
ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
の

「
プ
ノレ
、*
ム/

ヨ

ア
」
的
土
地
改
革
に
つ

い
て

松

田

智

雄

ド
イ
ツ
に
お
け
る
土
地
制
度
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
改
革
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
よ
る
シ
ュ
タ
イ
ン
U

ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
の
改
革
を
主
軸
と
し

て
、
し
か
も
、

そ
の
東
エ
ベ
ル
の
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、

さ
ら
に
西
部
諸
領
邦
の
改
革
を
惹
き
お
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
西
部
諸
領
邦

の
土
地
制
度
改
革
は
、

ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
構
造
的
完
成
の
た
め
に
は
不
可
欠
の
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
一
環
で
あ
り
、

し

か
も
、
「
小
農
地
域
」

∞
州
出

HOE-mロ
仏
と
し
て
の
西
部
ド
イ
ツ
に
特
殊
的
な
小
農
を
最
も
典
型
的
に
生
産
し
、

(
1
)
 

テ
ン
ベ
ル
グ
を
と
り
あ
げ
た
い
。
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
は
、

か
つ
再
生
産
し
た
ウ
ュ
ル

シ
ラ
l
と
リ
ス
ト
の
故
国
で
あ
る
が
、

こ
の
両
名
が
陥
っ
た
宿
命
に
よ
っ
て

も
容
易
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

ま
た
シ
ラ
l
の
「
た
く
み
と
意
」
が
描
い
た
よ
う
に
、

ま
さ
に
ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
の
典
型
で
あ
っ
た
。

そ
の
奥
底
か
ら
、
西
南
ド
イ
ツ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
代
戦
士
シ
ラ
ー
や
リ
ス
ト
が
現
れ
出
て
き
た
こ
と
は
、

む
し
ろ
、
歴
史
上
の
皮
肉

な
た
わ
む
れ
と
さ
え
見
ら
れ
る
。

ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
に
お
け
る
土
地
制
度
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
改
革
が
完
了
す
る
の
は
一
八
六
五
年
と
い
う
時
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
に

わ
が
明
治
維
新
に
先
立
つ
こ
と
僅
か
に
三
年
で
あ
り
、

わ
が
地
租
改
正
に
先
立
つ
こ
と
九
年
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
お
け
る
封
建
的
土
地

所
有
の
組
織
は
強
度
で
あ
っ
て
、
容
易
に
崩
懐
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
す
で
に
十
八
世
紀
末
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
と

こ
れ
に
続
く
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配
期
を
経
過
し
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
側
圧
を
被
り
つ
つ
、

ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
も

ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

入



F
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
め
「
ブ
ル
ジ
E

ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

三
八
二

そ
の
発
展
方
向
へ
導
か
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
内
在
的
諸
条
件
が
未
成
熟
で
あ
っ
て
、
遂
行
さ
る
べ
き
諸
改
革
は
領

邦
権
力
の
側
か
ら
の
、
「
上
か
ら
」
の
主
導
性
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
い
み
で
は
、
西
部
ド
イ
ツ
の
土
地
制
度
改
革
は
、

プ
ロ
イ
セ
ン
の
そ
れ
と
同
様
に
、

「
上
か
ら
」
か
つ
「
横
か
ら
」
の
改
革
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
プ
ロ
イ
セ
シ
と
ウ

ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
を
分
つ
も
の
は
、
相
対
的
に
は
西
部
ド
イ
ツ
に
よ
り
多
く
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
芽
生
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
⑦
に
特
殊
な
改
革
と
、
農
民
解
放
の
方
式
が
う
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
プ
ロ
イ
セ
シ
と
同

様
に
、
大
き
く
表
現
す
れ
ば
有
償
的
解
放
の
方
式
に
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
独
自
な
ウ
ュ
ル
テ
シ
ベ
ル
グ
方
式
で
あ
り
、
長
年
に
わ

た
る
、

ジ
ヮ
グ
・
ザ
ッ
グ
な
路
程
を
辿
り
、
旧
封
建
的
土
地
所
有
を
な
し
く
ず
し

K
解
消
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

(

1

)

 

