
日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と

近
代
法
学
の
継
受

(

六

)

は
し
が
き
|
|
問
題
の
提
起
|
|

一
近
代
的
所
有
権
と
法
意
識
と
の
関
係

ニ
近
代
的
所
有
権
規
定
と
資
本
主
義
的
生
産
(
以
上
第
二
五
巻
第
三
号
〉

三
江
藤
新
平
に
よ
る
民
法
典
編
纂
と
近
代
法
学
の
継
受

四
民
法
典
編
纂
と
自
然
法
思
想
の
展
開

五
お
雇
い
外
国
人
法
学
者
に
よ
る
近
代
法
学
の
継
受
(
以
上
第
二
六
巻
第
一
号
)

六
法
学
教
育
に
も
と
づ
く
近
代
法
学
の
継
受

七
大
木
喬
任
に
よ
る
民
法
典
編
纂
と
近
代
法
学
の
継
受

八
明
治
初
年
の
近
代
法
学
継
受
の
も
つ
法
的
意
味
(
以
上
第
二
六
巻
第
二
号
)

九
山
田
顕
義
に
よ
る
旧
民
法
典
編
纂
の
完
了

一
O

所
有
権
意
識
の
法
理
論
的
根
拠
と
近
代
法
学
の
継
受
(
以
上
第
二
六
巻
第
四
号
〉

一
一
所
有
権
意
識
の
展
開
と
農
民
の
抵
抗

一
二
近
代
的
所
有
権
に
た
い
す
る
法
理
論
的
批
判

一
三
判
例
理
論
に
よ
る
農
民
の
抵
抗
の
阻
止
(
以
上
第
二
七
巻
第
一
号
)

一
四
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
と
日
本
民
法
典
論
争

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

宮

i
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澄



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受

2
0

一一

O

一
五

一
六

明
治
民
法
起
草
者
の
旧
民
法
に
た
い
す
る
見
解
と
所
有
権
規
定
の
修
E

明
治
民
法
制
定
の
社
会
・
経
済
的
条
件
〈
以
上
本
号
)

|
|
以
下
次
号
l
i

四

旧
民
法
の
所
有
権
規
定
と
日
本
民
法
典
論
争

前
項
(

所
有
権
意
識
の
展
開
と
農
民
の
抵
抗
)
の
考
察
に
よ
っ
て
、
農
民
側
の
土
地
所
有
に
た
い
す
る
闘
争
が
、
自
由
民
権
左
派
の

法
理
論
的
根
拠
づ
け
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
検
討
し
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
民
法
の
制
定
は
、
ド
イ
ツ
民
法
学
に
依

拠
す
る
法
学
説
に
よ
っ
て
、
法
理
論
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
政
治
権
力
側
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
民
法
学
説
に
よ
っ
て
、
所
有
権
規

定
の
具
体
的
内
容
を
定
式
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
農
民
側
の
所
有
権
規
定
の
法
理
論
的
根
拠
は
、
政
治
権
力
に
よ
っ
て
支
持
さ

れ
た
民
法
学
説
の
提
供
す
る
法
理
論
的
根
拠
に
よ
っ
て
、
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
所
有
権
規
定
|
|
法
的
範
噂
と
し
て
の
所
有

ー
を
問
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
所
有
権
規
定
は
特
定
の
歴
史
的
発
展
階
段
に
あ
る
社
会
構
成
体
の
物
質
的
関
係
と
し
て
の
所
有
の
、
法
イ
デ

オ
ロ
ギ

l
的
表
現
形
態
と
し
て
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
近
代
的
所
有
権
を
問
題
と
す
る
ば
あ
い
に
あ
っ
て
も
当
然
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
資
本
主
義
社
会
(
近
代
社
会
)
に
お
け
る
法
的
範
曜
と
し
て
の
所
有
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
近
代

的
所
有
権
は
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
基
礎
的
側
面
で
あ
る
生
産
手
段
に
た
い
す
る
資
本
主
義
的
所
有
と
、
生
産
そ
の
も
の
の
結
果
で

あ
る
社
会
的
生
産
物
に
た
い
す
る
私
的
所
有
と
の
、
二
つ
の
側
面
に
基
礎
的
作
用
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
近
代
的
所
有
権
が
、
私

的
n
資
本
主
義
的
所
有
の
法
制
度
的
確
認
と
し
て
、
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
ル
乱
。
近
代
的
所
有
権
は
、
か

か
る
基
本
的
認
識
に
た
っ
て
の
み
、
正
し
く
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
旧
民
法
に
あ
っ
て
は
、
所
有
権
規
定
は
た
ん
な
る
私
的
所
有
権
と



し
て
法
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
物
質
的
関
係
と
し
て
の
土
地
関
係
に
た
い
す
る
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
、
法
的
表
現
形
態
と
し
て
の
意

味
が
与
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。

K
・
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
(
第
三
巻
)
の
な
か
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

司
土
地
所
有
の
こ
の
形
態
は
次
の
こ
と
を
前
提
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
以
前
の
よ
り
方
い
土
地
所
有
形
態
の
場
合
と
同
様
に
、
農
村
人
口
が
都
市

人
口
に
比
べ
て
数
的
に
は
る
か
に
優
勢
、
だ
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
他
の
点
で
は
資
本
主
義
的
生
崖
様
式
が
支
間
的
だ
と
し
て
も
そ
れ
は
相
対
的

に
わ
ず
か
し
か
発
展
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
他
の
生
産
部
門
で
も
資
本
の
集
積
は
狭
い
限
界
の
な
か
で
動
い
て
い
て
資
本
分
散
が
優
勢
だ
と

い
う
こ
と
を
前
提
す
る
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
農
村
生
産
物
の
よ
り
大
き
い
部
分
が
そ
の
生
産
者
で
あ
る
農
民
自
身
に
よ
っ
て
直
接

的
生
活
手
段
と
し
て
消
費
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た
だ
そ
れ
を
超
え
る
超
過
分
だ
け
が
商
品
と
し
て
都
市
と
の
商
業
に
は
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
』
(
大
月
書
庄
版
マ
ル
U

エ
ン
全
集
問

σ

一
九
六
七
年
三
月
一

O
コ
二
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
ろ
。
明
治
維
新
以
後
に
あ
っ
て
も
、
ま
だ
白
本
の
農
村
が

K
・
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
所
有
権
規
定
は
私
的
所
有
権
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
明
治
維
新
以
後
の
近
代
法
学
の
継
受
に
も
と
づ
い
て
、
日
本
の
法
曹
は
、
近
代
法
学
上
の
諸
知
識
を
獲
得
し
た
。
そ
し
て
所

有
権
に
つ
い
て
も
、
権
利
一
般
と
し
て
法
学
的
思
考
を
な
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
自
己
の
も
つ
所
有
権

に
つ
い
て
の
法
理
論
が
、
現
実
の
社
会
生
活
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
規
制
的
作
用
を
果
す
か
に
つ
い
て
、
認
識
す
る
ま
で
に

は
」
主
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
現
実
の
社
会
生
活
上
の
法
的
紛
争
の
解
決
に
直
接
的
役
割
を
担
っ
た
日
本
の
法
曹

!
iこ
の
多
く
は
可

法
省
法
学
校
で
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
修
得
し
た
l
l
t
は
、
自
巴
の
修
得
し
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
京
脚
し
た
旧
民
法
が
、
当
然
に
社
会
生
活
に

お
け
る
法
的
秩
序
と
し
て
妥
当
す
る
も
の
と
思
考
し
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
所
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
原
理
を
根
拠
と

な
す
法
学
的
思
考
に
よ
っ
て
、
法
的
紛
争
を
解
決
し
て
い
く
一
般
的
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
裁
判
所
に
お
け
る
法
的
紛
争
の
具
体
的

な
処
理
|
|
判
例
l

i
は
、
先
例
性
を
身
に
ま
と
う
と
い
う
法
的
性
質
に
よ
っ
て
法
規
範
化
さ
れ
る
。
法
的
紛
争
は
判
例
の
先
例
性
に
よ

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
〉

っ
て
具
体
的
に
処
理
さ
れ
、
こ
れ
は
社
会
生
活
の
一
般
的
な
法
規
範
と
し
て
承
認
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
旧
民
法
の
内
容
と
さ
れ
、
具
体

化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
資
本
の
本
源
的
蓄
積
に
よ
ワ
て
、
物
質
的
関
係
(
生
産
諸
関
係
)
が
急
速
に
変
化
し
た
。
こ
の
生
産
諸

関
係
の
変
化
は
、
当
然
に
精
神
的
生
産
物
で
あ
る
所
有
権
規
定
の
内
容
に
瓦
映
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
物
質
的
関
係
(
生

産
諸
関
係
)
の
反
映
で
あ
り
、
法
規
範
は
支
配
的
な
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
国
家
意
思
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
生

産
諸
関
係
は
、
支
配
的
な
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
変
化
を
と
も
な
い
、
支
配
階
級
が
自
己
の
経
済
的
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
、
政
治
的
に

も
、
法
思
想
に
お
い
て
も
、
支
配
し
う
る
根
拠
を
与
え
る
た
め
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
旧
民
法
の
規
定
す

る
所
有
権
が
、
物
質
的
関
係
と
し
て
の
所
有
の
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
表
現
形
態
と
し
て
合
致
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
法
認
識
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
た
め
、

一
八
九
三
年
(
明
治
二
六
年
〉
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
旧
民
法
に
た
い
す
る
批
判
を
な
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
こ
の
旧
民
法
の
批
判
は
、
法
学
論
争
と
い
う
姿
態
を
と
り
つ
つ
展
開
し
た
。
具
体
的
に
は
一
八
九
二
年
(
明
治
二
五
年
)
五
月

の
法
学
士
会
に
よ
る
『
法
典
編
纂
ニ
関
ス
ル
法
学
士
会
ノ
意
見
』
(
星
野
通
編
著

日
本
民
法
典
論
争
資
料
集

日
本
評
論
社

一
九
七
二
年
七
月

一
四
ペ
ー
ジ
所
収
)
の
公
表
を
契
機
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
『
日
本
民
法
典
論
争
』
と
し
て
な
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
『
日
本
民
法
典
論

(
3
)
 

争
』
は
、
す
ぐ
れ
て
政
治
的
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
評
価
き
れ
る
。
こ
の
た
め
円
日
本
民
法
典
論
争
』
に
お
け
る
二
つ
の
主
張
ー
ー
ー
法

典
実
施
断
行
派
と
法
典
実
施
延
期
派
の
主
張
|
|
i
が、

ど
の
よ
う
な
法
理
的
根
拠
に
た
っ
て
、

旧
民
法
の
実
施
や
延
期
を
主
張
し
た
か

は
、
そ
れ
自
体
一
つ
の
法
学
的
研
究
の
課
題
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
『
日
本
民
法
典
論
争
』
が
、
ど
の
よ

う
な
政
治
的
意
味
と
社
会
的
役
割
を
果
し
た
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
若
干
の
研
究
を
な
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
明
治
政
府
の
上
か
ら
の
諸
政
策

|
l殖
産
興
業
政
策
に
あ
ら
わ
れ
た
ー
ー
に
よ
っ
て
、
資
本
の
本
源
的
蓄
積
が
進
行

し
、
急
激
な
資
本
主
義
的
発
展
を
と
げ
て
い
く
こ
と
が
経
済
的
土
台
と
な
っ
て
、

『
日
本
民
法
典
論
争
』

が
展
開
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る



に
止
め
て
お
く
。
こ
の
こ
と
は
、
政
治
権
力
が
一
入
九
三
年
(
明
治
二
六
年
)
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
旧
民
法
を
、
自
己
の
階
級
的
利

益
の
実
現
に
と
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
合
致
す
る
も
の
で
な
い
と
す
る
基
本
的
認
識
に
た
っ
た
か
、
り
で
あ
る
。
そ
し
て
『
日
本
民
法
典
論

争
』
は
、
こ
う
し
た
政
治
権
力
側
に
お
け
る
階
級
的
要
求
の
法
学
上
の
主
張
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
基
本
的
認
識
は
、

本
民
法
典
論
争
』
が
法
学
説
上
の
対
立
・
抗
争
と
い
う
姿
態
を
と
る
か
ぎ
り
、
不
明
確
の
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

U
V

日

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
旧
民
法
の
規
定
す
る
所
有
権
を
、
資
本
主
義
的
発
展
に
た
い
す
る
極
橋
と
な
る
と
理
解
し
た
。
こ
れ
は
旧
民
法

の
所
有
権
が
、
所
有
権
の
本
質
規
定
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
法
理
論
構
成
か
ら
、
土
地
所
有
権
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
土
地
に
た
い
す

る
た
ん
な
る
私
的
所
有
の
法
認
が
な
き
れ
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
思
考
し
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
自
己
の
階

級
的
要
求
で
あ
る
所
有
権
の
私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
の
法
認
を
可
能
と
す
る
、
法
理
論
的
構
成
を
と
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は

K
・
マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
て
い
る
。

K
・
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
(
第
三
巻
)
の
な
か
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る

『
土
地
所
有
は
一
定
の
発
展
高
度
に
達
す
る
と
、
資
本
制
生
産
様
式
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
余
計
な
そ
し
て
有
害
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う

点
で
、
そ
の
他
の
種
類
の
所
有
と
異
っ
て
い
る
』
(
青
木
文
庫
版
資
本
論
立
八
七
七
ペ
ー
ジ
〉

と
な
し
て
い
る
。
土
地
は
も
と
も
と
労
働
の
生
産
物
で
は
な
い
。
土
地
は
再
生
産
を
な
し
え
な
い
自
然
力
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
そ
れ
に
た

い
す
る
私
的
所
有
が
法
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法
的
根
拠
に
も
と
づ
い
て
土
地
所
有
者
は
な
ん
ら
生
産
上
の
機
能
を
果
し
て
い
な

い
の
に
、
剰
余
価
値
の
一
部
を
獲
得
す
る
。
こ
の
た
め
法
理
論
的
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
土
地
所
有
権
を
否
定
す
る
こ
と
に
利
誌
を

も
つ
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
資
本
主
義
生
産
の
主
要
な
生
産
物
に
た
い
す
る
私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
の
法
認
を
必
要
と
し
て
い

る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
私
的
所
有
権
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
と
と
を

K
・
マ
ル
ク
ス
は
『
剰
余
価
値
学
説
史
』

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

一
一



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

一
一
四

(叫，

Z
D丘
町
ロ
与
え
帝
ロ
宮
巾
げ
つ
詰
吋
♂
切
-
p
m
-
M
O∞
)
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
資
本
主
義
的
生
産
様
式
を
前
提
と
す
れ
ば
、
資
本
家
は
、
生
産
の
必
要
な
機
能
者
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
支
配
的
な
機
能
者
で
も
あ
る
。
こ
れ
に

反
し
て
、
土
地
所
有
者
は
こ
の
生
産
様
式
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
余
計
な
者
で
あ
る
。
こ
の
生
産
様
式
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
の
す
べ
て
は
、
土
地
が

共
有
で
な
い
と
い
う
と
と
、
土
地
が
労
働
者
階
級
に
属
し
な
い
生
産
条
件
と
し
て
彼
等
に
相
対
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
目
的
は
、
も
し
土
地
が
国
有
化
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
国
家
が
地
代
を
受
け
取
る
と
す
れ
ば
、
完
全
に
達
成
さ
れ
る
。
土
地
所
有
者
は
、
古
代
や
中
世

に
お
い
て
は
実
に
重
要
な
生
産
の
機
能
者
で
レ
め
っ
た
が
、
工
業
時
代
に
お
い
て
は
無
用
の
長
物
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
急
進
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
(
さ

ら
に
あ
ら
ゆ
る
そ
の
品
川
の
程
税
を
抑
制
す
る
こ
と
を
も
意
図
し
て
)
、
理
論
し
い
一
で
は
私
的
土
地
所
有
の
否
定
に
向
っ
て
進
み
、
そ
れ
を
、
固
有
の
形
態

に
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
、
資
本
の
、
共
有
に
し
よ
う
と
欲
す
る
。
け
れ
ど
も
実
際
に
は
そ
の
勇
気
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
あ
る
所
有
形
態

l
i労
働
条
件
の
私
的
所
有
の
一
形
態
に
た
い
す
る
攻
撃
は
、
他
の
形
態
に
と
っ
て
非
常
に
危
険
な
も
の
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え

ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
自
分
自
身
が
土
地
を
所
有
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
』
(
大
月
書
庖
版
マ
ル
H

エ
ン
全
集

m
E
四
二
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
と
っ
て
は
、
土
地
所
有
者
吋
不
労
の
地
代
所
有
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
七
七
六
年

の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が

「
詰
国
民
の
官
四
』
(
〉
仏
曲
目

ω呂
志
回
二
百
さ
g
-
5
0
H
Zと
5
口出

L
3司
・
)
の
な
か
で
も
記
述
し
て
い
る
。

A
-
ス
ミ

ス
は
そ
の
な
か
で
、

つ
-
き
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
「
土
地
が
私
有
財
産
に
な
る
や
否
や
、
地
主
は
、
労
働
者
が
そ
の
土
地
か
ら
康
出
し
た
り
収
集
し
た
り
し
う
る
ほ
と
ん
と
い
っ
さ
い
の
生
産
物
に
つ

い
て
分
け
ま
え
を
要
求
す
る
。
か
れ
の
地
代
は
、
土
地
に
使
用
さ
れ
ろ
労
働
の
生
産
物
か
ら
の
第
一
の
控
除
を
な
す
の
で
あ
る
』
(
大
内
兵
衛
・
松
川

七
郎
訳
諸
国
民
の
宮
什
岩
波
文
庫
一
九
五
九
年
六
月
一
一
一
二
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
土
地
所
有
者
は
土
地
独
占
と
い
う
事
実
に
立
脚
し
、
土
地
所
有
権
を
法
的
根
拠
と
し
て
、
社
会
的
生
産
の
発
展
に
と
も

な
っ
て
、
ま
す
ま
す
よ
り
多
く
の
剰
余
価
値
の
分
前
を
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
、
こ
う
し
て
土
地
所
有
権
は
資
本

主
義
的
生
産
を
制
限
し
、
社
会
的
生
産
力
の
展
開
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
当
然
に
、
資
本
と
土
地
所
有
と
の
間
の
闘
争

を
必
然
的
な
ら
し
め
る
。
し
か
し
、
資
本
主
義
社
会
に
あ
っ
て
は
、
資
本
主
義
的
生
産
を
持
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
終
局



的
に
土
地
に
た
い
す
る
私
的
所
有
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
資
本
と
労
働
と
の
基
本
的
対
立
の
一
定
の
段
階

に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
土
地
所
有
と
妥
協
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
ぱ
あ
い
土
地
所
有
を
所
有
権
l
l
t私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
権
1
1
1

