
高
制
も
各
地
域
の
特
殊
性
は
充
分
諄
め
な
け
れ
ば
な
ら

あ
る
。
あ
た
か
も
薩
摩
藩
に
お
け
る
郷
士
制
度
や
麓
の
形
成
が
き
わ
め
て
特

の
排
除
、
村
請
等
々
ー
ー
に
お
い
て
は
い
づ
れ
も
揆
を
一
に
し
て
い
た
の
で



史
の
も
つ
限
界
を
超
え
る
た
め
に
は
地
域
類
型
の
設
定
を
な
す
べ
き
で
あ
ろ

う
—
ー
私
自
身
は
「
西
南
辺
境
型
領
国
に
関
す
る
一
試
論
」
を
ま
と
め
つ
つ

あ
る
。
同
様
に
瀕
戸
内
型
領
国
と
か
北
陸
型
領
国
・
・
・
等
々
を
設
定
す
べ
き
で

〔
補
論
〕

か
っ
て
高
橋
幸
八
郎
氏
が
鋭
く
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
封
建
制
社
会

は
世
界
史
の
古
典
的
な
段
階
構
成
の
視
角
か
ら
言
っ
て
、
純
粋
に
封
建
的
な

も
の
で
は
な
い
。
封
建
以
前
の
諸
規
定
・
諸
関
係
が
段
階
的
・
構
造
的
に
止

揚
き
れ
る
こ
と
な
く
、
重
畳
的
に
凝
滞
し
た
ま
ま
日
本
封
建
制
の
背
梁
を
構

成
し
て
い
る
（
近
代
社
会
成
立
史
論
、
序
言
一
四
頁
）
。
そ
の
た
め
我
々
が

古
い
側
面
ー
ー
重
畳
的
凝
滞
の
面
に
眼
を
そ
そ
ぐ
な
ら
ば
日
本
封
建
制
社
会

は
常
に
明
確
な
か
た
ち
を
以
て
成
立
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
小
稿
に
お
い

て
ふ
れ
た
在
地
土
豪
領
主
制
も
古
い
側
面
を
挙
ぐ
れ
ば
多
く
の
も
の
を
勿
論

挙
げ
得
る
の
で
あ
る
が
、
鎌
倉
期
の
地
頭
領
主
制
を
受
け
南
北
朝
の
動
乱
を

契
機
と
し
て
室
町
期
に
は
、
荘
園
制
的
残
滓
を
残
し
つ
つ
も
事
実
上
は
在
地

土
豪
に
よ
る
土
地
・
人
民
の
具
体
的
把
握
・
支
配
（
封
建
領
主
制
）
と
彼
等
の

う
。

（
一
九
六
三
・
ニ
・
一
五
）

て
幕
落
体
制
論
は
も
っ
と
歴
史
的
内
容
の
ゆ
た
か
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ

型
と
密
接
に
関
連
さ
せ
複
合
さ
せ
て
論
ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
く
し
て
、
幕
藩
体
制
の
諸
段
階
は
も
っ
と
各
地
域
類

石

高

制

に

関

す

る

二

つ

の

問

題

第
二
十
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間
の
幾
層
に
も
わ
た
る
主
従
制
・
知
行
制
が
進
む
の
で
は
な
い
か
（
そ
し
て

中
央
旧
勢
力
の
及
ば
な
い
辺
境
に
か
え
っ
て
封
建
領
主
制
の
典
型
的
な
も
の

が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
）
。
さ
ら
に
戦
国
大
名
領
国
は
封
建
領
主
制
と

し
て
は
ヨ
リ
高
次
元
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
な
お
多
く
の
在

地
土
豪
領
主
制
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
て
（
そ
の
故
に
幕
藩
体
制
へ
の
過

渡
期
と
も
言
え
る
）
、
室
町
・
戦
国
期
（
こ
と
に
そ
の
前
半
）
の
在
地
土
豪

領
主
制
を
我
が
国
封
建
領
主
制
ー
ー
‘
封
建
制
社
会
の
典
型
1
1
盛
期
と
見
て
は

い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
た
と
え
典
型
的
時
期
1
1
盛
期
が
認
め
ら
れ
な
い
で
も
、
私
は
差
支

え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
と
い
う
の
は
歴
史
の
テ
ン
ボ
の
早
さ
は

時
に
成
立
・
形
成
期
か
ら
殆
ん
ど
盛
期
を
経
な
い
ま
ま
変
質
・
解
体
期
に
突

入
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
が
国
の
特
殊
性
と
も
言

え
る
し
（
我
が
国
の
歴
史
に
は
そ
う
し
た
事
例
は
多
い
。
殊
に
外
国
の
影
響

の
強
い
時
期
に
）
、
一
方
で
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
的
事
実
を
基
礎
と
し

て
形
成
さ
れ
た
概
念
を
適
用
す
る
た
め
起
り
得
る
無
理
と
も
言
え
る
（
し
た

が
っ
て
全
く
新
し
い
概
念
を
形
成
す
る
か
、
或
は
多
少
と
も
既
存
の
概
念
の

内
容
に
弾
力
性
を
も
た
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
）
。

と
も
か
く
我
が
国
封
建
制
社
会
の
諸
段
階
を
右
の
よ
う
に
理
解
し
つ
つ
、

石
高
制
の
面
か
ら
幕
藩
体
制
社
会
を
と
り
あ
げ
て
み
た
の
で
あ
る
。
御
批
判

を
お
ね
が
い
す
る
。
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