(

2

)
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な
し
く
ず
し
の
路
程
に
は
、
明
確
な
劃
期
を
与
え
難
い
。
だ
が
、
こ
の
時
期
に
、
領
邦
絶
対
主
義
は
解
体
を
遂
げ
る
の
で
あ
っ
て
、
従

っ
て
こ
こ
に
封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
移
行
は
、
果
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
移
行
期
に
、
何
ら
か
の
内
部
的
な
転
回
点
を
求
め
る
こ

(
1
V
 

ウ
ィ
シ
テ
ル
リ
シ
は
、
移
行
の
画
期
と
し
て
、
次
の
三
時
点
を
捉
え
て
い
る
。
「
そ
れ
故
に
、
対
象
の

と
は
、
必
し
も
無
意
味
で
は
な
い
。

家
。
ウ
ュ
ル
テ
シ
ベ
ル
グ
に
お
い
て
も
、

行
政
史
的
な
把
握
を
三
期
に
分
割
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
シ
ト
高
権
法
国
家
、
警
察
的
U

絶
対
制
的
国
家
、
並
び
に
十
九
世
紀
立
憲
制
国

一
八

O
五
年
に
い
た
る
旧
制
度
色
芯
〈
R
P
8
5
M
mの
時
期
、
二
、

こ
れ
に
た
い
し
て
、

一、

一
八
一
九
年
に
い
た
る
絶
対
制
国
家
の
三
時
期
、

一
八
一
九
年
以
降
の
立
憲
制
国
家
の
、
三
時
期
が
照
応
す
る
。
」
ウ
イ
ン
テ
ル
リ
ン
の
規

定
は
き
わ
め
て
明
快
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
グ
ナ
イ
ス
ト
流
の
国
法
学
の
見
地
に
拠
っ
て
立
っ
た
行
政
史
的
理
解
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。

と
こ
に
お
け
る
支
配
の
体
制
が
、
絶
対
王
制
か
ら
全
く
止
揚
さ
れ
る
に
は
、

一
八
一
九
年
の
の
ち
に
、
な
お
長
く
、

一
八
六
五
年
ま
で
続



け
ら
れ
る
農
民
解
放
過
程
が
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
c

絶
対
王
制
が
止
揚
さ
れ
る
た
め
に
は
、
封
建
的
土
地
所
有
の
解
体
が
完
了
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
こ
と
は
農
民
解
放
の
諸
目
標

が
貰
遂
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
特
殊
・
西
ド
イ
ツ
的

1
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
的
方
式
と
そ
の
実
体
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
与
え

ら
れ
て
い
る
課
題
で
あ
る
。
木
一
柄
は
、

そ
の
路
程
を
辿
る
こ
と
に
、
問
題
を
限
定
し
た
い
。

ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
は
、
元
来
侯
国
間

2
8
m
g
s
で
あ
り
、
古
く
中
世
高
期
に
遡
る
シ
ュ

i
ワ
i
ベ
ン
侯
国

出

2
8
m
Z
E
ω
岳・

4
3宮
口

か
ら
出
発
す
る
。
そ
の
領
域
は
さ
ま
ぎ
ま
な
変
転
を
経
て
、
十
九
世
紀
初
頭
に
至
り
ほ
ぼ
現
在
の
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
区
域
に

ひ
と
し
く
な
り
、

王
国
に
転
身
し
た
む

-
x
-
J
、

ふ
/
J
J
7
L

そ
れ
に
し
て
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
は
、

一
七
入
九
年
フ
ラ
ン
ス
国
民
議
会
に
上
る

エ
ル
ザ
ス
仏
領
化
決
議
、
次
い
で
一
七
九
三
年
以
降
ラ
イ
ン
左
岸
地
方
の
併
合
、

さ
ら
に
西
南
ド
イ
ツ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
属
領
化
な
ど
、

フ
ラ
ン
ス
の
側
圧
を
強
く
加
え
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、

そ
の
際
ウ
ュ
テ
ン
ベ
ル
グ
は
と
く
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
厚
過
を
う
け
、