に
包
括
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
承
認
す
る
と
い
う
法
的
構
成
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法
的
構
成
の
も
と
で
は
、
私
的
所
有
権
は
私
的

「

5
}

(
資
本
主
義
的
)
所
有
権
の
反
射
的
効
果
と
さ
れ
、
所
有
権
一
般
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
@

明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
は
、
法
形
式
か
、
り
す
れ
ば
、
資
本
主
義
的
生
産
に
と
っ
て
主
要
な
生
産
手
段
に
た
い
す
る
所
右
|
|
私
的
(
資

本
主
義
的
)
所
有
ー
ー
を
内
容
と
す
る
近
代
的
所
有
権
と
し
て
、
法
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る

Q

明
治
民
法
が
、
こ
う
し
た
生
産
手
段
所
有
制

を
と
っ
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
生
産
手
段
に
た
い
す
る
所
有
形
態
が
、
社
会
に
お
け
る
生
産
関
係
の
性
格
を
決
定
す
る
こ
と
。

そ
し
て
社
会
的
富
(
社
会
的
主
産
物
)
の
分
配
と
帰
属
と
を
決
定
す
る
こ
と
の
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
生
産
手
段
所
有
制
デ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
社
会
の
経
済
制
度
を
歴
史
的
に
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

K
・
マ
ル
ク
ス
は
一
日
資
本
論
一
一
(
第
三
巻
)
の
な
か
で
、

つ
き
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。『

と
こ
ろ
が
、
資
本
主
義
的
生
産
保
式
の
科
学
的
な
分
析
は
逆
に
次
の
よ
う
な
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
資
本
主
義
的
乍
産
様
式
は
特
別
の
種
類

の
、
独
自
な
歴
史
的
規
出
止
を
も
っ
生
産
様
式
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
他
の
す
べ
て
の
特
定
の
生
産
様
式
と
同
様
に
、
社
会
的
宅
産
力
と
そ
の
発
展

形
態
と
の
一
定
の
段
階
を
白
分
の
歴
史
的
条
件
と
し
て
前
提
し
て
お
り
、
こ
の
条
件
は
そ
れ
自
体
が
先
行
過
程
の
歴
史
的
な
結
果
で
あ
り
段
物
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
ま
た
自
分
の
与
え
ら
れ
た
基
磯
と
し
て
新
た
な
生
産
様
式
が
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
独
自
な
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
生

産
様
式
に
対
応
す
る
生
産
関
係
|
|
人
聞
が
彼
ら
の
社
会
的
生
産
過
程
に
お
い
て
、
彼
ら
の
社
会
的
生
活
の
生
産
に
お
い
て
、
取
り
結
ぶ
関
係
ー
ー

は
、
一
つ
の
独
自
な
、
歴
史
的
な
、
一
時
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
最
後
に
、
分
配
関
係
は
本
質
的
に
こ
の
生
産
関
係
と
同
じ

で
あ
り
、
そ
の
反
面
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
両
方
と
も
同
じ
歴
史
的
な
一
時
的
な
性
格
を
共
通
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
』
(
大
月
書
広
版
マ
ル

ー
エ
ン
全
集
お
b

一
一
二
一
一
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
生
産
手
段
に
た
い
す
る
所
有
権
制
度
の
法
制
的
確
立
を
め
ぐ
っ
て
、
は
げ
し
い
階
級
闘
争
が
引
き
起
さ
れ
る

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

一
一
五



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受

2
0

一
一
六

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
民
法
が
ど
の
よ
う
な
所
有
形
態
を
法
制
度
上
で
、
具
体
的
に
確
定
す
る
か
は
、
も
っ
と
も
重
大
な
関

心
事
と
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
旧
民
法
の
所
有
権
制
度
に
た
い
す
る
批
判
が
な
さ
れ
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
階
級
的
な
政
治
的

要
求
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

『
日
本
民
法
典
論
争
』

上
の
所
有
権
に
つ
い
て
の
語
学
説
は
、
階
級
的
利
益
の
実
現
の
た
め
に
、

ど
の
よ
う
に
所
有
権
が
役
立
つ
か
の
認
識
上
の
差
異
に
も
と
づ
い
て
い
た
。
そ
し
て
政
治
権
力
を
に
な
う
階
級
は
、
自
己
の
経
済
的
u

政

治
的
利
益
に
も
っ
と
も
合
致
す
る
法
学
説
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
生
産
諸
関
係
の
領
域
に
お
け
る
反
抗
を
抑
圧
す
る
た
め

に
、
こ
の
法
学
説
を
利
用
す
る
。
こ
う
し
て
法
学
説
は
、
政
治
権
力
の
経
済
的
H

政
治
的
地
位
を
、
い
っ
そ
う
強
固
な
も
の
と
す
る
た
め

に
奉
仕
す
る
と
い
う
客
観
的
役
割
を
に
な
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
『
日
本
民
法
典
論
争
』
に
お
け
る
法
学
説
が
、
所
有
権
規
定
を
ど

の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
か
を
、
明
ら
か
し
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
素
材
と
し
て
、
法
典
実
施
断
行
派
と
法
典
実
施
延

期
派
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
学
説
上
の
主
張
の
若
干
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
法
典
実
施
断
行
派
の
主
張
か
ら
検
討
し
よ
う
。
法
典
実
施
断
行
派
は
、
旧
民
法
が
ア
ラ
ン
ス
民
法
に
も
と
づ
き
、
し
た
が
っ
て
性

法
に
合
致
す
る
こ
と
を
、
学
理
的
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
た
め
、
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
(
旧
民
法
財
産
編
第
三
O
条〉

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
性
法
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
代
言
人
塩
入
太
輔
は
、

一
八
九
一
年

(
明
治
二
四
年
)
八
月
二
一
日
の
論
説
『
新
法
典
ノ
十
大
原
則
ヲ
明
ニ
ス
』
(
法
学
協
会
雑
誌
第
二
号
〉
の
な
か
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
論
及
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
:
:
:
:
我
カ
民
法
ハ
其
第
三
十
条
ニ
於
テ
所
有
権
ノ
定
解
ヲ
為
シ
タ
リ
。
日
ク
所
有
権
ト
ハ
自
由
ニ
物
ノ
使
用
収
益
及
ビ
処
分
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
云

フ
ト
、
草
案
ヲ
繕
キ
テ
之
ヲ
見
ル
ニ
其
第
一
二
十
一
条
ニ
日
ク
、
所
有
権
ハ
法
律
又
ハ
格
段
ノ
合
意
ニ
テ
定
メ
タ
ル
限
度
ト
条
件
ト
ニ
循
ヒ
一
箇
ノ
物
ヲ

最
モ
拡
張
シ
タ
ル
方
法
ニ
テ
使
用
シ
収
益
シ
及
ピ
所
分
ス
ル
自
然
ノ
権
利
ナ
リ
ト
、
今
回
発
布
セ
ラ
レ
タ
ル
民
法
一
一
ハ
自
然
ノ
権
利
ト
一
式
ヘ
ル
語
ヲ
省



キ
タ
リ
ト
雌
モ
之
ヲ
根
底
ヨ
リ
省
キ
去
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
否
ト
一
式
ブ
ニ
、
予
ハ
其
語
ヲ
省
キ
タ
ル
ニ
モ
係
ハ
ラ
ス
尚
ホ
其
意
味
ヲ
有
シ
居
ル
事
ヲ
感

知
ス
ル
ナ
リ
。
抑
々
所
有
権
ア
目
シ
テ
自
然
ノ
権
利
ナ
リ
ト
云
フ
ハ
性
法
ニ
適
シ
タ
ル
-
詰
ニ
シ
テ
比
権
利
発
生
ノ
原
理
ハ
実
ニ
人
生
ノ
天
性
ニ
基
因
ス

ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
人
々
ノ
発
生
ト
共
ニ
生
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
所
有
権
ハ
天
賦
自
然
ノ
権
利
ナ
リ
ト
一
式
フ
ベ
シ
。
ム
7

ヲ
距
ル
事
凡
ソ
百
年
前
ヨ
リ

土
地
所
有
権
ノ
正
当
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
論
弁
シ
、
或
ハ
所
有
権
ヲ
以
テ
盗
奪
一
一
係
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
云
ヒ
或
ハ
戦
争
ノ
余
波
ニ
出
テ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
云

ヒ
、
或
ハ
強
者
ノ
弱
者
ヲ
圧
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
云
ヒ
、
各
々
其
説
ヲ
渥
フ
ス
ト
難
モ
畢
意
所
有
権
ハ
性
法
ニ
適
合
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
否
ヲ
研
究
セ
ザ

ル
ニ
因
ル
ナ
リ
。
所
有
権
ト
位
法
ト
ノ
間
関
係
及
ピ
所
有
権
ト
人
生
発
達
ノ
関
係
ト
ヲ
研
究
セ
パ
、
所
有
権
ハ
正
当
ニ
シ
テ
性
法
ニ
適
合
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル

事
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
又
欧
洲
ノ
公
法
家
ニ
シ
テ
土
地
所
有
権
ハ
法
律
ヲ
倹
テ
始
メ
テ
生
ズ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
論
ゼ
ル
者
ア
リ
。
其
ノ
説
ノ
大
要
二
日
ク
、
法

律
ナ
キ
ト
キ
ハ
所
有
権
ア
リ
ト
云
フ
モ
其
権
利
ヲ
保
護
ス
ル
事
ヲ
符
ス
、
之
ア
保
護
ス
ル
事
ヲ
得
ス
ン
パ
権
利
ハ
却
チ
権
利
タ
ラ
ズ
、
十
字
ロ
権
利
ナ
シ

ト
云
ブ
ベ
シ
。
何
ト
ナ
レ
パ
権
利
ト
云
ヘ
パ
必
ズ
ヤ
他
ヲ
蒋
束
ス
ル
ノ
力
ヲ
有
セ
ズ
ン
パ
ア
ル
可
ラ
ズ
。
然
ル
ニ
他
ヲ
務
束
ス
ル
ヲ
得
ズ
ン
パ
是
レ
権

利
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
ト
。
比
ノ
説
ノ
如
キ
ハ
権
利
其
ノ
物
ト
之
ヲ
保
護
ス
ル
モ
ノ
ト
ヲ
混
同
シ
タ
ル
ト
云
フ
ベ
シ
。
其
故
如
何
ト
ナ
レ
ベ
、
法
律
ハ
権

利
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
器
具
ニ
シ
テ
権
利
ハ
其
原
因
ナ
リ
。
制
へ
パ
用
ト
実
ト
ノ
如
シ
。
立
ハ
ノ
用
ナ
キ
ガ
為
一
一
其
実
ナ
シ
ト
云
フ
可
ラ
ズ
。
其
法
律
ナ
キ
ガ

為
メ
ニ
権
利
ナ
シ
ト
一
広
フ
可
ラ
ズ
。
権
利
ハ
人
ト
共
ニ
発
生
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
只
悲
ヒ
哉
法
律
ナ
キ
ト
キ
ハ
之
ヲ
保
護
ス
ル
事
ヲ
得
ザ
ル
ノ
ミ
。
之
ヲ

換
一
マ
一
ロ
セ
パ
法
律
ハ
其
所
有
者
ノ
権
利
ヲ
創
説
ス
ル
ニ
ア
ラ
ズ
シ
一
ア
法
律
ハ
只
之
ヲ
認
知
シ
之
ヲ
供
シ
且
之
ヲ
担
保
ス
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ

a

・
:
:
・
』
(
星

野
通
編
著
民
法
典
論
争
資
料
集
一
九
六
九
年
七
月
日
本
評
論
社
一
一

0
2
一
一
一
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
@

こ
れ
に
た
い
し
て
、
法
典
実
施
延
期
派
の
主
張
は
、
主
と
し
て
旧
民
法
が
日
本
の
古
来
の
旧
慣
に
も
と
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
点
を
強

調
し
、
法
典
実
施
断
行
論
の
主
張
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
法
典
実
施
延
期
派
の
一
人
で
あ
る
江
木
哀
の
主
張
を
と
り
あ
げ
る
こ
と

号 に
す
る
。
江
木
衷
は
法
典
実
施
延
期
派
の
代
表
的
主
張
者
と
さ
れ
て
い
る
穂
積
八
束
の
論
文
『
民
法
出
デ
、
忠
孝
亡
プ
』
(
法
学
新
報
第
五

一
八
九
三
午
八
明
治
二
四
年
〉
八
月
)
の
標
題
を
つ
け
た
と
い
わ
れ
、
ま
た
法
学
新
報
の
社
説
『
法
典
実
施
延
期
意
見
h

(

法
学
新
報
第
一

一
八
九
二
年
〈
明
治
二
五
年
〉
五
H
A
〉
の
起
草
者
で
あ
る
と
さ
れ
か
7

山
ハ
日
目
。
江
木
衷
は
、

一
八
八
九
年
(
明
治
二
二
年
)
一

O
月
か
ら
同

四
手
3

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

一
一
七



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

一
一
八

年
一
二
月
に
か
け
て
、
『
法
理
精
華
』
(
第
四
巻
一
九
号
、
二
一
号
、
二
二
号
)
誌
上
で
、

(
9
)
 

批
判
』
(
同
上
)
と
い
う
論
文
を
発
表
し
た

Q

さ
ら
に
、
こ
れ
に
引
き
続
き
一
八
九

O
午
(
明
治
二
三
年
)
四
月
に
、
旧
民
法
の
財
産
編
が
公

旧
民
法
財
産
編
を
批
判
す
る
た
め
、
円
民
法
財
産
編

布
さ
れ
る
と
、
直
ち
に
こ
れ
に
た
い
す
る
批
判
的
講
義
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は

『
日
本
民
法
講
義
財
産
編
(
物
権
之
部
)
』
(
冷
灰
全
集
刊

行
会
編

冷
灰
全
集
第
三
巻

一
九
二
七
年
五
局
)
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
な
か
で
、
江
木
表
は
侶
民
法
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ

う
に
記
述
し
て
い
る
。

『
(
第
三
一
)
民
法
ノ
草
案
ポ
氏
ノ
手
ニ
成
リ
委
員
諸
氏
中
亦
ボ
氏
ノ
御
弟
子
タ
ル
モ
ノ
裕
一
ダ
多
シ
、
法
典
ノ
骨
髄
ハ
之
レ
ヲ
仏
国
法
典
一
一
取
ル
ト
殿
モ
多
少

ノ
変
更
(
改
正
ト
三
一
口
ハ
ズ
)
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
、
仏
国
法
典
た
迄
誤
謬
ノ
点
ナ
キ
モ
新
ニ
加
ヘ
タ
ル
多
少
ノ
変
更
ハ
或
ハ
ポ
氏
ノ
新

発
明
ト
称
揚
ス
ル
モ
ノ
モ
ア
ル
ベ
ケ
レ
ド
余
ハ
殆
ド
全
ク
取
ル
ニ
口
止
ラ
ザ
ル
ノ
妄
説
一
一
出
ヅ
ル
モ
ノ
ト
ナ
ス
、
全
然
仏
国
法
典
ヲ
採
用
セ
パ
或
ハ
可
ナ

リ
シ
ナ
ラ
ン
ニ
之
ニ
多
少
ノ
変
更
ヲ
加
ヘ
テ
却
ツ
テ
紛
援
ヲ
来
ス
ノ
程
ア
播
キ
タ
ル
ハ
不
幸
中
ノ
不
幸
ナ
リ
、
此
等
ノ
諸
点
ハ
余
ノ
講
義
ニ
随
ピ
追
々

諸
君
ノ
了
知
ス
ル
所
ト
ナ
ラ
ッ
、
然
レ
ド
モ
又
法
典
ノ
仏
国
法
典
二
基
キ
タ
ル
事
実
ハ
疑
ヲ
容
ル
ペ
カ
ラ
ズ
故
ニ
共
和
主
義
ノ
理
論
、
仏
国
歴
史
上
ノ

出
来
事
ニ
由
来
シ
タ
ル
法
律
「
ロ
!
マ
ン
、
カ
ト
リ
ッ
キ
」
教
ノ
精
神
及
仏
国
固
有
ノ
習
慣
等
モ
亦
我
法
典
ノ
採
用
ス
ル
所
ト
ナ
リ
シ
コ
ト
疑
ヲ
容
ル

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ベ
カ
ラ
ズ
、
蓋
シ
仏
国
法
律
ハ
仏
国
ノ
法
律
ナ
リ
片
輪
ノ
学
者
連
ガ
机
よ
ノ
議
論
一
ア
定
メ
タ
ル
杓
子
定
規
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
仏
国
法
律
ヲ
採
用
セ
ン

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ト
欲
セ
パ
一
条
一
匂
ト
雄
モ
悉
ク
之
ア
其
主
義
歴
史
一
一
鑑
ミ
国
家
的
宗
教
的
社
会
的
ノ
考
察
ヲ
下
サ
マ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
ボ
氏
ハ
仏
朗
西
共
和
国
ノ
一
一
平

民
ナ
リ
仏
国
ニ
生
レ
仏
国
ニ
長
ジ
仏
国
ノ
法
律
慣
例
ニ
支
配
セ
ラ
レ
タ
ル
人
ナ
リ
、
余
輩
ハ
氏
ニ
対
シ
之
ヲ
責
ム
ル
ノ
甚
ダ
不
可
ナ
ル
ヲ
知
ル
ト
錐

モ
、
共
和
凪
ノ
主
義
慣
例
宗
教
等
ノ
依
然
我
法
典
ニ
現
出
シ
タ
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
余
輩
ハ
氏
/
勢
力
ノ
甚
ダ
強
大
ナ
ル
ニ
驚
力
ザ
ル
ヲ
得
ズ
、
国
家
的
社

会
的
外
形
ニ
顕
ハ
レ
タ
ル
行
為
ニ
就
キ
仏
朗
西
共
和
国
ノ
法
律
ヲ
以
テ
我
日
本
帝
国
臣
民
ヲ
支
配
ス
ル
ノ
定
規
ト
ス
ル
ハ
吏
ナ
リ
、
宗
教
上
ノ
思
想
ニ

至
ル
マ
デ
「
ロ

l
マ
ン
、
カ
ト
リ
ッ
キ
」
教
旨
ヲ
以
テ
日
本
臣
民
ヲ
支
配
ス
ル
ノ
甚
シ
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
ボ
氏
ノ
勢
力
実
ニ
数
百
万
人
ノ
宣
教
師
ニ
勝
ル

事
甚
タ
大
ナ
リ
ト
謂
フ
ベ
シ
、
我
日
本
臣
民
ノ
身
体
自
由
ハ
巳
ニ
一
口

1
7
、
カ
ト
リ
ッ
キ
」
教
宗
ノ
刑
法
ヲ
以
テ
支
配
セ
ラ
レ
邦
破
翁
ノ
政
略
ニ
基

キ
タ
ル
治
罪
法
ヲ
以
テ
束
縛
セ
ラ
ル
ル
者
タ
ル
ノ
証
拠
ハ
余
ハ
京
一
一
一
刑
法
及
治
罪
法
ノ
講
義
一
一
於
テ
其
詳
細
ノ
点
ヲ
示
シ
タ
リ
、
今
ヤ
民
法
己
ニ
発
布

セ
ラ
レ
我
臣
民
ノ
財
産
人
事
モ
亦
「
カ
ト
リ
ッ
キ
」
教
旨
ノ
法
律
一
一
支
配
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
近
キ
ニ
ア
ラ
ン
ト
ス
、
余
嘗
テ
現
行
刑
法
ヲ
評
シ
テ
白
ク
「
我

帝
国
一
也
氏
ハ
知
ラ
ズ
識
ラ
ザ
ル
ノ
同
ニ
其
心
身
ヲ
挙
テ
悉
ク
「
カ
ト
リ
ッ
キ
」
教
旨
/
雲
畑
一
一
出
没
シ
了
リ
タ
リ
科
戸
ノ
神
風
モ
八
万
四
千
ノ
光
明
モ



復
タ
基
雲
焔
ヲ
如
何
セ
ン
」
ト
、
此
言
又
能
ク
之
ヲ
民
法
ニ
適
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
レ
リ
、
余
ハ
比
法
典
ヲ
講
義
ス
ル
ニ
際
シ
テ
ハ
、
此
等
ノ
事

ニ
関
ス
ル
要
旨
ヲ
摘
出
シ
テ
諸
君
一
一
明
示
ス
ル
ア
ラ
ン
、
諸
君
ニ
シ
テ
我
法
典
ヲ
解
セ
ン
ト
欲
セ
パ
菅
ニ
法
理
的
論
理
的
思
想
ト
普
通
観
念
ト
ヲ
其
脳

中
ヨ
リ
駆
逐
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
又
諸
君
ハ
日
本
帝
国
ト
帝
国
臣
民
ナ
ル
観
念
ヲ
モ
放
機
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

上
来
論
述
、
ン
タ
ル
所
ヲ
以
テ
見
レ
パ
免
ニ
モ
角
ニ
モ
新
法
典
ハ
実
ニ
有
名
ナ
ル
法
典
タ
ル
ニ
疑
ナ
シ
、
第
一
ニ
ハ
此
法
典
ヲ
発
布
シ
タ
ル
当
時
ノ
政

府
ハ
実
ニ
政
治
史
上
著
名
ナ
ル
政
府
タ
ル
点
ニ
就
テ
、
第
二
ニ
ハ
其
編
纂
者
及
ビ
編
纂
/
方
法
二
就
テ
、
第
三
ニ
ハ
其
出
来
上
リ
タ
ル
結
果
一
一
就
一
ア
之

ヲ
有
名
ナ
リ
ト
言
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
、
而
シ
テ
其
有
名
ナ
ル
丈
ソ
レ
丈
又
其
欠
点
モ
有
名
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
余
輩
ハ
之
ガ
為
メ
ニ
決
シ
テ
之
ヲ
答
ム
ル
コ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ト
甚
ダ
酷
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
要
ス
、
我
国
ノ
法
学
ハ
的
ホ
幼
稚
ナ
リ
我
国
ノ
文
化
モ
亦
甚
ダ
高
度
ニ
位
セ
ズ
、
此
時
代
ニ
於
テ
ウ
パ
全
ナ
ル
立
法
官
ヲ
得
ン
ト

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ス
ル
ハ
到
底
望
ム
ベ
キ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ズ
、
思
想
未
ダ
熟
セ
ズ
シ
テ
乳
臭
ヲ
脱
セ
ザ
ル
法
典
タ
ル
ノ
趣
ア
ル
ハ
素
ヨ
リ
怪
ム
ニ
足
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
余
輩
ハ

宜
シ
ク
法
典
一
編
纂
ノ
大
業
ヲ
完
成
シ
タ
ル
諸
土
一
六
対
シ
テ
篤
ク
故
労
ヲ
謝
シ
、
旦
ツ
比
不
完
全
ナ
ル
法
典
ヲ
シ
テ
実
際
上
円
滑
ノ
適
用
ヲ
為
サ
シ
ム
ル

ハ
実
ニ
余
輩
ヲ
捨
テ
テ
決
シ
テ
他
ニ
其
任
ニ
当
ル
モ
ノ
ナ
キ
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
否
ラ
ズ
ン
パ
則
チ
編
纂
ニ
従
事
セ
ル
諸
土
ヲ
シ
テ
我
立
法
史
上

汚
名
ヲ
千
載
ニ
流
サ
シ
ム
ル
ニ
至
ラ
ン
、
芳
名
ハ
兎
モ
角
モ
汚
名
ハ
可
成
蒙
ラ
セ
度
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
』
(
同
上
四
二
三

1
四
二
五
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
こ
の
江
木
哀
の
主
張
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
典
実
施
延
期
派
の
旧
民
法
に
た
い
す
る
論
難
は
、
旧
民
法
白
体
が
日
本

出
来
の
慣
習
に
も
と
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
は
、

そ
の
財
産
編
第
三

O
条
で
、

『
所
有
権
ト
ハ
自
由
ニ
物
ノ
使

用
、
収
益
及
ヒ
処
分
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
謂
フ
』
と
規
定
し
て
い
る
。
江
木
衷
は
こ
の
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
(
財
産
編
第
三

O
条
)
の
検
討
を

な
し
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
所
有
権

q
g℃
同
庁

S
F
H日目

E
B
E広
告
)
ハ
直
接
ニ
物
ノ
上
ニ
於
ケ
ル
一
般
ノ
権
利
ナ
リ
、
其
他
ノ
物
権
設
例
へ
パ
用
益
権
地
役
権
抵
当
権
ノ

如
キ
ハ
只
ダ
或
ル
関
係
一
一
於
ケ
ル
ノ
ミ
ノ
権
利
ニ
シ
テ
一
般
ノ
性
質
ナ
シ
、
故
ニ
現
一
一
所
有
者
ニ
属
ス
ル
使
用
収
益
ノ
権
利
広
狭
ヲ
以
テ
所
有
権
ノ
存

否
ヲ
断
ズ
ベ
カ
ラ
ズ
、
明
日
一
一
一
一
者
一
一
其
全
処
分
権
ヲ
制
限
セ
ラ
レ
タ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
所
有
懐
ナ
シ
ト
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
一
ノ
所
有
権
タ
ル
ニ
ハ
現
存
其

所
有
ノ
物
件
ニ
対
シ
テ
完
全
ノ
権
利
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
必
要
ト
セ
ズ
只
ダ
再
ピ
完
全
ノ
権
利
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
能
力
ヲ
有
ス
レ
パ
則
チ
足
レ
リ
、
抑

所
有
権
ノ
定
義
ニ
就
テ
ハ
学
者
ノ
問
多
少
ノ
異
説
ア
リ
近
世
ノ
学
者
中
ニ
モ
往
々
所
有
権
ヲ
以
テ
物
ノ
上
一
一
於
ケ
ル
無
制
限
若
ク
ハ
完
全
ノ
権
利
ト
定

解
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
、
就
中
仏
国
民
法
ノ
如
キ
ハ
所
有
権
ヲ
定
解
シ
テ
法
律
ノ
禁
制
ナ
キ
以
上
ハ
最
モ
完
全
ナ
ル
方
法
(
巴
司

E

B

B山

0
2
S
1
5

H
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

二
九



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
ハ
六
)

一
二

O

与田
C
E
O
)

一
一
於
テ
物
ヲ
利
用
シ
及
処
分
ス
ル
ノ
権
利
ナ
リ
ト
為
シ
、
完
全
ナ
ル
ヨ
リ
初
ホ
最
モ
完
全
ナ
ル
方
法
ア
ル
ベ
キ
モ
ノ
ト
セ
ル
モ
不
思
議
ナ

レ
ド
モ
元
来
此
種
ノ
定
義
ハ
其
本
原
ヲ
謀
ル
モ
ノ
タ
ル
ヲ
免
レ
ズ
、
何
ト
ナ
レ
パ
何
人
モ
知
ル
ガ
如
ク
設
例
ヘ
所
有
権
一
一
多
少
ノ
制
限
ヲ
加
ヘ
テ
之
レ

ヲ
不
完
全
ナ
ラ
シ
ム
ル
モ
勿
ホ
其
所
有
権
タ
ル
ヲ
失
ハ
ザ
レ
パ
ナ
リ
、
又
最
モ
古
代
ノ
学
者
一
一
在
リ
テ
ハ
所
有
権
内
ニ
包
含
ス
ル
各
種
ノ
権
利
ヲ
枚
挙

シ
之
ヲ
合
シ
テ
一
ノ
所
有
権
ヲ
成
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
シ
タ
レ
ド
モ
其
誤
謬
タ
ル
コ
ト
勿
論
ナ
リ
。
何
ト
ナ
レ
パ
所
有
権
中
ニ
包
含
ス
ル
諸
種
ノ
権
利
中
其

一
ヲ
欠
ク
モ
幻
ホ
所
有
権
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
レ
バ
ナ
リ
、
而
シ
テ
我
民
法
ノ
規
定
果
、
ン
テ
如
何
、
詰
君
ハ
ム
木
ダ
民
法
文
ヲ
兄
ズ
シ
テ
我
民
法
ガ
採
用
ス
ル

所
ハ
即
テ
例
ニ
依
ッ
テ
最
古
ノ
陳
腐
説
ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
推
知
セ
ン
、
財
産
篇
第
三
十
条
一
一
日
ク
「
所
有
権
ト
ハ
自
由
ニ
物
ノ
使
用
収
益
及
ヒ
処
分
ヲ
為

ス
権
利
ヲ
謂
フ
」
ト
諸
君
ハ
諸
君
ノ
推
測
甚
ダ
当
レ
ル
ヲ
喜
プ
カ
将
タ
之
レ
ヲ
恋
ム
カ
余
ハ
諸
君
ガ
今
更
一
ブ
別
ニ
喜
ピ
モ
セ
ズ
又
悲
ミ
モ
セ
ザ
ル
ヲ
歎

ズ
ル
ナ
リ
、
民
法
ガ
所
有
権
ヲ
定
解
シ
テ
物
ノ
使
用
収
益
及
ビ
処
分
ノ
権
ト
セ
ル
ハ
如
何
ナ
ル
意
義
ナ
ル
カ
法
文
通
リ
ニ
読
下
セ
パ
使
用
収
益
処
分
ノ

三
権
ヲ
以
テ
所
右
権
成
立
ノ
必
要
元
素
ト
セ
ル
モ
ノ
ト
解
セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
、
故
ニ
此
三
権
中
共
一
ヲ
欠
ク
ト
キ
ハ
己
ニ
所
有
権
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ペ
シ
、
試

ミ
ニ
余
ハ
余
ノ
所
有
ノ
家
屋
ヲ
他
人
ニ
貸
与
シ
之
レ
ヲ
使
用
ス
ル
ノ
権
ヲ
与
へ
シ
ガ
余
ハ
己
ニ
余
ノ
家
屋
ノ
所
有
者
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
、
葦
シ
斯
ク
ノ

如
キ
法
理
ハ
マ
サ
カ
ニ
我
立
法
官
ノ
採
用
ス
ル
所
-
一
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
我
国
ノ
如
キ
幼
稚
ナ
ル
民
法
ヲ
有
ス
ル
邦
国
ニ
於
テ
ハ
法
律
ノ
明
文

如
何
ニ
抱
一
ブ
ズ
法
律
起
案
者
ガ
脳
複
ニ
存
ス
ル
自
分
極
メ
ノ
思
想
ヲ
以
テ
法
文
以
外
一
一
法
文
ヲ
解
ス
ル
コ
ト
往
々
其
必
要
ヲ
発
生
ス
ル
ゴ
ト
必
ズ
シ
モ

比
一
事
一
一
止
マ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
今
日
ニ
於
ケ
ル
日
本
ノ
法
学
者
ハ
法
律
ヲ
解
釈
ス
ル
ニ
法
律
ノ
精
神
ヲ
推
及
ス
ル
ヨ
リ
寧
ロ
立
法
官
否
更
ニ
飛
ン
デ

現
ニ
法
律
ヲ
起
草
シ
タ
ル
起
案
者
ノ
脳
裡
ヲ
捜
査
ス
ル
ノ
怪
事
ニ
遭
遇
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
人
世
七
十
古
稀
ト
称
ス
起
案
者
ガ
谷
中
ノ
露
ト
消
エ
失
セ
ザ

ル
其
前
ニ
ト
テ
早
々
其
意
ヲ
承
ル
ニ
伎
用
収
益
処
分
ノ
二
一
権
中
使
用
収
益
ノ
二
権
ヲ
欠
ク
モ
処
分
ノ
権
サ
ヘ
残
リ
居
レ
パ
依
然
所
有
権
タ
ル
ニ
妨
ナ
シ

ト
ノ
事
ナ
リ
、
而
シ
テ
見
ル
ト
所
有
権
ハ
単
一
一
処
分
権
ト
云
フ
義
ナ
ル
ニ
過
ギ
サ
レ
パ
残
ル
二
権
ハ
法
又
ノ
虚
飾
ト
申
ス
ノ
外
ナ
シ
、
此
説
ヲ
聞
テ
呆

レ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
能
ク
我
ガ
民
法
ノ
価
値
ヲ
知
ル
者
ト
謂
フ
ベ
シ
、
成
程
所
有
者
ガ
他
人
ニ
其
所
有
ノ
物
体
自
身
ヲ
消
滅
ス
ル
権
ヲ
与
へ
ナ
パ
同
時
一
一
所

有
権
ヲ
譲
渡
シ
タ
ル
ガ
如
キ
ノ
外
観
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
ト
難
、
余
ハ
所
有
物
ヲ
消
滅
ス
ル
ノ
権
ヲ
他
人
ニ
与
ヘ
タ
ト
テ
何
モ
所
有
，
桁
ヲ
与
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ニ

ハ
ア
ラ
ズ
、
他
人
ハ
只
ダ
余
ガ
所
有
物
ヲ
消
滅
ス
ル
ノ
権
ア
ル
ノ
ミ
、
自
己
ノ
所
有
物
ヲ
消
滅
ス
ル
ノ
権
ニ
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
而
シ
テ
他
人
ニ
シ
テ
若

シ
其
権
ヲ
実
行
ス
レ
パ
其
物
ハ
即
チ
消
滅
シ
テ
何
人
ノ
所
有
権
ノ
目
的
タ
ル
コ
ト
モ
能
ハ
ザ
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
去
ル
ヲ
「
処
分
権
ノ
存
ス
ル
所
ハ
即
チ

所
有
権
ノ
存
ス
ル
所
ナ
リ
」
ナ
ド
ト
大
法
螺
ヲ
吹
立
ツ
ル
ハ
皮
想
学
者
ノ
定
論
ナ
リ
、
況
ン
ヤ
処
分
権
ハ
単
ニ
其
物
件
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
ノ
権
ノ
ミ
ニ

止
マ
ラ
ズ
或
ハ
之
レ
ヲ
抵
当
ト
為
シ
又
ハ
其
物
件
ニ
地
役
其
他
ノ
義
務
ヲ
負
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
等
ノ
権
ヲ
モ
包
含
ス
ル
ニ
於
テ
ヲ
ャ
、
余
若
シ
他

人
ニ
与
フ
ル
二
人
示
ガ
所
有
物
ヲ
抵
当
ト
ス
ル
ノ
権
ヲ
以
テ
セ
パ
余
ハ
他
人
一
一
余
ノ
所
有
物
ノ
処
分
権
ヲ
興
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
パ
余
ノ
所
有
権
ハ
忽
チ
消



失
シ
テ
抵
当
ト
為
ス
ノ
権
ヲ
得
タ
ル
者
ニ
移
転
ス
ベ
キ
ヤ
民
法
ノ
起
草
者
ヲ
外
ニ
シ
テ
他
ニ
之
レ
ヲ
解
ス
ル
モ
ノ
ナ
カ
ル
ベ
シ
。
』
(
向
上

四
九
九
ペ
ー
ジ
)

四
九
七

1

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
江
木
衷
は
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
(
財
産
編
第
三
O
条
)
が
、
物
に
た
い
す
る
処
分
権
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
、
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
が
、
寄
生
地
主
制
を
実
現
し
て
い
く
私
的
所
有
権
と
し
て
の
法
的
性
格
を
も
っ

て
い
る
点
に
、
江
本
哀
が
着
目
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
の
い
わ
ゆ
る
『
日
本
民
法
典
論
争
』
が
政
治
問
題
化
し
た
の
は
、

一
八
九
二
年
ハ
明
治
二
五
年
)
三
月
の
第
三
回
帝
国
議
会
に
お
い
て

で
あ
り
、
旧
民
法
の
延
期
法
案
が
審
議
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
第
三
回
帝
国
議
会
の
衆
議
院
議
員
の
職
業
別
構
成
は
、

竺
三
一
ペ
ー
ジ
)
の
よ
う
で
あ
り
、
地
主
・
富
農
が
定
員
コ

δ
O名
中
一
八
三
名
の
多
数
を
占
め
て
い
泊
。

つ
ぎ
の
表

ま
た
貴
族
院
議
員
に
あ
っ
て
は
、
多
額
納
税
議
員
制
が
と
ら
れ
、
各
府
県
ご
と
に
多
額
納
税
者
上
位
一
五
名
の
互
選
に
よ
り
、

一
名
の

多
額
納
税
議
員
を
選
出
し
、
全
国
で
四
五
名
の
議
員
が
選
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
地
主
・
富
農
が
貴
族
院
議
員
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
は
、
推
測
し
う
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
帝
国
議
会
の
具
体
的
な
議
員
構
成
の
も
と
に
、
旧
民
法
の
施
行
は
、
延

期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
〉
藤
田
勇
社
会
主
義
所
有
と
市
民
法
(
渡
辺
洋
三
編
法
と
経
済
学
陽
書
一
房
一
九
七
二
年
一

O
月
)
コ
一
O
二
ペ
ー
ジ
。

(
2
〉
中
村
吉
三
郎
明
治
法
制
史
第
三
一
輯
清
水
弘
文
堂
書
庖
一
九
六
七
年
一
一
月
四
八
ペ
ー
ジ
。

(
3
〉
宮
川
澄
旧
民
法
と
明
治
民
法
青
木
書
庖
一
九
六
五
年
一
一
月
七
四
ペ
ー
ジ
以
下
。

(

4

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
宮
川
澄
『
日
本
民
法
典
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て
』
(
立
教
経
済
学
研
究
第
五
巻
二
す