(
2〕

一
八

O
六
年
王
国
に
昇
格
し
た
。
そ
の
領
域
は
ド
ナ
ウ
河
を
境
界
と
し
て
、
以
北
の
旧
ウ
ュ
ル
テ

領
域
を
拡
大
し
え
た
ば
か
り
で
な
く
、

ン
ペ
ル
グ
、
以
南
の
新
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
の
二
部
分
か
ら
成
h
ソ
、
全
地
域
は
凹
県
と
六
回
都
品
開
5
2
0
ロ
ロ
仏
堂
。
ず
作
品
百
円
巾
吋
に
区

劃
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
こ
に
は
深
く
立
ち
入
る
こ
と
ほ
計
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
領
域
は
、
成
立
の
経
緯
も
複
雑
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、

そ
の
各
局
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
事
情
が
あ
っ
て
そ
の
社
会
経
済
的
性
格
を
異
に
し
て
い
た
。
そ
こ
に
お
け
ろ
農
村
の
構

造
を
表
現
す
る
居
住
様
式
虫
色

Z
ロ
mぇ
2
5
2
1
l
t
し
た
が
っ
て
ま
た
耕
地
様
式

E
C丘
R
E
g
i
-
-
に
つ
い
て
み
て
も
、
大
き
〈
わ

げ
て
本
来
の
旧
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
の
中
核
地
帯
で
あ
る
ウ
ン
タ
1
ラ
ン
ト

C
E
R
Eロ仏

そ
れ
か
ら
、
ネ
ッ
カ
ー
ル
や
マ
イ
ン
流
域
の
ゴ

イ
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
テ
シ
の
山
口
宮
口
色
白
の
『
民
円
。
ロ
な
ど
と
、

シ
ュ
ワ
l
ベ
γ
ω
円
『
項
目
号
。
ロ
や
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ワ
ル
ト

ω
n
F
4
司mHHiN4
司
包
仏
な

ど
は
異
っ
て
い
る
。
前
者
は
集
村
の
σ者
自
ロ
仏
O
片
岡

R
と
耕
作
強
制

E
g
G
4
5ロぬ

を
伴
う
三
国
制
度
巴
諸
民
0
5
2
4司
目
立
明
。
宮
砕
を
特

ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
の
「
守
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

八



ド
イ
ヅ
領
邦
絶
対
主
義
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

三
八
四

(
3
)
 

徴
と
し
、
後
者
は
散
居
制
田
忠
弘
回
目

az口
問
な
り
小
村
制
巧
丘
町
田
町
a
Zロ
m
な
り
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
当
面
す
る
十
九
世
紀

初
頭
に
お
い
て
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
が
指
摘
し
た
よ
う
な
零
細
経
営
は
前
者
の
地
域
に
居
す
る
ネ
ッ
カ
I
県

Z
R
W
R
W
Bぽ
tこ

こ
と
に
著
し
く
、
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
エ
ス
リ
ン
ゲ
ン
郡

o-umgB件
何
回
由
民
ロ
mgM
の
ご
と
き
、

五
三
八
三
経
営
の
う
ち
、

一O
へ
グ

タ
ー
ル
以
上
に
達
す
る
経
営
数
は
僅
か
に
四
形
を
占
め
る
一
九
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
当
然
に
何
ら

(
4
)
 

か
の
救
済
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

グ
の
農
民
は
、

宮
山
田 こ

と
は
、
た
ん
に
零
細
経
営
の
増
加
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
別
の
機
会
に
詳
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル

〔

5
)

一
般
的
貧
困
の
う
ち
に
蝕
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ピ

1
テ
ィ
ヒ
ハ
イ
ム

ω冨仏
g
n
v己
吾
a
g
g
ω
B仲
回
目
O
F
f
・

で
は
、

こ
の
ネ
ッ
カ
1
河
中
・
下
流
方
面
の
美
し
い
村
々
が
お
か
さ
れ
つ
つ
あ
る
貧
困
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
訴
え
る
。