1
第
六
巻
二
号
一

九
五
一
年
)
。
こ
れ
は
後
に
明
治
史
料
研
究
連
絡
会
編
『
明
治
権
力
の
法
的
構
造
』
〈
御
茶
の
水
書
一
房
一
九
五
九
年
二
月
〉
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
宮
川
澄
『
旧
民
法
と
明
治
民
法
』
(
青
木
書
庄
一
九
六
五
年
一
一
月
〉
。
こ
と
に
七
四
ペ
ー
ジ
以
下
で
、
く
わ
し
く
取
扱
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

宮
川
澄
『
日
本
に
お
け
る
近
代
的
所
有
権
の
形
成
』
(
御
茶
の
水
書
房
一
一
九
六
九
年
一
二
月
)
で
、
検
討
し
て
い
る
の
で
、
参
照
し
て
下
さ
い
。

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
士
ハ
)



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
企
ハ
)

類

第(符1回) (符)(持)(む)第(窃5回) 第(符6回) 

地 主・農 業 144 175 183 185 146 144 

商 業 12 15 15 15 27 25 

工 業 10 8 6 7 1 2 

鉱 山 業 4 5 

銀 行 員 7 7 5 5 4 7 

三Z三f 社 員 7 8 11 11 20 15 

r国ふー. 支 60 18 1 7 2 17 

医 白r)J 3 3 5 1 4 3 

新聞・雑誌記者 20 15 16 18 8 4 

弁護人・公証人 24 21 30 24 25 25 

そ tJ) 他 5 5 5 6 13 4 

無 職 8 25 23 21 46 49 

計 300 300 300 300 300 300 

分}j1J 業軍基。〉員議院議衆

一
一一一一

1080ページ。第17次帝国統計年鑑(備考〉



(
5〉

(

6

)

 

(

7

)

 

〈

8
)

(
9〉

(
叩
〉

大
島
清
資
本
と
土
地
所
有
青
木
書
底
一
九
六
二
年
七
月
一
二
三
ペ
ー
ジ
。

穂
積
陳
重
法
典
実
施
延
期
戦
法
窓
夜
話
、
河
出
品
官
房
一
九
五
一
年
七
月
二

O
三
ペ
ー
ジ
。

未
繁
弥
次
郎
編
『
江
木
冷
灰
先
生
追
憶
談
』
の
な
か
の
花
井
卓
蔵
の
談
(
二
七
ペ
ー
ジ
)
で
あ
る
。

潮
凡
俊
隆
編
日
本
の
弁
護
士
日
本
評
論
社
一
九
七
二
年
一
一
月
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

星
野
通
編
著
民
法
典
論
争
資
料
集
日
本
評
論
社
一
九
六
九
年
七
月
二
五
ペ
ー
ジ
。

安
良
城
盛
照
地
主
制
の
展
開
遠
山
茂
樹
他
編
日
本
歴
史
問
(
近
代
3
)
岩
波
書
庖

一
O
一
ペ
ー
ジ
。

一
九
六
七
年
一
二
月

一五

明
治
民
法
起
草
者
の
旧
民
法
に
た
い
す
る
見
解
と
所
有
権
規
定
の
修
正

編
纂
が
必
要
と
な
っ
た
。
こ
の
明
治
民
法
の
起
卒
者
は
、
穂
積
陳
重
・
富
井
政
章
・
梅
謙
次
郎
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
ド
イ
ツ
民
法
第
一

こ
の
『
日
本
民
法
典
論
争
』
に
よ
っ
て
、
旧
民
法
の
施
行
は
無
期
延
期
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
新
ら
た
に
日
本
民
法
典
(
明
治
民
法
)
の

草
案
を
母
法
と
し
、
他
の
多
元
の
近
代
的
民
法
典
を
参
考
と
し
つ
つ
、
明
治
民
法
の
編
纂
が
進
行
す
る
の
で
あ
る
。
明
治
民
法
は
ド
イ
ツ

民
法
(
第
一
草
案
)
に
も
と
づ
く
と
は
い
え
、
個
々
の
内
容
に
お
い
て
は
、

(
1
u
 

れ
る
。

年
記
念
論
集

か
な
り
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
影
響
を
う
け
て
い
る
こ
と
が
み
ら

こ
の
こ
と
は
、
明
治
民
法
の
起
草
者
の
一
人
で
あ
る
栴
謙
次
郎
が
、

『
開
会
ノ
辞
及
ヒ
仏
国
民
法
編
纂
ノ
沿
革
』
(
仏
蘭
西
民
法
百

明
治
三
八
年
)

の
な
か
で
、

っ
、
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
解
る
、
た
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

『
形
式
ニ
於
テ
独
逸
民
法
ニ
類
シ
テ
居
ル
所
カ
ラ
世
間
テ
往
々
誤
ッ
テ
目
疋
ハ
専
ラ
独
逸
法
ニ
則
ッ
タ
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
イ
フ
人
モ
ア
ル
ヤ
ウ
デ
ア
リ
マ

ス
ケ
レ
ド
モ
、
実
際
決
シ
テ
サ
ウ
デ
ナ
ィ
、
矢
張
リ
独
逸
法
ト
砂
ク
モ
同
ジ
位
ノ
程
度
ニ
於
テ
ハ
仏
蘭
西
民
法
又
ハ
其
ノ
仏
蘭
西
民
法
カ
ラ
出
デ
タ
ル

所
ノ
他
ノ
法
泉
及
ビ
之
ニ
関
ス
ル
学
説
、
裁
判
例
ト
イ
フ
モ
ノ
ガ
参
考
ニ
ナ
ッ
テ
出
来
タ
モ
ノ
:
・
』
(
向
上
三

1
四
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
明
治
民
法
の
財
産
法
的
部
分
を
構
成
す
る
前
三
編
(
総
則
編
・
物
権
編
・
債
権
編
)
は
、

一
八
九
五
年
〈
明
治
二
八
年
)
の
第

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

一
一一一



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

一
二
四

九
回
帝
国
議
会
に
上
程
さ
れ
、

一
八
九
六
年
(
明
治
二
九
年
)
一
二
月
一
六
日
に
、
衆
議
院
に
お
い
て
修
正
・
議
決
さ
れ
、
さ
ら
に
同
月
二
三

日
に
貴
族
院
に
お
い
て
も
議
決
さ
れ
、

て
八
九
六
年
(
明
治
二
九
年
〉
四
月
二
七
日
に
、
『
民
法
第
一
一
編
・
第
二
編
・
第
三
編
』
(
明
治
二
九

年
法
律
第
九
八
号
)
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
ま
た
明
治
民
法
の
身
分
法
的
部
分
を
構
成
す
る
後
二
一
編
ハ
親
族
編
・
相
続
編
)
は
、

一
人
九
八
年

(
胡
治
一
三
年
〉
五
月
の
第
一
二
回
帝
国
議
会
に
上
程
さ
れ
、
同
年
六
月
一

O
日
に
可
決
さ
れ
、
同
月
二
一
日
に
『
民
法
第
四
編
・
第
五
編
』

(
同
明
治
一
一
二
年
法
律
第
九
号
)
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。

そ
し
て
、

い
づ
れ
も
付
属
法
規
と
と
も
に
『
民
法
ヲ
施
行
ス
ル
法
律
』
(
明
治
三
一
年

勅
令
第
一
二
三
号
)
に
よ
っ
て
、

一
八
九
八
年
(
明
治
三
一
年
〉
七
月
一
六
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

旧
民
法
の
所
有
権
規
定
が
、
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
に
と
っ
て
代
え
ら
れ
る
社
会
・
経
済
的
条
件
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
明
治
初

年
の
殖
産
興
業
政
策
に
も
と
づ
く
資
本
の
本
源
的
蓄
積
に
よ
っ
て
、
日
本
資
本
主
義
が
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
資
本

主
義
的
生
産
が
主
要
な
生
産
手
段
に
た
い
す
る
私
的
ハ
資
本
主
義
的
)
所
有
権
の
、
法
制
的
確
立
を
必
要
と
す
る
と
と
に
理
由
づ
け
ら
れ
て

い
る
@
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
自
身
に
と
っ
て
は
、
こ
の
私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
権
の
確
立
に
よ
っ
て
、
所
有
権
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
自
身

に
独
占
さ
れ
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
要
求
は
、
社
会
関
係
の
基
底
的
な
法
規
範
で
あ
る
日
本
民
法
典

上
の
、
所
有
権
規
定
に
反
映
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
立
場
か
、
り
す
れ
ば
、
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
i
l土
地
に

た
い
す
る
私
的
所
有
権

!
iは
、
私
的
所
有
権
を
総
括
的
支
配
権
と
し
て
観
念
的
に
把
握
す
る
た
め
、
土
地
所
有
権
の
も
つ
法
律
上
の
力

に
よ
っ
て
、
土
地
所
右
権
を
も
っ
て
い
な
い
者
に
た
い
す
る
支
配
そ
の
も
の
を
実
現
丸
山
幻
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
主
義
的
生
産
に
と
っ
て

必
要
な
土
地
を
も
っ
て
い
な
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
土
地
を
土
地
所
有
権
者
か
ら
買
い
取
り
、
白
か
ら
土
地
所
有
権
者
と
な
る
か
、
あ

る
い
は
土
地
所
有
権
者
か
ら
土
地
を
賃
借
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
地
利
用
を
な
す
以
外
に
は
、
土
地
利
用
を
な
し
え
な
か
っ
た
。
こ
れ

を
経
済
的
に
み
れ
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
よ
り
多
く
の
資
本
を
闇
定
資
本
部
分
に
投
入
す
る
か
、
あ
る
い
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
当
然



手
に
入
れ
る
べ
き
剰
余
価
値
の
一
部
分
を
、
地
代
と
い
う
形
態
で
、
土
地
所
有
者
に
引
渡
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
従
っ
て
土
地
所
有
権

は
、
資
本
主
義
的
生
産
に
と
っ
て
は
無
用
の
も
の
と
な
る
。

K
・
マ
ル
ク
ス
は
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
宗

-
Z
R
f
d
g
ュg
忌
R
骨ロ

宮
O
V
門
司
町
立
-
∞
a

H

H

)

の
な
か
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

『
資
本
主
義
的
生
産
の
立
場
か
ら
は
、
資
本
所
有
が
事
実
上
「
本
源
的
な
も
の
」
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
資
本
主
義

的
生
産
が
そ
れ
に
基
い
て
い
る
所
有
種
類
と
し
て
、
ま
た
、
こ
の
資
本
主
義
的
生
産
に
お
け
る
要
凶
お
よ
び
機
能
者
と
し
て
、
立
ち
現
わ
れ
る
の
、
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
土
地
所
有
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
土
地
所
有
は
派
生
的
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
事
実
上
近
代
的
土
地
所
有
と
い

う
の
は
封
建
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
へ
の
資
本
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
近
代
的
土
地
所

有
と
し
て
の
そ
の
形
態
で
は
、
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
資
本
主
義
的
生
原
の
結
果
だ
か
ら
で
あ
る
』
ハ
大
月
書
底
版
マ
ル

1
エ
ン
全
集

m
E

一

九
三
:
一
九
四
ペ
ー
ジ
〉

と
な
し
て
い
る
。
土
地
所
有
権
を
も
た
な
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
と
っ
て
は
、
資
本
主
義
的
生
産
の
阻
害
要
因
と
な
る
旧
民
法
の
所
有
権

規
定
の
も
つ
総
括
的
支
酎
権
l

l私
的
所
有
権
ー
ー
を
、
弱
化
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
れ
は
、
旧
民
法
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
か
ら

否
定
的
評
価
を
受
け
る
法
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
『
日
本
民
法
典
論
争
』
は
、
す
ぐ
れ
て
政
治
的
意
味
を
も
っ
た
法
典
論
争

で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

明
治
民
法
の
編
纂
に
置
接
あ
た
っ
た
の
は
、
法
典
実
施
延
期
派
に
属
す
る
者
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
は
、
明
治
民
法
の
起
草

者
で
あ
っ
た
穂
積
陳
重
・
富
井
政
章
・
梅
謙
次
郎
の
う
ち
、
宮
井
政
章
・
栴
謙
次
郎
が
い
ず
れ
も
『
日
本
民
法
典
論
争
』
に
あ
た
っ
て
、

法
典
実
施
断
行
派
に
属
し
て
い
た
事
実
に
よ
っ
て
も
、
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
明
治
民
法
が
、
ド
イ
ツ
法
学
の
多
大
の
影
響
の

も
と
に
、
編
纂
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
は
、
穂
積
陳
重
自
身
が
の
ち
に
、

一
九
二
二
年
(
大
正
二
年
)
一
月
の
論
文
『
独
逸

法
学
の
日
本
に
及
ぼ
せ
る
影
響
』
(
穂
積
重
遠
編

穂
積
陳
重
遺
文
集
第
三
巻

岩
波
書
庖

一
九
三
一
四
年
一
月
)
の
な
か
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
〉

一
二
五



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

一
二
六

べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

『
民
法
法
典
は
始
め
「
ボ
ア
ソ
ナ
i
ド
」
博
士
等
の
手
に
成
り
た
る
も
其
実
施
は
延
期
せ
ら
れ
、
新
た
に
富
井
、
梅
の
両
博
士
及
び
余
の
三
人
に
て

立
案
し
、
法
典
調
査
会
に
於
て
議
定
せ
ら
れ
た
る
が
、
此
新
民
法
は
三
十
品
開
箇
国
の
民
法
を
参
照
し
た
も
の
な
る
も
、
当
時
恰
も
独
逸
に
於
て
も
民
法

編
纂
中
に
て
、
第
一
草
案
は
既
に
公
刊
せ
ら
れ
、
第
二
草
案
も
我
民
法
起
草
中
に
発
布
せ
ら
れ
た
る
を
以
て
、
比
二
草
案
が
我
民
法
の
起
草
に
貴
重
な

る
参
考
と
な
り
た
る
は
言
を
竣
た
ず
。
我
民
法
の
編
別
は
独
逸
帝
国
民
法
に
倣
は
ざ
り
し
も
、
矢
張
り
独
逸
法
学
者
「
ヒ
ュ

i
ゴ
l
」
等
の
説
に
始
ま

り
た
る
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
、
シ
ス
テ
ム
」
を
採
用
し
た
る
に
依
り
て
観
ろ
も
、
独
逸
法
令
の
我
民
法
に
大
な
る
影
響
あ
り
た
る
を
知
る
に
足
る
ぺ
し
。

又
民
法
起
草
の
補
助
委
員
た
り
し
仁
保
、
仁
井
田
、
松
波
、
山
田
の
諸
氏
は
皆
其
前
に
独
逸
に
留
学
し
た
る
人
々
な
り
:
・
・
』
(
同
上
六
二
一

1

六
二
二
ペ
ー
ジ
)

と
述
べ
て
い
る
。
い
っ
た
い
明
治
民
法
の
起
草
者
は
、
旧
民
法
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
批
判
を
な
し
、
ど
の
よ
う
な
法
学
的
見
解
に
た

っ
て
、
、
明
治
民
法
の
編
纂
を
な
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
こ
れ
を
簡
単
に
概
観
し
て
お
き
た
い
。

稿
積
陳
重
の
見
解

起
草
者
の
中
心
と
も
い
え
る
穂
積
陳
重
は
、
前
記
の
『
独
逸
法
学
の
日
本
に
及
ぼ
せ
る
影
響
』
(
穂
積
重
遠

編

穂
積
陳
重
遺
文
集
第
一
二
巻

岩
波
書
出

一
九
三
四
年
一
月
)
の
な
か
で
つ
き
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
余
が
独
逸
国
留
学
中
に
特
に
感
じ
た
る
こ
と
二
つ
あ
り
。
茸
こ
は
独
逸
に
於
け
る
法
学
教
育
の
進
歩
が
他
の
文
明
諸
国
に
冠
絶
し
、
大
学
の
数
、

法
学
大
家
の
数
、
法
律
吉
の
数
、
欧
米
諸
国
中
一
と
し
て
之
に
比
肩
す
べ
き
も
の
な
き
こ
と
な
り
。
故
に
英
法
、
仏
法
各
其
長
所
の
採
る
べ
き
あ
る
は

一
言
宏
竣
た
ず
と
離
も
、
将
来
独
逸
法
学
を
本
邦
に
輸
入
す
る
に
非
ざ
れ
ば
本
邦
は
医
界
の
法
学
の
進
歩
に
伴
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
べ
し
と
感
じ
た
り
。
其

第
二
は
当
時
独
逸
帝
国
設
立
の
後
年
を
経
る
こ
と
未
だ
久
し
か
ら
ず
、
聯
邦
法
律
統
一
の
必
要
よ
、
憲
法
は
言
を
竣
た
ず
、
商
法
、
刑
法
、
民
刑
訴
訟

法
等
の
法
典
新
に
成
り
、
帝
国
民
法
編
纂
の
挙
あ
る
の
際
に
し
て
、
而
も
諸
法
典
は
従
来
本
邦
に
於
て
模
範
と
せ
ら
れ
た
る
仏
国
の
諸
法
典
に
比
し
新

し
き
法
理
に
基
き
て
編
纂
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
を
以
て
、
本
邦
に
於
け
る
将
来
の
立
法
の
進
歩
の
為
め
に
も
独
逸
法
学
を
輸
入
す
る
の
必
要
あ
る
べ

き
を
感
じ
た
り
o

h

(

同
上
六
一
九
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
に
も
と
づ
く
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
は
、
な
に
よ
り
も
抽
象
的
な
法
概
念
に
よ
っ



て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
所
有
権
は
所
有
権
一
般
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
資
本
主
義
的
生

産
に
と
っ
て
必
要
な
、
主
要
な
生
産
手
段
に
た
い
す
る
私
的
(
資
本
主
義
的
〉
所
有
の
法
認
l
i
i近
代
的
所
有
権
の
確
立

l
l
iを
必
要
と
す

る
。
こ
の
た
め
所
有
権
を
所
有
権
一
般
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
所
有
制
度
が
生
産
手
段
所
有
制
で
あ

る
と
い
う
本
質
を
、
陰
蔽
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
は
抽
象
的
な
法
概
念
に
も
と
づ
い
て
所
有
権
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

抽
象
的
な
も
の
が
す
べ
て
を
包
含
し
、
し
た
が
っ
て
た
ん
な
る
私
的
所
有
権
も
ま
た
法
認
さ
れ
て
い
る
と
、
論
証
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
所
有
権
規
定
の
実
際
に
果
し
て
い
る
社
会
的
権
能
に
つ
い
て
、
人
々
が
具
体
的
な
法
認
識
を
な
す
こ
と
を
、
困
難
な
ら
し
め

る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
は
、
旧
民
法
の
そ
れ
と
大
同
小
異
で
あ
り
、
法
文
上
で
は
、
私
的
所
有
権
と
し
て
の