「二

O

モ
ル
ゲ
ン

冨
R
m
g
か
ら
二
五
モ
ル
ゲ
ン
に
至
る
土
地
保
有
者
の
う
ち
比
較
的
恵
ま
れ
た
少
数
者
の
部
分
は
、
十
年
前
に
は
ま
だ
豊
か

で
あ
っ
た
。
そ
の
財
産
は
六
千
乃
至
七
千
〔
の
己
aoロ
〕
と
評
価
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

い
ま
は
そ
の
三
分
の
一
に
減
少
し
て
い
る
。
」
す

な
わ
ち
、

「
い
た
る
と
こ
ろ
、
ど
こ
に
眼
を
向
け
る
に
せ
よ
、
堪
え
る
べ
く
も
な
い
負
担
に
よ
る
庄
迫
の
ほ
か
に
は
何
も
の
も
見
当
ら
な

い
。
債
権
者
の
請
求
を
、
国
家
の
、
管
区
当
局
〉
自
仲
の
、

村
の
要
求
を
専
ら
満
足
さ
せ
る
た
め
の
困
窮
と
窮
迫
の
ほ
か
は
何
も
の
も
な

い
」
と
述
べ
る
。
ネ
ル
リ
ン
ゲ
ン

n
m
E
o
s
-
m
B同

Z
o
E口
問
。
ロ
で
は
、
「
土
地
保
有
者
の
大
部
分
が
貧
困
で
あ
る
た
め
に
、
塩
、
木
材
、

衣
料
、
学
校
費
、
収
穫
時
の
飲
料
、
並
び
に
ま
た
畑
地
用
お
よ
び
運
搬
用
の
器
具
の
更
新
の
た
め
な
ど
の
経
済
的
必
要
に
応
ず
る
現
金

と
、
そ
の
他
凡
ゆ
る
種
類
の
貢
租
と
、
屡
K

け
っ
し
て
少
し
と
し
な
い
資
本
利
子
を
調
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
」

と
指
摘
す

る
。
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
パ
ハ

ω島
己
任
巴

8
2
m
g件
。

σ
2一件
ap--uRF
で
も
、
「
農
民
階
級
は
最
も
勤
勉
で
、
最
も
倹
約
で
あ
る
に

も
拘
ら
ず
、

し
か
も
な
お
救
済
を
施
さ
れ
な
い
限
り
、

つ
ね
に
最
も
貧
困
で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

か
れ
が
最
下
の
地
位
に
止
ま
ら
せ



ら
れ
て
い
る
限
り
、

お
よ
そ
貧
困
に
あ
っ
て
は

い
か
な
る
農
耕
も
停
止
す
る
か
ら
、
農
業
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
け
っ
し
て
彼
か
ら
多

く
を
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
る
。

ヴ
ル
ム
リ
ン
ゲ
ン

PBog-ωB件
当
己

B-zmg
の
発
言
は
、

さ
ら
に
深
刻
で
あ
っ
て
、

罰
金
や
利
子
は
、
強
制
徴
募
人
に
よ
っ
て
徴
集
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
、
人
々
は
収
穫
の
直
後
に
し
て
畑
の
生
産
物
を
禽
ベ
尽
し
て
し
ま

ぃ
、
多
く
の
者
は
乞
食
に
な
る
。
そ
れ
故
に
被
圧
迫
者
は
、
乞
食
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
僅
か
な
グ
ロ
イ
ツ
ェ
ル
貨
に
よ
っ
て
生
存
す
る

他
は
た
い
、

と
報
告
す
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
え
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
提
起
さ
れ
て
お
り
、

ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ

に
そ
の
ま
ま
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
貧
困
は
一
般
化
し
て
お
り
、

か
っ
農
業
の
よ
り
高
度
の
発
展
に
た
い
し
て
は
殆

ん
ど
可
能
性
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
濠
因
と
障
害
は
何
で
あ
り

い
か
に
し
て
救
済
の
途
は
与
え
ら
れ
る
の
か
。
ぞ
れ
へ
の
解
答

は
、
そ
の
頃
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
の
官
房
学
派
的
な
立
場
か
ら
は
、