法
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
が
、
旧
民
法
の
そ
れ
と
同
一
の
表
現
形
式
を
と
っ
て
い

て
も
、
実
際
に
は
私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
権
と
し
て
の
法
的
性
費
を
附
与
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
生
産
手
段
所

(
3
)
 

有
制
は
、
社
会
的
生
産
物
の
分
配
と
帰
属
を
決
定
す
る
、
基
本
的
h

弘
法
制
度
を
な
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
旧
民
法
の
施
行
を
め
ぐ
る
『
日

本
民
法
典
論
争
』
は
、
-
」
う
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
経
済
的
要
求
1

1

こ
れ
は
政
治
的
要
求
と
な
っ
て
し
め
さ
れ
る
1
{
|
の
実
現
の
た

め
に
、
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
臼
本
の
社
会
の
基
礎
法
を
な
す
民
法
典
の
内
容
を
な
す
、
所
有
に
た
い
す
る
法
的
秩
序
に
つ

い
て
の
、
必
要
と
さ
れ
る
所
有
制
度
確
立
の
た
め
に
必
要
な
所
有
権
規
定
を
め
ぐ
っ
て
、
政
治
的
要
求
の
反
映
と
し
て
展
開
し
た
の
で
あ

る
。
穂
積
陳
重
は
『
民
法
編
纂
』
(
法
窓
夜
話

一
九
一
五
年
〈
大
正
四
年
V

七
月
)
の
な
か
で
、
明
治
民
法
の
編
纂
に
つ
い
て
、

っ
、
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
明
治
二
十
五
年
十
一
月
法
律
第
八
号
を
以
て
明
治
二
十
九
年
十
二
月
一
二
十
一
日
ま
で
其
施
行
を
延
期
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
是
に
於
て
、
翌
年
三

月
、
内
閣
に
法
典
調
査
会
を
置
か
れ
る
こ
と
と
為
っ
た
が
、
伊
藤
総
理
大
臣
は
総
裁
と
為
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
か
ら
、
先
づ
其
始
め
に
副
総
裁
た
る

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受

2
0

一
二
七



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

一
二
八

べ
き
西
国
寺
公
望
侯
、
及
び
委
員
に
擬
せ
ら
れ
た
る
箕
作
麟
祥
博
士
を
始
め
、
数
名
の
法
律
家
を
永
田
町
の
官
邸
に
招
い
て
大
体
の
方
針
を
諮
問
せ
ら

れ
た
。
其
時
我
輩
が
伊
藤
伯
の
命
に
依
っ
て
上
申
し
た
法
典
調
査
に
関
す
る
方
針
意
見
書
の
大
体
は
、
ハ
一
)
民
法
の
修
正
は
、
根
本
的
改
修
な
る
べ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

き
こ
と
、
(
二
)
法
典
の
体
裁
は
パ
ン
デ
ク
テ
ン
式
を
採
用
し
、
サ
キ
ソ
ン
民
法
の
編
別
に
拠
る
べ
き
こ
と
、
合
一
)
編
纂
の
方
法
は
分
担
起
草
、

、
、
、
、
、
、
、

令
静
止
肘
動
と
す
る
こ
と
、
(
四
)
委
員
は
主
査
委
員
中
に
起
草
委
員
、
整
理
委
員
を
置
き
、
起
草
委
員
は
一
人
一
一
編
を
担
任
し
、
総
則
編
及
び
法
例
は

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

之
を
兼
担
す
る
こ
と
を
得
る
こ
と
、
(
五
)
各
起
草
委
員
に
補
助
委
員
を
附
す
る
こ
と
、
(
六
)
委
員
に
は
各
学
派
は
勿
論
弁
護
士
・
実
業
家
等
を
加

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ふ
べ
き
こ
と
、
(
七
)
議
案
は
事
務
に
関
す
る
議
案
、
大
体
方
針
に
関
す
る
議
案
及
び
法
規
正
文
の
議
案
の
三
種
に
分
つ
べ
き
こ
と
等
で
あ
っ
た
。

我
等
が
分
担
起
草
案
を
提
出
し
た
の
は
、
民
法
の
延
期
は
僅
々
三
ヶ
年
の
短
期
間
で
あ
っ
て
、
其
問
に
民
法
の
全
部
を
根
本
的
に
改
修
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
勢
い
割
普
請
の
方
法
に
依
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
が
故
に
、
ド
イ
ツ
帝
国
民
法
等
の
例
に
倣
ひ
、
一
一
編
毎
に
一
人
の
起
草
委
員
を
置

い
て
、
之
を
し
て
総
会
で
定
め
た
方
針
と
、
各
起
草
委
員
の
協
定
し
た
方
法
と
に
依
っ
て
原
案
を
作
ら
し
め
、
而
し
て
特
に
鋭
利
明
断
な
る
頭
脳
を
有

し
、
而
か
も
注
意
細
密
な
る
委
員
を
選
ん
で
整
理
委
員
と
為
し
、
之
を
し
て
各
起
草
委
員
の
立
案
せ
る
原
案
を
調
和
整
理
す
る
の
任
に
当
ら
し
む
べ
き

も
の
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
、
富
井
博
士
は
此
点
に
付
い
て
始
め
よ
り
民
法
の
起
草
及
び
議
定
を
三
年
間
に
了
は
る
の
不
可
能
な
る
こ
と
を
知

り
、
ふ
払
一

b
串
か
か
あ
に
依
り
、
三
人
の
起
草
委
員
を
し
て
協
議
立
案
せ
し
め
、
法
典
の
主
義
、
体
裁
、
文
章
用
語
の
一
貫
を
期
す
べ
き
も
の
と
し
、

法
典
の
編
纂
を
急
ぐ
は
不
可
な
り
、
若
し
必
要
な
る
と
き
は
民
法
の
再
延
期
を
為
す
も
可
な
り
と
の
意
見
を
有
し
、
分
担
起
草
案
に
対
す
る
修
正
案
を

提
出
せ
ら
れ
た
が
、
伊
藤
総
裁
も
其
意
見
を
採
用
し
、
富
井
、
梅
の
両
君
及
び
我
輩
の
三
人
に
起
草
委
員
を
命
じ
、
仁
井
田
益
太
郎
、
仁
保
亀
松
、
松

波
仁
一
郎
の
三
博
土
を
民
法
起
草
の
補
助
委
員
に
、
山
田
三
良
博
士
を
法
例
起
草
の
補
助
委
員
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

か
く
し
て
、
民
法
草
案
は
明
治
二
十
六
年
五
月
十
二
日
よ
り
二
十
八
年
の
末
に
至
る
ま
で
、
会
議
を
重
ぬ
る
こ
と
百
五
十
八
回
に
し
て
、
総
則
、
物

権
及
び
債
権
の
三
一
一
編
を
議
了
し
、
二
十
九
年
一
月
に
第
九
回
帝
国
議
会
に
提
出
せ
ら
れ
、
議
会
で
は
一
ケ
条
の
追
加
と
些
少
の
修
正
と
を
加
へ
て
之
を

可
決
し
、
同
年
四
月
法
律
第
八
十
九
号
と
し
て
右
三
編
を
公
布
し
た
』
(
向
上
二

O
九

l
二一

0
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。

(2) 

富
井
政
章
の
見
解

富
井
政
章
は
『
日
本
民
法
典
論
争
』
に
お
い
て
直
接
論
文
を
発
表
し
て
い
な
い
。
し
か
し
明
治
民
法
の
起

草
者
の
一
人
で
あ
る
梅
謙
次
郎
な
ど
と
共
に
、
『
明
法
会
』
(
明
治
二
五
年
三
月
)
を
創
設
し
て
い
る
。
こ
の
『
明
法
会
』
は
機
関
認
で
あ
る

. 



『
明
法
誌
叢
』
(
明
治
二
五
年
三
尽
に
一
号
発
行
)
に
よ
っ
て
、
法
典
実
施
断
行
を
主
張
す
る
諸
論
文
を
発
表
し
て
い
る
の
で
、
法
典
実
施
断

行
派
に
属
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
富
井
政
章
は
一
九

C
一
二
年
(
明
治
三
六
年
〉
二
月
に
刊
行
し
た
『
民
法
原
論
』
(
有
斐
閣
)
の
な

か
で
、

『
日
本
民
法
典
論
争
』
に
お
け
る
旧
民
法
批
判
の
要
旨
を
整
理
し
、

」
れ
ら
の
批
判
が
政
治
的
な
も
の
で
あ
り
、
明
治
民
法
の
制

定
そ
の
も
の
が
政
治
上
の
必
要
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
是
ヨ
リ
先
キ
法
典
発
布
将
ニ
近
キ
ニ
花
一
ブ
ン
ト
ス
ル
ヤ
一
部
ノ
法
学
者
ハ
我
国
今
日
ノ
如
キ
百
事
改
造
ノ
時
期
一
一
際
シ
遂
一
一
法
典
ヲ
編
纂
ス
ル
ノ

困
難
旦
危
険
ナ
ル
コ
ト
ヲ
痛
一
言
シ
刻
下
焦
眉
ノ
急
ア
ル
モ
ノ
ニ
限
り
暫
ク
単
行
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
シ
法
典
会
部
ノ
完
成
ハ
民
情
風
俗
ノ
粉
々
定
マ
ル

ヲ
倹
テ
予
メ
草
案
ヲ
発
表
シ
テ
汎
ク
公
衆
ノ
批
評
ヲ
徴
シ
徐
々
ニ
修
正
ヲ
加
へ
以
テ
其
大
成
ヲ
期
ス
へ
シ
ト
ノ
意
見
ヲ
公
表
シ
大
二
世
人
ノ
注
意
ヲ
惹

起
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
ハ
同
明
治
二
十
二
年
五
月
学
土
会
意
見
書
)
而
シ
テ
翌
年
民
法
、
商
法
等
ノ
発
布
セ
ラ
ル
ル
ヤ
学
者
、
政
治
家
等
ノ
同
ニ
之
ヲ
非
難

ス
ル
者
益
々
多
ク
其
実
施
ノ
期
漸
ク
返
ツ
ク
ニ
当
リ
延
期
修
正
ノ
議
沸
然
ト
シ
テ
起
リ
遂
一
一
法
律
案
ト
為
リ
テ
第
三
帝
国
議
会
一
一
現
レ
議
院
ノ
内
外
ヲ

問
ハ
ス
延
期
及
ヒ
断
行
ノ
両
論
者
間
一
一
我
立
法
史
上
未
曽
有
ノ
一
大
争
議
ヲ
開
ク
ニ
至
レ
リ
而
シ
テ
延
期
案
ハ
数
日
間
ノ
討
議
ヲ
経
テ
両
院
ノ
可
決
ス

ル
所
ト
為
リ
遂
ニ
明
治
二
十
五
年
十
一
月
法
律
第
八
号
ヲ
以
テ
民
法
ノ
全
部
ハ
商
法
、
法
例
其
他
ノ
附
属
法
卜
共
ニ
修
正
ヲ
行
フ
為
メ
明
治
一
一
十
九
年

十
二
月
三
十
一
日
マ
テ
其
施
行
ヲ
延
期
ス
ル
旨
ヲ
公
布
セ
ラ
レ
タ
リ
。

当
時
民
法
修
正
ノ
為
メ
ニ
其
実
施
ヲ
延
期
ス
ヘ
キ
理
由
ト
シ
テ
唱
ヘ
ラ
レ
タ
ル
事
項
ヲ
挙
レ
ハ
凡
ソ
左
ノ
如
シ

ハ
一
〉
民
俗
慣
習
ニ
惇
一
反
セ
ル
条
条
多
キ
コ
ト

つ
一
)
仏
、
伊
両
民
法
ヲ
模
範
ト
ス
ル
ニ
止
マ
リ
回
以
モ
進
歩
セ
ル
近
来
ノ
立
法
例
及
ヒ
学
説
ヲ
参
考
セ
ス
従
テ
理
論
上
非
難
ス
ヘ
キ
規
定
多
キ
コ
ト

ハ
一
号
商
法
ト
ノ
閣
係
宣
キ
ヲ
得
サ
ル
コ
ト
即
チ
商
法
ハ
民
法
ト
起
案
者
ヲ
異
ニ
シ
末
タ
民
法
ノ
編
纂
セ
ラ
レ
サ
ル
時
一
一
制
定
セ
ラ
レ
タ
ル
独
逸
商

法
ヲ
模
範
ト
シ
タ
ル
為
メ
民
法
ト
重
複
又
ハ
抵
触
セ
ル
幾
多
ノ
規
定
ヲ
包
合
シ
立
法
ノ
統
一
ヲ
欠
ケ
ル
コ
ト

(
四
)
包
括
的
規
定
ヲ
置
カ
ス
主
ト
シ
テ
格
段
ナ
ル
場
合
ヲ
規
定
シ
タ
ル
為
メ
条
文
繁
雑
ヲ
極
メ
重
複
、
抵
触
殊
ニ
欠
漏
多
キ
コ
ト

ハ
五
)
私
法
及
ヒ
実
体
法
ノ
領
域
ヲ
厳
守
セ
ス
シ
テ
公
法
及
ヒ
手
続
法
ニ
属
ス
ル
彩
多
ノ
規
定
ヲ
載
セ
タ
ル
コ
ト

2
0
定
義
、
説
明
、
引
例
等
不
必
要
ナ
ル
無
数
ノ
事
項
ヲ
掲
ケ
之
カ
為
条
文
一
史
ニ
繁
雑
ヲ
加
へ
且
法
典
ノ
体
裁
ヲ
失
セ
ル
コ
ト

(
七
〉
法
文
一
般
ニ
献
訳
体
ニ
過
キ
明
瞭
ヲ
欠
ク
所
多
キ
ゴ
ト
:
:
:
民
法
編
纂
ハ
法
例
、
商
法
其
他
附
属
法
ノ
制
定
ト
共
一
一
明
治
昭
世
ノ
一
大
事
業

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

一
二
九



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

一
三

O

ニ
シ
テ
政
府
ハ
多
年
大
ニ
之
ヲ
尽
力
シ
以
テ
其
成
功
ヲ
企
図
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
見
ル
ヘ
シ
今
ヤ
憲
政
ノ
下
ニ
於
テ
議
会
ノ
協
賛
ヲ
経
テ
其
公
布
ヲ
見

タ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ハ
時
勢
一
一
因
ル
ト
共
ニ
共
久
シ
キ
経
営
ノ
結
果
一
一
外
ナ
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
認
ム
ヘ
キ
ナ
リ
然
リ
ト
踏
モ
法
律
学
ノ
進
歩
宋
タ
充
分

ナ
ラ
サ
ル
現
時
ニ
於
テ
短
期
間
ニ
此
ノ
如
キ
立
法
事
業
ノ
成
リ
タ
ル
ハ
主
ト
シ
テ
政
治
上
ノ
必
要
ニ
原
因
セ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
忘
ル
ヘ
カ
ラ
ス

今
後
学
理
研
究
ノ
進
ム
ト
共
ニ
経
験
ノ
益
々
加
ハ
ル
ニ
従
ヒ
数
多
ノ
不
備
欠
点
ア
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
他
日
更
一
二
大
改
正
ア
必
要
ト
ス
ル
時
期
ノ

到
達
ス
ヘ
キ
コ
ト
ハ
確
信
シ
テ
疑
ハ
サ
ル
所
ナ
リ
』
(
向
上
改
訂
増
補
版
六
七

t
七
一
ペ
ー
ジ
〉

と
な
し
て
い
る
。

(3) 

梅
謙
次
郎
の
見
解

明
治
民
法
の
起
草
者
の
い
ま
一
人
で
あ
っ
た
梅
謙
次
郎
は
、
富
井
政
孝
と
同
じ
く
『
明
法
会
』
の
設
文
者

で
あ
る
。

こ
の
た
め
『
日
本
民
法
典
論
争
』
に
あ
っ
て
は
、

法
典
実
施
断
行
派
に
属
し
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

そ
し
て
一
八
九

二
年
(
明
治
二
五
年
)
五
月
に
『
法
政
ハ
実
施
意
見
』
(
明
法
誌
叢
第
三
一
号

明
治
二
五
年
五
月
二
一
員
〉
が
一
発
表
し
た
。
ミ
の
論
文
の
な
か
で
、
所

有
権
(
旧
民
法
草
案
財
産
編
第
一
二

O
条
)
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
臼
ク
財
産
編
第
三
十
条
一
一
ハ
法
律
、
合
意
又
ハ
遺
ニ
一
一
口
コ
ノ
以
テ
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
所
有
権
ヲ
駅
間
限
ス
ル
ゴ
ト
ヲ
得
ス
ト
日
へ
リ
是
レ
警
察
権
/
行
用

ヲ
縮
小
シ
行
政
命
令
権
ヲ
麻
痔
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
論
者
請
フ
憲
法
第
二
十
七
条
ヲ
読
メ
「
日
本
臣
民
ハ
其
ノ
所
有
権
ヲ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
公
益
/
為

必
要
ナ
ル
処
分
ハ
法
律
/
定
ム
ル
所
ニ
依
ル
」
ト
日
ヘ
ル
ニ
非
ス
ヤ
故
一
一
若
シ
警
祭
権
ノ
作
用
ヲ
以
テ
所
有
権
ヲ
制
限
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
日
ハ
ハ
是
レ

民
法
ノ
規
定
ヲ
以
テ
憲
法
ヲ
粉
更
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
極
一
寸
一
口
ス
ル
ハ
我
輩
兵
意
ヲ
解
ス
ル
二
十
一
白
シ
ム
ナ
リ

論
者
ハ
又
財
産
一
線
第
六
十
五
条
ニ
「
用
益
者
ハ
用
益
地
ニ
於
テ
狩
猟
及
ヒ
捕
漁
ヲ
ナ
ス
権
利
ヲ
有
ス
L

ト
日
ヘ
ル
ヲ
尤
メ
テ
此
規
定
一
一
シ
テ
公
力
ヲ

生
ゼ
シ
乎
職
猟
、
遊
猟
ノ
制
ハ
廃
セ
ラ
レ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
絶
叫
セ
リ
是
レ
大
ナ
ル
見
当
違
ト
謂
ハ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
本
条
ハ
単
一
一
虚
有
者
ト
用
益
者

ト
ノ
権
利
ノ
分
界
ヲ
一
ホ
ス
ニ
過
キ
サ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
所
右
者
カ
狩
猟
及
ヒ
捕
漁
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
範
圏
内
ニ
於
テ
用
益
者
ハ
同
一
人
ノ
権
利
ヲ
宥
ス
ヘ

キ
コ
ト
ヲ
規
定
セ
ル
ニ
過
キ
ス
現
行
法
ニ
拠
ル
モ
池
中
ノ
魚
ヲ
絢
シ
銃
器
以
外
ノ
器
具
ヲ
以
テ
所
有
地
上
ヲ
飛
朔
セ
ル
烏
ヲ
捕
フ
ル
カ
如
キ
ハ
固
ヨ
リ