ほ
ぼ
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
、
大
き
く
い
っ
て
二
点

に
要
約
さ
れ
、

そ
の
一
つ
は
商
業
的
農
菜
に
ま
で
高
め
ら
る
べ
き
農
業
経
営
の
近
代
化
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
封
建
的
な
拘
束
の
も
と
に

あ
る
農
民
経
営
の
解
放
で
あ
り
、
諸
貢
租
・
賦
役
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
こ
の
第
二
点
こ
そ
は
、
農
民
解
放
の
必
要
を
明
瞭
に
指
摘
し
た

(6) 

発
言
で
あ
る
。

こ
の
官
房
学
派
的
な
農
民
解
放
方
式
は
、

ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
に
十
九
世
紀
前
半
期
を
君
臨
し
た
国
王
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世

〔
一
八

六
i
一
八
六
回
〕
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
、
推
し
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、

そ
の
う
ち
一
入
四
八
年
一
一
一
月
革
命
に
至
る
ま

で
、
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
は
二
つ
の
部
分
に
分
裂
し
た
と
さ
れ
る
。

一
部
は
、

王
の
直
轄
す
る
部
分
で
あ
っ
て
、

そ
こ
で
は
封
建
的
土
地

所
有
制
。

E
ロa
F
O
円
円
回
忌
抑
止
は
消
滅
し
て
い
る
。
だ
が
、
他
の
一
部
は
貴
族
領
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
全
て
の
負
担
と
貢
租
を
伴
う
封

(7) 

建
的
土
地
所
有
制
は
存
続
し
て
い
た
。

十
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
諸
農
民
解
放
が
目
指
し
た
課
題
は
、
次
の
四
項
に
整
理
さ
れ
る
。

ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
の
寸
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

三
入
五



F
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

三
八
六

「，
Jト

人
身
上
、
ま
た
は
土
地
上
の
諸
負
担
を
、
農
民
の
経
営
地
か
ら
除
去
す
る
こ
と
。

、l'ヒ
定
住
ま
た
は
不
定
住
の
農
村
住
民
に
た
い
す
る
人
身
支
配
制
宮
山
宮
山

m
g
R宮崎同

に
基
く
給
付
を
廃
止
す
る
こ
と
。

、E4
，

巴
所
有
権
制
限
何
百
早
口

B
m
z
a
E
n
W
5
m
g
と
、
封
建
的
家
臣
制

Z
Z
5
4
0
H
E
E
を
廃
除
す
る
こ
と
。

、l'四
間
接
に
結
び
つ
く
、
禁
制
権
〈
R
E
2
5
m向
R
F
S
強
制
種

N
d
gロ
肉
質

R
v
g
拘
束
権
回
山
口
口
同
R
V
Z
を
廃
止
す
る
。

こ
れ
ら
の
課
題
を
果
す
こ
と
は
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
に
お
い
て
も
極
め
て
緊
急
か
つ
探
刻
な
解
放
措
置
を
要
し
た
の
で
あ
っ
た
。
別
の

機
会
に
詳
述
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
多
種
多
様
で
あ
り
、
ま
た
量
的
に
も
多
量
の
公
租
公
課
こ
そ
は
、
何
れ
も
明
白
に
旧
い
封
建

ま
た
は
土
地
隷
属
制

。
ロ
仲
田
口
口
件
。
丘
一
位
ロ

-mwOR

的
諸
負
担
の
残
存
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
現
象
形
態
は
甚
だ
複
雑
で
あ
る
。

付
十
分
一
税
、

同
分
益
貢
租
、

同
貨
幣
貢
租
、

伸
生
産

物
貢
租
、
国
労
役
代
納
金
、
約
賦
役
、
倒
隷
民
税
、
刊
〔
圭
地
〕
譲
渡
税
、

同
死
亡
税
、
制
国
税
、
∞
建
物
税
、
国
物
品
税
!
ー
な
ど
、

農
民
の
上
に
の
し
か
か
る
重
圧
は
、
ま
さ
に
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
農
民
の
貧
困
を
決
定
す
る
主
要
な
原
因
で
あ
勺

こ
れ
ら
の
諸
公
租
公
課
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
権
力
者
に
分
岐
し
て
帰
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