所
有
者
ノ
権
内
ニ
在
リ
而
シ
テ
用
益
権
ア
ル
場
合
ニ
於
一
ア
ハ
固
定
レ
用
益
者
ノ
権
利
ニ
属
ス
ト
云
ア
ニ
外
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
』
ハ
星
野
通
編
著
民
法
典
論

争
資
料
集
日
本
評
論
社
一
九
六
九
年
七
月
一
一
三
八
ペ
ー
ジ
)



と
な
し
て
い
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
明
治
民
法
の
起
草
者
達
が
、
所
有
権
規
定
の
起
草
に
あ
た
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
統
一
的
見
解
に
た
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
こ
と
を
知
り
う
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
八
九
六
年
〈
明
治
二
九
年
)
の
第
九
回
帝
国
議
会
に
提
出
し
た
『
民
法
修
正

理
由
』
(
民
法
修
正
案
理
由
主
国

第
二
一
編
物
権
第
三
章
所
有
権
〉
の
な
か
で
、
所
有
権
の
修
正
理
由
と
し
て
、

つ
ぎ
の
諸
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

宍
理
由
)
本
章
ハ
既
成
法
典
財
産
一
線
第
一
部
第
一
章
一
一
当
レ
リ
然
レ
ト
モ
其
規
定
ノ
範
囲
ニ
至
リ
テ
ハ
二
者
大
ニ
相
同
シ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
左
ニ

之
ヲ
列
叙
セ
ン

一
、
本
案
ニ
於
テ
ハ
第
一
節
ニ
所
有
権
ノ
限
界
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
置
キ
所
有
者
ハ
如
何
ナ
ル
範
囲
内
ニ
於
テ
其
権
利
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
カ
ヲ
明
カ
ニ
シ
以

、
、
、
、
、
、

テ
暗
一
一
所
有
権
ノ
定
義
ヲ
示
セ
リ
而
シ
テ
従
来
法
律
上
ノ
地
役
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ハ
畢
意
法
律
ヲ
以
テ
或
ル
土
地
ノ
所
有
権
ヲ
保
護
セ
ン
カ
為
ニ
他
/

土
地
ノ
所
有
権
/
範
囲
ヲ
縮
少
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
之
ヲ
特
別
ノ
物
権
ト
シ
テ
視
ン
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
法
律
ヲ
以
テ
所
有
権
/
限
界
ヲ
定

メ
タ
ル
モ
ノ
ト
視
ル
ヲ
妥
当
ナ
リ
ト
信
シ
本
案
ハ
独
、
瑞
、
蘭
、
一
モ
ン
テ
子
グ
ロ
一
等
/
法
律
一
一
倣
ヒ
テ
之
ヲ
本
章
一
一
規
定
シ
タ
リ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

二
、
既
成
法
典
財
産
編
第
四
十
一
条
ニ
ハ
所
有
権
ハ
本
編
及
ヒ
財
産
取
得
編
ニ
記
載
シ
タ
ル
原
因
及
ヒ
方
法
一
一
依
リ
之
ヲ
保
存
シ
及
ヒ
転
付
ス
ト
ノ
旨

ヲ
掲
ク
ル
ト
難
モ
本
案
ニ
於
一
ア
ハ
既
一
一
物
権
編
総
則
中
ニ
物
権
取
得
ノ
原
則
ヲ
定
メ
(
一
七
七
、
一
七
八
、
一
七
九
)
既
成
法
典
ノ
如
ク
別
一
一
特
別

ノ
取
得
方
法
ヲ
規
定
ス
ル
財
産
取
得
編
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
置
カ
ス
物
権
ノ
取
得
ニ
関
ス
ル
規
程
ハ
之
ヲ
物
権
編
中
ニ
掲
ケ
其
主
ト
シ
テ
人
権
ノ
取
得
ニ
関

ス
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
人
権
編
中
ニ
掲
ク
ル
コ
ト
ト
セ
ル
ヲ
以
テ
先
占
添
附
等
ノ
如
キ
所
有
権
ノ
取
得
ニ
特
別
ナ
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
本
章
中
ニ
掲
ク
ヘ
キ
コ

ト
ト
セ
リ
是
レ
特
ニ
第
二
節
ヲ
置
キ
テ
所
有
権
ノ
取
得
ト
題
シ
タ
ル
所
以
ナ
リ
〔
以
下
略
〕
』
(
同
上
一
ペ
ー
ジ
)

『
第
一
節
所
有
権
ノ
限
界

(
理
由
)
本
節
中
ニ
ハ
所
有
者
ノ
権
利
ヲ
掲
ケ
兼
子
テ
所
謂
法
律
上
ノ
地
役
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
規
定
セ
リ
其
理
由
ハ
既
ニ
章
首
ニ
於
テ
之
ヲ
陳
ヘ
タ
ル
ヲ

以
テ
復
怒
ニ
賛
セ
ス

第
弐
百
八
条
所
有
者
ハ
法
令
ノ
制
限
内
ニ
於
テ
自
由
ニ
其
所
有
物
ノ
使
用
、
収
益
及
ヒ
処
分
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
有
ス

(
理
由
〉
本
条
ハ
財
産
編
第
三
十
条
ニ
左
ノ
修
正
ヲ
施
コ
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

一
、
定
義
ノ
体
裁
ヲ
捨
テ
規
定
ノ
実
体
ヨ
リ
シ
テ
所
有
権
ノ
何
タ
ル
ヲ
知
ラ
シ
ム

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

一一一



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

一
一一一一

二
、
原
文
第
二
項
ニ
ハ
所
有
権
ハ
法
律
又
ハ
合
意
又
ハ
遺
言
ヲ
以
テ
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
制
限
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
ト
シ
恰
モ
所
有
権
ハ
本
来
無
制
限

ノ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
法
律
又
ハ
合
意
ヲ
以
テ
特
ニ
之
ヲ
制
限
ス
ル
カ
如
キ
意
ヲ
表
セ
リ
然
レ
ト
モ
元
来
権
利
ノ
範
囲
ハ
総
テ
法
律
ニ
依
リ
定
マ
リ
只
法
律

ノ
制
限
内
ニ
於
テ
ノ
ミ
存
在
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
所
有
権
ト
雄
モ
亦
此
性
質
ノ
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
ス
唯
所
布
権
ハ
各
種
/
権
利
中
最
モ
広
旦

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

大
ナ
リ
ト
イ
フ
ニ
過
キ
サ
ル
耳
故
一
一
本
栄
一
一
於
テ
ハ
法
令
ノ
制
限
内
ニ
於
テ
自
由
ニ
云
々
ト
日
ヒ
以
テ
比
義
ヲ
明
カ
ニ
セ
リ

三
、
原
文
ニ
ハ
法
律
ト
ア
リ
タ
ル
ヲ
法
令
ト
改
メ
タ
ル
ハ
往
々
警
察
命
令
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
以
テ
所
有
権
ノ
作
用
ヲ
制
限
ス
ル
ノ
必
要
ア
ル
ヘ
キ
カ
故
ナ

リ
或
ハ
単
一
一
法
律
ト
臼
フ
モ
解
釈
一
一
拠
リ
テ
英
中
ニ
法
律
命
令
ノ
二
者
ヲ
包
含
セ
シ
ム
ル
ヲ
得
レ
ト
モ
既
ニ
憲
法
一
一
於
テ
法
律
ナ
ル
語
一
二
定
ノ
意

義
ヲ
附
シ
タ
ル
以
上
ハ
此
二
者
ハ
成
ル
ヘ
ク
明
カ
ニ
之
ヲ
区
別
ス
ル
ゴ
ト
ヲ
要
ス
草
案
ニ
ハ
初
メ
法
律
令
色
〉
ト
ノ
ミ
云
ヒ
タ
リ
シ
カ
民
法
発
布

後
ニ
改
版
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
法
令
。
回
目
C
H
a
-
g
品開
H
O
B
g
Z
)
ト
改
メ
オ
レ
リ

四
、
合
意
又
ハ
遺
一
言
ヲ
省
キ
タ
ル
ハ
他
ナ
シ
合
意
又
ハ
遺
言
ヲ
以
テ
所
有
権
ヲ
制
限
ス
ル
ハ
畢
怠
所
有
者
カ
其
所
有
物
ヲ
使
郎
、
収
益
又
ハ
処
分
ス
ル

ノ
方
法
ニ
過
キ
サ
レ
ハ
ナ
リ

既
成
法
典
財
産
編
第
三
十
一
条
乃
第
三
十
三
条
ノ
規
定
ハ
土
地
収
用
法
其
他
ノ
法
令
ニ
凶
リ
テ
自
カ
ラ
明
カ
ナ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
一
ア
特
ニ
之
ヲ
民
法

ニ
掲
ク
ル
ノ
要
ナ
ク
旦
之
ヲ
掲
ク
ル
ト
キ
ハ
却
テ
他
ニ
不
便
ヲ
醸
ス
ル
ノ
虞
ア
ル
ヲ
以
テ
此
等
ノ
条
文
ハ
総
テ
之
ヲ
削
除
セ
リ

同
編
第
三
十
六
条
ノ
規
定
ハ
占
有
権
及
ヒ
時
効
ニ
関
ス
ル
規
定
ニ
因
リ
テ
自
カ
ラ
明
カ
ナ
ル
カ
故
ニ
亦
之
ヲ
削
除
セ
リ
』
〈
同
上

一一一

1
四
ペ
ー
ジ
)

と
し
て
い
る
。

修
正
条
文
は

『
所
有
者
ハ
法
令
ノ
制
限
内
ニ
於
テ
白
白
ニ
其
所
有
物
ノ
使
用
、

収
益
及
ヒ
処
分
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
有
ス
』

(
第
二
一
編
物
権
第
二

O
六
条
)

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
『
民
法
中
修
正
案
』
の
叫
第
二
編
・
物
権
編
』
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
民
法
第
一
一
編
・

第
二
編
・
第
三
編
と
と
も
に
、
第
九
回
帝
国
議
会
に
一
括
上
程
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

一
八
九
五
年
(
明
治
二
八
年
〉
二

月
二
八
日
の
衆
議
院
第
一
読
会
に
お
い
て
、
山
田
泰
造
議
員
か
ら
質
疑
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
た
い
し
て
梅
謙
次
郎
が
つ
、
ぎ
の
よ
う
に

加
合
え
て
い
る
。

『
O
山
田
泰
造
君
第
二
百
六
条
は
矢
張
所
有
権
の
註
解
講
釈
を
為
せ
し
に
過
ぎ
ず
今
迄
多
く
斯
か
る
こ
と
は
避
け
あ
る
が
矢
張
り
是
は
必
要
な
る

か
所
有
権
は
使
用
権
、
収
益
権
等
を
有
す
る
は
一
般
に
極
り
も
の
な
ら
ず
や



O
梅
謙
次
郎
君
蕊
に
書
き
あ
る
事
柄
は
左
迄
議
論
あ
る
こ
と
に
非
ざ
る
や
知
ら
さ
れ
ど
も
権
利
の
幅
と
云
ふ
も
の
は
法
律
で
極
ま
る
も
の
に
て
後
の

地
上
権
永
小
作
権
等
も
皆
其
権
利
の
性
質
が
分
る
や
う
に
法
文
が
置
き
あ
り
物
権
の
内
尤
重
な
る
所
有
権
の
性
質
を
掲
け
置
か
ず
ん
ば
幾
分
か
体
裁
上

不
完
全
な
る
嫌
も
あ
る
ヘ
し
旦
「
法
令
の
制
隈
内
に
於
て
自
由
に
其
所
有
物
の
」
云
々
と
云
う
こ
と
に
付
て
は
多
少
の
議
論
も
あ
る
事
柄
な
る
べ
け
れ

ば
兎
に
角
蕊
に
斯
の
如
き
こ
と
明
確
に
示
し
置
き
て
所
有
権
の
幅
が
矢
張
り
、
法
令
の
制
限
で
極
ま
る
併
な
が
ら
制
限
内
に
於
て
は
是
よ
り
広
き
権
利

は
あ
ら
ず
と
云
う
こ
と
を
叩
明
ら
か
に
せ
し
迄
な
り
』
(
修
正
法
典
質
疑
要
録
一

O
二
ペ
ー
ジ
)

と
し
て
い
る
。
梅
謙
次
郎
は
所
有
権
が
無
制
限
な
も
の
で
は
な
く
、
法
令
の
制
限
内
に
お
い
て
の
み
、
総
括
的
支
配
権
と
し
て
認
め
ら
れ

る
も
の
だ
と
強
一
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
所
有
権
の
も
つ
私
的
(
資
本
主
義
的
〉
所
有
権
と
し
て
の
二
重
の
法
的
性
格
|
|
私
的
所
有
権
と
資

本
主
義
的
所
有
権
と
の
|
l
a
の
う
ち
、
私
的
所
有
権
が
制
限
さ
れ
る
道
を
聞
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
用
益
権
の
優
位
を
実
現
し
う
る
法

理
論
的
構
成
を
と
る
た
め
で
あ
っ
た
。
用
益
権
の
優
位
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
と
っ
て
必
要
な
土
地
利
用
の
法
的
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
現
実
的
に
は
地
主
の
も
つ
土
地
所
有
権
を
制
限
し
、
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
権
が
確
保
さ
れ
る

こ
と
の
結
果
を
、
法
律
的
に
可
能
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
わ
け
で
あ
る
。

〈

1
)

(

2

U

 

(

3

)

 

北
川
善
太
郎
日
本
法
学
の
歴
史
と
理
論
日
本
評
論
社
一
九
六
八
年
七
月
二
七
ペ
ー
ジ
。

我
妻
栄
民
法
研
究
班
岩
波
書
庄
一
九
六
六
年
一
一
月
二
五
九
ペ
ー
ジ
。

宮
川
澄
日
本
に
お
け
る
近
代
的
所
有
権
の
形
成
御
茶
の
水
害
房
一
九
六
九
年
二
一
月

三
一
一
ペ
ー
ジ
。

一
六

明
治
民
法
制
定
の
社
会
・
経
済
的
条
件

明
治
民
法
が
施
行
さ
れ
た
一
八
九
八
年
(
明
治
一
三
年
)
七
月
一
六
日
以
後
、
所
有
権
規
定
は
生
産
手
段
所
有
制
の
基
礎
的
な
所
有
関
係

に
た
い
す
る
一
般
的
基
準
と
な
る
法
規
範
と
し
て
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
、
強
制
力
を
附
与
さ
れ
た
。
で
は
い
っ
た
い
明
治
民

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

一
一一一一



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

四

法
で
、
所
有
権
規
定
を
修
正
し
た
法
的
意
味
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
所
有
権
規
定
を
支

え
て
い
る
経
済
的
土
台
の
分
折
か
ら
出
発
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
に
た
っ
て
の
み
、
は
じ
め
て
真
の
法
的
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
ぱ
あ
い
経
済
的
土
台
が
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
も
と
づ
く
経
済
的
諸
関
係
の
展
開
に
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で

も
な
い
。
だ
か
ら
、
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
の
制
定
過
程
で
生
じ
た
日
本
資
本
主
義
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
経
済
関
係
と
し
て
存
在

し
て
い
た
か
の
考
察
か
ら
、
出
発
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
治
民
法
は
、
所
有
権
規
定
を
私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
権
と
し
て
の
法

的
構
造
を
も
つ
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
法
理
論
的
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
権
は
、
当
然
に
私
的
所
有

権
と
し
て
の
法
性
的
格
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
私
的
所
有
権
を
包
含
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
の
形
式

的
な
法
理
論
構
成
だ
け
か
ら
は
、
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
の
法
的
性
格
を
把
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
抽
象
的
な
観
念
的
表
現
形
式
を

も
つ
所
有
権
規
定
は
、
そ
の
論
理
構
造
と
い
う
す
ぐ
れ
て
法
技
術
1
1
i
そ
れ
は
法
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
ー
ー
ー
を
行
使
し
て
、
特
定

の
法
的
意
味
が
附
与
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

明
治
民
法
の
制
定
に
た
い
し
て
な
さ
れ
た
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
の
修
正
は
、
私
的
所
有
権
の
承
認
に
よ
っ
て
土
地
集
中
を
な
し
て
き

た
地
主
・
富
農
の
も
つ
経
済
的
利
害
を
調
整
し
、
同
盟
者
と
し
て
引
き
つ
け
る
政
治
的
要
求
と
、
所
有
権
規
定
の
も
つ
抽
象
的
表
現
形
式

を
利
用
し
て
、
や
が
て
私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
権
と
し
て
の
真
の
意
味
を
確
定
し
う
る
、
法
理
論
的
構
成
を
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
な

ぜ
な
れ
ば
、
自
由
民
権
運
動
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
主
・
富
農
は
明
治
政
府
の
租
税
政
策
に
反
対
す
る
政
治
勢
力
を
形
成
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
自
由
民
権
運
動
の
急
激
な
発
展
は
、
明
治
政
府
の
政
治
的
基
盤
を
ほ
り
く
ず
す
危
機
を
と
も
な
っ
た
。
こ
の
た
め
地
主
・
富

農
を
、
反
政
府
闘
争
で
あ
っ
た
自
由
権
民
運
動
か
ら
切
り
離
し
、
自
己
の
政
治
権
力
の
支
柱
と
し
て
と
り
込
む
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。

」
の
政
治
手
段
と
し
て
明
治
政
府
は
、

こ
れ
ま
で
の
村
落
共
同
体
(
部
落
)
を
、

国
家
権
力
の
も
と
に
再
編
成
す
る
と
と
も
に
、
地
主
・



富
農
を
総
代
と
な
し
、
地
方
政
治
に
た
い
す
る
主
導
権
を
附
与
し
、
末
端
機
構
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
企
図
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た

め
一
八
七
四
年
(
明
治
七
年
)
頃
よ
り
地
方
政
治
の
た
め
『
府
県
会
』
が
、

不
文
律
な
が
ら
も
た
れ
て
い
た
が
、
明
治
政
府
は
一
八
七
八

年
(
明
治
二
年
)
七
月
に
、
『
郡
区
町
村
編
成
法
』
・
『
府
県
会
規
則
』
を
公
布
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
を
合
法
化
し
た
。

ハ
1
)

っ
て
い
ま
ま
で
の
大
小
区
を
廃
止
す
る
と
と

L
に
、
府
県

lψ
郡
区
l
↓
町
村
と
い
う
地
方
制
度
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
府

」
れ
に
よ

県
・
郡
区
は
行
政
区
劃
と
さ
れ
、
町
村
は
旧
来
の
ま
ま
の
自
治
団
体
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
府
県
に
『
府
県
会
』
を
正
式
に
お
い
た
が
、
府

県
会
議
員
の
被
選
挙
資
格
は
湖
一
一
五
歳
で
、
地
租
一

O
円
以
上
を
お
さ
め
る
男
子
l
l
l
こ
れ
は
大
体
一
町
六
反
以
上
の
耕
地
所
有
者
で
あ

っ
た
l
ー
ー
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
。
ま
た
選
挙
資
格
は
満
ニ

O
歳
以
上
の
男
子
で
、
地
租
五
円
以
上
を
お
さ
め
る
男
子
1

1

こ
れ
は

(
2
)
 

大
体
八
反
以
上
の
所
有
者
で
あ
っ
た
1

1

ー
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、

一
八
八

O
年
〈
明
治
一
一
一
一
年
)
の
一
一
』
区
町

村
会
法
」
一
に
よ
ワ
て
、
区
町
村
会
が
も
た
れ
、
総
代
を
民
選
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
総
代
を
民
選
と
す
る
ニ
と
に
上
っ
て
、
外
形
的

に
近
代
性
が
府
与
さ
れ
た
が
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
、
前
近
代
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
て
府
県
会
議
員
や
町
村
会
総
代
の
被
選
挙
資
格
が
い
ず
れ
も
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
、
実
際
に
は
地
主
・
富
曲
震
が
円
府
県
会
』

や
『
町
村
会
』
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
地
主
・
宮
農
は
地
方
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
絶
対
主
義
の
権

力
構
造
の
う
ち
に
組
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
自
由
民
権
運
動
は
、

一
八
八
一
年
ハ
明
治
一
四
年
)
の
北
海
道
官
有
物
払
下
げ
問
題
を

契
機
と
し
て
激
位
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
激
化
し
た
自
由
民
権
運
動
に
対
処
す
る
た
め
、
明
治
政
府
は
い
わ
ゆ
る
『
国
会
開
設
ノ
勅

論
』
を
公
布
し
た
。
こ
れ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『

勅

論

朕
祖
宗
二
千
五
百
有
余
年
ノ
鴻
緒
ヲ
嗣
キ
中
古
紐
ヲ
解
ク
ノ
乾
網
ヲ
振
張
シ
大
政
ノ
統
一
ヲ
総
撹
シ
又
夙
ニ
立
憲
ノ
政
体
ヲ
建
テ
後
世
子
孫
継
ク
ノ
業

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受

2
0

一
三
五



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受

2
0

一
三
六

ヲ
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
鍔
ニ
明
治
八
年
一
一
元
老
院
ア
設
ケ
十
一
年
一
一
府
県
会
ヲ
開
カ
シ
ム
比
レ
皆
漸
次
基
ヲ
創
メ
序
ニ
循
テ
歩
ヲ
進
ム
ル
ノ
道
ニ
由
ル

ニ
非
サ
ル
ハ
無
シ
爾
有
衆
亦
朕
カ
心
ヲ
諒
ト
セ
ン

顧
ル
ニ
立
国
ノ
体
国
各
宜
キ
ヲ
殊
ニ
ス
非
常
ノ
事
業
実
ニ
軽
挙
ニ
使
ナ
一
プ
ス
我
祖
我
宗
照
臨
シ
テ
上
一
一
在
り
遺
烈
ヲ
揚
ケ
洪
誤
ヲ
弘
メ
古
今
ヲ
変
通
シ

断
、
ン
テ
之
ヲ
行
フ
責
朕
力
第
二
在
リ
将
ニ
明
治
二
十
三
年
ヲ
期
シ
議
員
ヲ
召
シ
民
会
ヲ
閥
キ
以
テ
朕
力
初
志
ヲ
成
サ
ン
ト
ス
今
在
廷
臣
僚
ニ
命
シ
俣
ス

一
一
時
日
ヲ
以
テ
シ
、
経
董
ノ
責
ニ
当
ラ
シ
ム
其
ノ
組
織
権
限
ニ
至
テ
ハ
朕
親
日
フ
ぷ
ヲ
裁
シ
時
ニ
及
一
ア
公
布
ス
ル
所
ア
ラ
ン
ト
ス

朕
惟
ア
ニ
人
心
進
ム
ニ
偏
シ
テ
時
会
速
ナ
ル
ヲ
競
フ
浮
言
相
動
力
シ
意
一
一
大
計
ヲ
遺
ル
是
レ
宜
シ
ク
今
一
一
及
テ
諜
訓
ヲ
明
徴
シ
以
テ
朝
野
臣
民
一
一
公
示

ス
ヘ
シ
若
シ
偽
ホ
故
一
プ
ニ
探
急
ヲ
争
ヒ
事
変
ヲ
煽
シ
国
安
ヲ
害
ス
ル
モ
ノ
ア
ラ
ハ
処
ス
ル
ニ
国
典
ア
以
テ
ス
へ
シ
特
ニ
弦
ニ
言
明
シ
爾
有
衆
ニ
諭
ス

奉

勅

大

政

大

臣

一

二

条

美

実

明
治
十
四
年
十
二
月
十
二
日
』

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
国
会
開
設
は
地
主
・
富
農
の
民
選
議
院
へ
の
進
出
の
道
を
制
度
的
・
体
制
的
に
整
備
し
た
。
こ
の
こ
と

は
地
主
・
富
農
を
し
て
、
自
由
党
の
解
党
に
向
わ
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
治
初
年
以
降
の
土
地
立
法
が
、
土
地
集
中
を
結
果

し
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
寄
生
地
主
制
が
拡
大
し
て
い
く
に
つ
れ
、
政
治
的
上
部
構
造
が
変
化
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
地
主
・
富

農
の
政
治
権
力
へ
の
政
治
的
接
近
が
進
行
し
た
。

同
時
に
、
こ
れ
ま
で
瓦
政
府
的
な
政
治
団
体
で
あ
っ
た
自
由
党
対
策
が
、
『
国
会
開
設

ノ
勅
諭
』
に
よ
っ
て
、
成
功
的
に
実
現
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
政
府
が
自
由
党
に
た
い
す
る
政
治
的
弾
圧
の
強
化
と
、
地

主
・
富
農
を
切
り
く
ず
す
と
い
う
対
策
に
よ
っ
て
、
自
由
民
権
運
動
の
弱
化
が
計
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
自
由
党
内
部
に
お
い
て
も
、
明

治
政
府
の
対
抗
策
に
対
処
す
る
た
め
、
党
員
数
の
増
化
に
よ
っ
て
危
機
を
脱
出
し
ょ
、
っ
と
し
た
。
し
か
し
党
員
数
の
増
加
は
、
自
由
党
の

主
要
構
成
を
中
産
市
民
層
を
中
心
と
す
る
も
の
に
変
え
、
自
由
党
内
部
に
お
け
る
利
害
関
係
の
対
立
を
引
起
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
自

由
民
権
運
動
自
体
に
生
じ
た
不
統
一
は
、
下
層
市
民
・
農
民
の
窮
之
化
を
背
景
と
し
た
急
進
化
に
よ
っ
て
倍
加
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
地
主

-
富
農
は
、
明
治
政
府
が
自
由
民
権
運
動
の
弾
圧
の
た
め
に
公
布
し
た
『
集
会
条
例
』
を
利
用
し
て
、

一
八
八
五
年
ハ
明
治
一
八
年
)
に
、



自
由
党
を
解
党
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
解
党
の
宣
言
文
で
あ
っ
た
『
解
党
大
意
』
(
板
垣
退
助
監
修

自
由
党
史
第
三
巻

青
木
文
庫

一
九
五
五
年
)
で
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
・
:
:
・
・
然
ル
ニ
集
会
条
例
ノ
出
デ
テ
ヨ
リ
、
総
テ
政
党
ノ
分
社
分
局
ヲ
地
方
一
一
置
ク
事
ヲ
許
サ
レ
ス
、
之
レ
カ
為
ニ
我
党
ガ
困
難
ヲ
感
ズ
ル
コ
ト

ハ
、
決
シ
テ
僅
少
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
我
党
一
党
ニ
幹
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
勉
メ
テ
戸
息
ヲ
各
地
一
一
通
ジ
、
党
派
全
体
ノ
事
ヲ
シ
テ
粛
然
一
律
ノ
下
ニ
出
テ

シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
シ
、
名
地
党
員
モ
亦
密
カ
ニ
党
首
党
幹
ノ
意
向
考
案
ヲ
知
リ
、
以
一
ア
白
ラ
務
ム
ル
処
ア
ラ
ン
ト
欲
ス
レ
ド
モ
、
部
都
遠
路
ノ
信
書
意

ヲ
尽
ク
サ
ズ
、
情
意
ノ
往
々
飽
麟
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
能
ハ
ズ
、
旦
ツ
ヤ
彩
多
ノ
党
員
ノ
中
合
同
一
致
ノ
働
キ
ヲ
為
ス
ヲ
勉
メ
ス
シ
テ
、
動
モ
ス
レ
パ
箇
々

分
離
ノ
方
向
ニ
傾
カ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
至
リ
テ
ハ
、
之
レ
カ
為
ニ
益
々
自
佳
ニ
計
ヲ
為
ス
事
ヲ
企
テ
、
恰
モ
駿
馬
ノ
蒋
ナ
ク
シ
テ
奔
逸
ス
ル
カ
如
ク
、

其
勢
殆
ン
ド
復
タ
拘
束
ス
ベ
カ
ラ
ズ
:
:
・
:
:
夫
レ
自
由
ノ
性
質
動
モ
ス
レ
パ
分
離
ニ
傾
ク
ニ
至
ル
コ
ト
、
先
哲
ノ
巴
ニ
詳
言
ス
ル
処
ニ
シ
テ
、
吾
人
ノ

古
今
ノ
歴
史
上
ニ
於
テ
其
現
ノ
真
ナ
ル
ヲ
証
明
ス
ル
処
ナ
リ
、
荷
シ
テ
我
邦
ハ
封
建
ノ
時
山
ヲ
鹿
リ
テ
未
ダ
遠
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
彼
ノ
封
建
治
下
二
於
テ

唯
命
令
ノ
下
二
ノ
ミ
管
束
セ
ラ
レ
、
有
モ
命
令
ノ
二
字
ヲ
除
ク
ノ
外
士
民
皆
分
離
単
独
ニ
安
ン
ズ
ル
ノ
遺
風
ヲ
存
シ
、
公
同
ノ
事
υ栄
一
一
至
リ
テ
ハ
其
ノ

甚
ダ
拙
ナ
ル
コ
ト
ヲ
免
レ
ザ
ル
ナ
リ
・
:
-
我
党
ノ
人
士
倦
怠
ス
ル
勿
レ
、
屈
携
ス
ル
勿
レ
、
勉
メ
テ
有
為
ノ
気
力
ヲ
養
ヒ
、
公
同
ノ
事
業
ヲ
遂
ク
ル

ノ
資
格
ヲ
造
リ
、
以
テ
他
日
ノ
隆
運
ヲ
期
ス
ヘ
キ
ナ
リ
』
(
同
上
七
八
九

i
七
九
二
ペ
ー
ジ
〉

と
な
し
て
い
る
。

一
人
九

O
年
(
明
治
一
一
三
年
〉
に
第
一
回
帝
国
議
議
会
が
召
集
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
の
衆
議
院
議
員
中
に
占
め
る
「
農
業
者
」
議
員
の
割

合
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
表
示
rヘ、

所
有
権
意
識
の
展
開
と
農
民
の
抵
抗

立
教
怒
済
学
研
究
第
二
七
巻
一
号

一
三
二
ペ
ー
ジ
)

し
て
お
い

た
。
す
な
わ
ち
、
衆
議
院
議
員
定
数
三

O
O名
の
う
ち
、
第
一
回
帝
国
議
会
(
一
八
九
O
年
八
明
治
二
三
年
〉
〉
に
あ
っ
て
は
、

一
二
九
名
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
第
二
回
帝
国
議
会
(
一
八
九
一
年
〈
明
治
二
四
年
〉
〉

一
四
四
名
、

第
三
回
帝
国
議
会
会
八
九
二
年
〈
明
治
二
五
年
V
)

一

七
名
、
第
四
回
帝
国
議
会
(
一
八
九
三
年
〈
明
治
二
六
年
〉
)

一
五
五
名
と
増
大
し
、
第
五
回
帝
国
議
会
(
一
八
九
四
年
〈
明
治
二
七
年
〉
〉

二
八
名
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
時
以
後
、

「
農
業
者
」
議
員
数
は
、
次
第
に
減
少
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
明

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
〉

一
三
七



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
公
ハ
)

入

治
政
府
に
よ
る
自
由
民
権
運
動
の
圧
殺
に
よ
っ
て
、
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の
政
治
的
確
立
が
実
現
し
た
。
も
と
も
と
自
由
民
権
運
動
自
体

の
階
級
的
特
質
は
、
零
細
自
営
農
民
が
完
全
に
自
由
な
土
地
取
得
を
な
さ
ん
と
す
る
方
向
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
地
租
改
正
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
土
地
所
有
が
一
応
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
自
由
民
権
運
動
FH体
が
退
潮
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
っ

た
。
平
野
義
太
郎
氏
は
『
日
本
資
本
主
義
社
会
の
機
構
』
(
岩
波
書
庖

一
九
三
四
年
四
月
)
の
な
か
で
、
自
由
民
権
運
動
の
階
級
的
特
質

を
、
っ
、
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

『
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
事
も
完
全
に
は
自
由
な
土
地
所
有
を
取
得
せ
ぬ
、
零
細
自
常
農
民
が
、
半
封
建
的
責
租
の
継
承
物
を
ふ
く
む
そ
れ
に

(
資
本
の
本
源
的
蓄
積
過
程
で
〉
追
加
的
に
加
重
さ
れ
、
金
納
制
に
形
態
変
化
さ
れ
た
|
|
地
租
の
負
担
に
対
し
て
、
そ
の
半
封
建
的
負
担
(
芳
く

は
、
土
地
私
有
法
認
へ
の
、
租
税
に
よ
る
賠
償
と
い
う
形
態
に
お
け
る
半
封
建
的
義
務
の
存
続
)
を
と
り
の
ぞ
き
、
完
全
に
自
由
な
土
地
を
ば
取
得
せ

ん
と
す
る
方
向
に
む
か
つ
て
運
動
し
た
。
か
く
し
て
、
旧
来
の
半
封
建
的
小
作
人
(
お
よ
び
土
地
か
ら
の
追
遂
の
上
に
、
拡
大
的
に
再
生
産
さ
れ
る
半

封
建
的
小
作
関
係
に
お
け
る
小
作
人
な
ど
)
を
広
く
包
含
し
つ
つ
、
か
か
る
勤
労
小
農
民
・
都
市
小
市
民
こ
そ
が
、
推
進
的
の
ブ
ル
ゾ
ョ
ア
「
自
由
民

権
運
動
」
の
主
体
と
な
っ
て
激
化
し
た
。
半
封
建
的
小
作
人
・
貧
農
・
農
村
家
内
労
働
者
が
主
力
と
な
っ
た
か
の
秩
父
騒
動
こ
そ
は
、
ま
さ
に
こ
の
運

動
の
最
高
の
発
展
形
態
で
あ
る
』
(
向
上
一
七
八
ペ
ー
ジ
)

と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
明
治
初
年
の
農
民
闘
争
を
み
る
か
ぎ
り
、
明
治
政
府
の
実
施
し
た
『
地
租
改

E
h
(明
治
八
年
2
明
治
一
四

年
)
以
後
に
、
多
発
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
『
地
租
改
正
』
に
よ
っ
て
、
地
主
の
土
地
集
中
が
体
制
的
に
保
障

さ
れ
、
二

0
年
代
の
は
じ
め
に
は
寄
生
地
主
制
の
確
立
を
み
た
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
資
本
の
本
源
的
蓄
積
の
進
行
に
と
も
な
う
農
民

の
収
奪
ー
ー
ー
は
げ
し
い
土
地
集
中

l
lに
た
い
す
る
集
団
的
抵
抗
と
し
て
の
、
農
民
闘
争
が
展
開
し
た
。
こ
れ
ま
で
蚕
糸
業
を
中
心
と
し

て
急
速
に
商
品
u
貨
幣
経
済
に
ま
き
と
ま
れ
た
地
方
に
か
、
ぎ
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
全
国
的
か
っ
全
農
民
的
規
模
で
、
展
開
し
た
わ
け
で

(

5

)

 

あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
期
に
な
る
と
、
農
民
の
土
地
闘
争
は
、
激
減
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
つ
ぎ
の
表
(
一
三
九
ペ
ー
ジ
)
を
み



明治期の農民闘争その三

〈1889年く明治21年>"'1911年く明治44年>)

|対権力公|対四|年間騒擾 | 
租 作料 発生件数

次年年

31C 1) 3 2 1888年(明治21年〉

59C 4) 

65(51) 

25C 7)! 

58C 3)1 

165C 6)1 

32C 1 )1 

10C 1 )1 

110(40)1 

52( 7)i 

42( 1 )1 

68( 1 )! 

23 1889年(明治22年〉

12 1 1890年(明治23年〉

6 1891年(明治24年〕

13 1 1892年(明治25年〉

30 1893年〈明治26年〉

5 1894年〈明治27年)

6 1895年〈明治28年〕

23 14 1896年〔明治29{f-)

46 1 1897年〈明治30年〉

8 1 1898年(明治31年)

11 1899年〈明治32年〉

9 2 1900年(明治33年〉

45( 3) a l 1901年(明治34年〉

53( 1 ) 28 1902年(明治35年)

39( 5) 
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l
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、

G
d
R
υ

今
ム

0
0

3

4

7

 

6 

1 

24 1905年(明治38年〉

10 1906年〈明治39年〉
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←(1) 
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E
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1
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1

2 229( 1 ) 25 1908年(明治41年)

128( 4) 5 2 1909年(明治42年〕

104( 3) 
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ノ

1
ノ

一

4
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一

f
¥
f
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一

7

F

U

一

q

L

4

生

一

司
自
ム

F
h
u

一
，

F
 

1
ム

一

1903年(明治36年〉

1904年〈明治37年〉

1907年(明治的午、〉

13 

8 

331 15( 4) 

( )内は都市騒擾件数

1910年(明治43年〉

1911年〈明治44年〉

備考

計

れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
治
上
に
お
け
る
諸
変
化
は
、
な
に
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
か
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
経
済
的
土

台
に
お
け
る
変
化
1
1
i
こ
こ
で
は
日
本
資
本
主
義
の
急
激
な
発
展
に
よ
る
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
の
変
化
1
lー
に
も
と
を
つ
い
て
い
る
。
明

治
民
法
の
制
定
は
ま
さ
に
、
こ
う
し
た
経
済
的
u

政
治
的
変
化
の
法
的
反
映
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
明
治
民
法
の
施
行
さ
れ
た
一

八
九
八
年
〈
明
治
一
三
年
)
以
降
辻
、
資
本
の
集
中
・
集
積
に
よ
っ
て
、
日
本
の
産
業
資
本
主
義
が
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
時
期
と
し

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
三
ハ
)

一
三
九



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
〉

て
の
特
質
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

一目。

日
本
に
お
け
る
産
業
資
本
主
義
の
確
立
は
、
明
治
政
府
の
殖
産
興
業
政
策
を
て
こ
と
す
る
資
本
の
本
源
的
蓄
積
に
よ
っ
て
急
速
に
進
行

し
た
。
こ
の
こ
と
は
銀
行
の
急
速
な
発
達
を
、
?
な
が
し
た
。
国
立
銀
行
は
一
八
九
七
年
(
明
治
二
一
年
)
に
一
五
三
行
が
乱
立
し
た
。
そ
の

後
次
第
に
整
理
さ
れ
た
。
し
か
し
私
立
銀
行
・
銀
行
類
似
会
社
は
、

な
お
増
加
し
た
。

と
く
に
銀
行
類
似
会
社
は
一
八
八
六
年
(
明
治

八
年
)
に
七
四
八
社
と
な
り
、
こ
れ
以
後
漸
次
減
少
の
傾
向
に
向
っ
た
。
そ
し
て
一
八
九
三
年
(
明
治
二
六
年
〉
に
、
『
普
通
銀
行
条
例
』
の

(
7
U
 

施
行
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
姿
を
け
す
と
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
代
っ
て
私
立
銀
行
が
急
増
し
、
つ
い
に
七

O
O行
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

つ
ぎ
の
表
土
四
一
ペ
ー
ジ
)
が
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
こ
の
金
融
機
関
に
よ
る
豊
富
な
資
金
の
供
給
に
よ
っ
て
、
大
規
模
な

企
業
経
営
体
の
設
立
が
、
つ
な
が
さ
れ
た
。
い
ま
会
社
数
の
増
加
を
年
次
別
に
し
め
す
と
、

つ
ぎ
の
表
三
四
二
ペ
ー
ジ
〉
の
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
を
資
本
金
に
よ
る
規
模
別
に
み
る
と
、

つ
ぎ
の
表
三
四
二
ペ
ー
ジ
〉
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
で
解
る
よ
う
に
、

一
九

O

九
年
(
明
治
四
二
年
〉
以
降
、
資
本
金
五

O
、

0
0
0円
以
下
の
企
業
経
営
体
が
次
第
に
減
少
し
、
資
本
金
五

O
、

0
0
0円
以
上
の
も
の

が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
資
本
の
集
中
・
集
積
が
、
寄
生
地
主
制
に
も
と
づ
く
農
民
の
収
奪
に
よ
っ
て
、
な
さ
れ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
農
村
に
お
け
る
階
層
分
解
i
i
i中
・
上
層
農
民
の
没
落
と
都
市
勤
労
者
へ
の
転
出
ー
ー
と
な
っ
て

現
象
す
る
。
当
時
の
平
均
的
な
自
作
農
民
(
畑
八
反
1
一
町
六
一
反
層
)
が
、

一
入
八
四
年
(
明
治
一
七
年
)
以
後
急
速
に
減
少
し
、
と
く
に

八
九

O
年
(
明
治
二
三
年
)
に
は
つ
一

O
M
の
急
減
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
地
租
五
円
以
上
一

O
円
の
納
税
者
の
減
少
に
よ
っ
て
、
推
測
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
間
接
的
資
斜
で
あ
る
が
つ
ぎ
の
表
(
一
四
三
ペ
ー
ジ
)
は
こ
れ
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
の
表
に
し
め
さ
れ
る
地
租

一
Q
円
以
上
の
納
入
者
は
、
全
国
平
均
ほ
ぼ
一
町
六
反
以
上
の
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
地
和
五
円
以
上
の
納
入
者
は
、
全
国
平
均
ほ
ぼ
八

反
以
上
の
土
地
所
有
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
ん
列
。
で
あ
る
か
ら
、

パ
ウ
ル
・
マ
イ
エ
ッ
ト
が
こ
の
事
実
を
み
て
、

『
日
本
農



銀行数と資本金

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受

私以銀行 I 銀似会行類社 国立銀行

行数|資本金行数 i資本金 行数|資本金

千円| 千円 i

1876年(明治 9年〕 1 2，000 6 I 2，450 

1877年(明治10年〉 1 2，000 27 22，981 

1878年(明治11年〉 1 i 2，000 95 33，391 

1879年〈明治12年〉 10 153 40，616 

1880年(明治13年〉 39 6，280 120 1，211 153 43，041 

1881年(明治14年〉 90 10，447 369 5，894 148 44，886 

1882年〈明治15年) 176 17，152 438 7，958 143 44，236 

1883年〈明治16年〉 206 20，487 573 12，071 141 44，386 

1884年(明治17年〉 214 19，421 741 15，142 140 44，536 

1885年(明治18年〉 218 18，758 744 15，397 139 44，456 

1886年(明治19年〉 220 17，959 748 15，391 i 

1887年(明治20年〉 221 118'8961 741 15，117 

(

六

〉

備考朝倉孝吉明治荷期日本金融構造史 187ページ

四
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府県会議員選挙権者・被選挙権者数

度 IA地租肌上 IB地租5P3~10い累年間問年指数年

明治 14 879，347 930，263 100 

15 878，840 905，031 99 97 

16 871，840 846，258 99 91 

17 849，244 833，175 97 89 

18 840，965 796，172 96 78 

19 809，880 772，022 92 74 

20 802，975 685，132 91 74 

21 803，795 701，388 91 75 

22 814，022 648，161 93 

23 755，412 654，098 86 70 

P.マイエット 日本農民の疲弊及其救治策第30章による，平野義太

郎 日本資本主義社会の機構 71~72ページ，安良械盛昭地主制の

展開岩波講座日本歴史16 第2・19表

備考

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
)

農家戸数と労働者数との関係

農 家 戸 数

年 次 職工指数 当り農家

実 96 ! 戸数

1903年(明治36年〉 5，359，063 100.。 11.1 

1909年(明治42年〉 5，407，203 100.9 143.1 7.8 

1913年(大正2年〉 5，527，188 103.1 187.4 6.0 

1920年〈大正9年〉 5，593，097 104.0 3.6 

1925年(大正14年〉 5，548，599 103.5 345.0 3.3 

1930年(昭和5年〉 5，599，670 348.0 3.3 

1932年(昭和7年〉 5，642，509 105.3 358.0 3.3 

四

三邑
円日本社会政策史〈上〉農商務統計三受及び工場統計表，風早八十二

木文庫 1951年12月 717ページ

備考



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
》

一
四
百

民
の
疲
弊
及
其
救
治
策
』
(
服
郎
之
総
・
小
西
四
郎
監
修

明
治
農
業
論
集

創
元
社

一
九
五
五
年
二
一
月
〉
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘

し
た
の
で
あ
る
。

『
日
本
農
民
ノ
疲
弊
宕
シ
今
日
ト
同
一
ノ
速
度
ヲ
以
テ
進
行
ス
ル
ト
キ
ハ
中
級
農
民
ハ
一
五
笛
年
乃
至
二
十
箇
年
後
ニ
ハ
会
ク
消
滅
ス
ル
ニ
至
ル
ヘ

シ
、
即
チ
今
日
現
存
ス
ル
六
十
五
万
戸
ノ
中
級
農
民
ハ
殆
ト
無
一
物
ノ
貧
民
ト
化
シ
去
ル
ニ
至
ル
ヘ
シ
』
(
向
上
第
三
三
章
)

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
作
中
層
農
民
に
た
い
す
る
土
地
収
奪
の
苛
烈
さ
を
し
め
す
も
の
で
あ
九
日
。
こ
う
し
て
資
本
の
本
源
的
蓄

積
を
社
会
・
経
済
的
土
台
と
し
て
、
中
・
下
層
農
民
は
土
地
ハ
生
産
手
段
)
か
ら
切
離
さ
れ
、
資
本
主
義
的
生
産
労
働
に
引
入
れ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
農
村
人
口
は
都
市
の
工
業
生
産
部
面
に
吸
収
さ
れ
停
滞
し
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
四
三
ペ
ー
ジ
の
表
を
み
れ

ぱ
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
農
家
戸
数
の
増
加
率
は
微
々
た
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
工
場
労
働
者
一
人
当
り

農
家
戸
数
は
、

一
九

O
三
年
(
明
治
三
六
年
)
の
一
一
・
一
戸
よ
り
一
九
一
三
年
(
大
正
二
年
)
に
は
六
戸
と
、

こ
と
が
解
る
の
で
払
刊
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
資
本
の
固
定
資
本
部
分
を
増
大
し
、
原
動
力
の
使
用
に
よ
る
機
械
化

一
0
年
間
で
半
減
し
て
い
る

が
一
層
増
大
し
た
。
こ
れ
は
つ
ざ
の
表
(
一
四
五
ペ
ー
ジ
)
が
し
め
し
て
い
る
。
そ
し
て
企
業
規
模
の
拡
大
に
と
も
な
い
、
労
働
者
数
も
急

増
し
た
。

}
れ
は
つ
ぎ
の
表
(
一
回
三
ペ
ー
ジ
〉
が
し
め
し
て
い
る
。

し
か
も
、

こ
れ
を
原
動
力
使
用
工
場
と
原
動
力
不
使
用
工
場
で
比

較
し
て
み
る
と
、
原
動
力
使
用
工
場
の
労
働
者
数
の
増
加
が
、
は
る
か
に
多
い
こ
と
が
解
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
資
本
の
本
源
的
蓄
積
に
よ
っ
て
、
日
本
の
産
業
資
本
主
義
が
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
た
と
さ
れ
る
一
八
九
七
年
(
明
治
三
O
年
)
以
降

に
お
い
て
、
明
治
政
府
が
こ
れ
ま
で
と
っ
て
さ
た
財
政
的
基
盤
を
、
地
租
収
入
に
求
め
う
る
と
い
う
租
税
政
策
の
必
要
性
を
減
少
さ
せ
る

」
と
に
な
っ
た
。

」
れ
は
、

一
四
五
ペ
ー
ジ
の
表
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

」
の
表
に
よ
っ
て
、

歳
入
中
地
租
収
入
の
占
め
る
割
合

が

一
八
七
七
年
(
明
治
一

O
年
)
に
あ
っ
て
は
八
二
・
三
Mm
で
あ
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
低
下
し
、

一
八
九
七
年
ハ
明
治
三
Q
年
)
に
は
、



工場における原動力の使用・不使用の比較

年 次 i原動力伎町1:君主語i 言十

1897年(明治30年〉 2，910 4，377 7，287 

1902年(明治35年〉 2，991 4，830 7，821 

1907年(明治40年〉 5，207 5，731 10，938 

1912年(大正元年〉 8，710 6，409 15，119 

1916年(大正5年〉 12，612 6，687 19，292 

日
本

お
け
る
所
有
権
意
識
rJ) 

長 備考農商務省統計表より労働者・徒弟5人以上の工場訟をしめす

過
程 工場労働者の男女別数
と
近
代
法
学
グ〉

継
受
(

六

)

年 次 男 女 ~t 

1897年(明治30年〕 182，792 254，462 437，254 

1902年(明治35年〉 185，621 313，269 498，890 

1907年〈明治40年〉 257，356 385，936 643，292 

1912年(大正元年〉 348，230 515，219 863，447 

1916年〈大正5年〕 458，632 636，669 1，095，301 

備考農商務省統計表より作成

明治期の歳入に占める地租収入の割合

四
五

年 次 租 直 按 税 関 接 税

% Pぢ % 
1898年(明治1年〉 83.7 22，8 

1877年(明治10年〉 82.3 11.8 

1887年(明治20年) 63.6 0.8 28.3 

1897年(明治30年〕 37.6 6.5 43.7 

1907午(明治40年〉 22.6 12.6 53.0 

1911年〈大正5年〉 16.1 16.3 52.2 

備考大蔵省主税局編明治・大正・昭和・国の財政一覧表宮川澄 日
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日
本
日
い
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
六
U

一
四
六

三
七
・
六
Mm
と
減
少
し
、
他
の
直
接
税
、
間
接
税
が
地
租
収
入
よ
り
も
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
そ
し
て
日
本
の
産
業
資
本
主
義
の

確
立
し
た
一
九

O
七
年
(
明
治
四
O
年
)
に
は
、
二
二
・
六
%
と
な
り
、
さ
ら
に
一
九
一
一
一
年
〈
大
正
元
年
〉
に
は
、
わ
ず
か
に
一
六
・
一
%

に
減
少
し
、
そ
の
比
重
が
ま
っ
た
く
低
下
し
て
い
こ
る
と
が
明
ら
か
と
仏
列
。
日
本
資
本
主
義
の
発
展
は
農
民
を
収
奪
し
、
農
民
を
農
村

か
ら
し
め
だ
し
、
低
賃
金
労
働
者
と
し
て
都
市
に
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
重
の
収
奪
を
な
し
た
。
こ
う
し
て
日
本
資
本
主
義
は
農

民
か
ら
、
こ
の
二
平
田
一
一
の
収
奪
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
独
白
の
社
会
的

役
割
を
果
し
た
の
は
、
寄
生
地
主
制
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
寄
生
地
主
制
は
、
絶
対
主
義
的
天
皇
制
を
支
え
る
政

治
的
支
控
と
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
同
盟
を
結
ぷ
の
で
あ
る
。
こ
の
必
要
を
充
た
す
た
め
に
、
日
本
資
本
主
義
は
地
主
H

小
作
人
闘

係
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
農
民
階
級
の
存
立
を
、
家
父
長
的
家
族
制
度
と
土
地
関
係
に
お
け
る
前
資
本
主
義
的
関
係
の
維
持
と
に
よ
っ

て
、
確
保
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
も
と
づ
く
、
現
実
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
の
変
化
は
、
農
業
に
お
け
る
寄
生
地

主
制
を
確
保
し
、
し
た
が
っ
て
員
本
資
本
主
義
に
特
殊
性
を
附
興
す
る
こ
と
を
明
確
化
し
た
。
日
本
資
本
主
義
の
発
展
の
た
め
に
プ
ル
ジ

ヨ
ア
ジ
ー
に
あ
っ
て
は
、
資
本
主
義
的
生
産
の
基
礎
と
な
る
生
産
手
段
所
有
制
1

1
私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
権
の
確
立

i
ー
を
必
要
と

し
た
。
こ
の
意
味
で
寄
生
地
主
制
の
基
盤
と
な
る
土
地
に
た
い
す
る
私
的
所
有
権
が
、
私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
権
に
包
括
さ
れ
る
、
所

有
権
規
定
の
定
立
が
企
凶
き
れ
る
。
返
代
的
所
有
権
b
z
定
着
し
う
る
一
般
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
は
、
す
で
に
日
本
資
本
主
義
の
発
展

に
よ
っ
て
成
熟
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
明
治
民
法
の
制
定
後
、
所
有
権
規
定
の
意
味
づ
け
が
民
法
学
説
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
民
法
学
説
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
要
求
を
充
足
し
、
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
を
私
的
(
資
本
主
義
的
〉
所
有
権
と
し
て
定
式
化
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
、
代
表
的
な
民
法
学
説
と
し
て
の
地
歩
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ば
あ
い
自
己
の
法
理
論
を
権
威
づ
け
る



た
め
に
、
ド
イ
ツ
民
法
学
の
法
理
論
に
よ
っ
て
紛
飾
す
る
。
と
の
た
め
日
本
の
民
法
学
が
、
所
有
権
規
定
を
私
的
〈
資
本
主
義
的
)
所
有
権

と
し
て
法
理
論
的
に
構
築
し
て
い
く
諸
過
程
を
、
ド
イ
ツ
民
法
学
の
流
入
と
の
関
係
で
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
、

一
つ
の
法
学
的
課
題
と

な
る
。
項
を
改
め
て
、
こ
の
課
題
を
考
察
し
よ
う
。

(

1

)

 

(
2〉

(

3

)

 

(

4

)

 

(

5

)

 

(
6〉

(

7

)

 

(
8〉

(

9

)

 

(
刊
)

ハロ〉
(

ロ

)

堀
江
英
一
明
治
維
新
の
社
会
構
造
有
斐
閣
一
九
五
四
年
四
月

法
令
全
世
一
日
一
八
七
八
年
(
明
治
一
一
年
)
一
三
四
ペ
ー
ジ
。

z

一
女
良
城
照
盛
地
主
制
の
展
開
家
永
三
郎
他
編
日
本
歴
史
二
ハ
〈
近
代
三
〉
岩
波
書
唐
一

O
二
ペ
ー
ジ
。

明
治
史
料
研
究
連
絡
会
編
明
治
権
力
の
法
的
構
造
御
茶
の
水
書
一
房
一
九
五
九
年
二
月
中
村
吉
三
郎
解
題

青
木
虹
一
一
明
治
農
民
騒
擾
の
年
次
的
研
究
新
生
社
一
九
六
八
年
六
月
五
八
ペ
ー
ジ
。

宮
川
澄
日
本
に
お
け
る
近
代
的
所
有
権
の
形
成
御
茶
の
水
喜
一
一
房
一
九
六
九
年
一
二
月
一
二
一
二
三
ペ
ー
ジ
。

揖
西
光
速
資
本
主
義
の
育
成
日
本
歴
史
一
六
〈
近
代
一
二
〉
岩
波
書
底
一
九
六
七
年
二
一
月
四

0
ペ
ー
ジ
。

安
良
城
盛
昭
地
主
制
の
展
開
岩
波
講
座
日
本
歴
史
一
六
第
二
表
、
第
九
表
。

士
制
元
正
雄
地
程
改
正
と
農
民
闘
争
新
生
社
一
九
六
七
年
一
周
囲
三
週

1
四
三
五
ペ
ー
ジ
。

風
早
八
十
二
日
本
社
会
政
策
白
人
(
上
〉
青
木
文
庫
一
九
五
一
年
一
二
月
七
一
ペ
ー
ジ
。

宮
川
澄
日
本
に
お
け
る
近
代
的
所
有
権
の
形
成
御
茶
の
水
量
房
一
九
六
九
午
二
一
H
A

橋
本
文
雄
社
会
法
と
市
民
法
有
斐
閣
一
九
五
四
年
三
月
二
五
五
ペ
ー
ジ
。

二
一
ペ
ー
ジ
。

二
ハ
ベ

l
ジ。

二
七
回
ぺ

1
ジ。

1

1
以
下
次
号
1

i

。
」
の
研
究
は
昭
和
四
四
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
企
(
一
般
研
究
C
〉
お
よ
び
昭
和
四
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
〈
一
般
研
究
C
)

に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。
〕

日
本
に
ち
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受

C
C

一
四
七