一
農
民
が
蒙
っ
て
い
る
支
配
の
組

織
は
け
っ
し
て
単
一
で
は
な
い
。
そ
の
上
に
は
、
先
ず
裁
判
領
主
が
あ
り
、
貢
租
・
賦
役
を
賦
課
す
る
。
次
に
領
邦
領
主
が
あ
り
、
こ
れ

は
租
税
を
課
す
る
。
さ
ら
に
、
直
接
の
領
主
で
土
地
領
主
の

2
ロ仏
F
2円
、
が
あ
っ
て
、
貢
租
あ
る
い
は
譲
渡
税
を
課
し
、

人
身
領
主

FaσHHOR
が
あ
っ
て
若
干
の
雑
税
を
-
諜
し
、
十
分
一
税
領
主

こ
れ
と
並
ん
で

N
o
v
oロ
岳
民
同

に
は
租
収
入
に
た
い
す
る
十
分
一
税
が
徴
収

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
多
少
と
も
公
権
的
な
貢
課
に
た
い
し
て
、
私
権
的
な
地
代
が
あ
り
、
経
済
的
窮
迫
の
結
果
土
地
を
提
供
し
て
貸
つ
け

を
う
け
、
そ
の
代
償
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
加
わ
る
。
こ
れ
ら
の
実
質
的
な
経
済
的
負
担
の
ほ
か
に
、
領
主
権
に
よ
る

社
会
的
拘
束
が
あ
り
、
人
身
的
ハ
U
人
格
権
的
〕
制
限
な
り
、
私
的
所
有
権
へ
の
制
限
な
り
が
、
農
民
を
傷
め
つ
け
、
そ
の
自
由
な
発
展



ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
で
は
ま
だ
封
建
的
権
力
U
封
建
的
土
地
所
有
は
依
然
と
し
て

本
質
的
に
は
竪
く
維
持
さ
れ
、
近
代
的
な
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
は
、
殆
ん
ど
条
件
を
欠
如
し
て
い
た
。
内
在
的
条
件
が

(
昏
]

を
阻
止
し
て
い
た
。
十
八
・
九
世
紀
の
交
に
お
い
て
、

欠
如
し
て
い
る
と
き
に
、
隣
国
フ
ラ
ン
ス
に
は
一
七
入
九
年
に
革
命
が
勃
発
し
た
。
革
命
は
、
当
初
全
ヨ

I
ロ
ヮ
パ
に
歓
迎
を
う
け
、

ド

イ
ツ
に
も
こ
れ
へ
の
共
感
は
強
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
的
市
民
階
級
の
代
弁
者
ゲ
ー
テ
U

シ
ラ
l
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
の
好
意
的
発
言

(
同
)

件
、
そ
の
背
後
に
流
れ
て
い
る
一
般
的
な
思
潮
在
も
の
語
っ
て
い
る
。

ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
に
お
い
て
も
、
領
邦
議
会

F
E仏
E
m
は
、
人
身
支
配
権
戸
白
山
宮
山

m
o
g
n
E去
の
廃
止
を
要
求
し
、
こ
れ
が
平
等

(
U
)
 

に
つ
い
て
の
自
然
法
則
を
侵
害
し
、
人
権
そ
誹
践
す
る
も
の
と
し
て
弾
劾
を
加
え
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
侯

出
R
N。
ぬ
司
片
山
宮
町
付
げ
は
一
た
び
こ
れ
を
拒
否
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ぞ
の
後
発
生
し
た
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
の
領
域
拡
大
に
よ

り
、
新
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ

zocJ司
E・2
0
H
H
H
σ
O
H
m

を
併
合
す
る
に
至
っ
た
と
と
は
事
情
念
一
裟
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

旧
ウ
ュ
ル

テ
ン
ベ
ル
グ
〉
】
寸
君
苛
2
0
B
f
H
m

に
お
い
て
は
、
供
は
唯
一
の
裁
判
領
主
で
あ
り
、
外
部
の
領
主
に
従
属
す
る
隷
属
民

F
0
5
0
日
常
口
。

は
僅
少
で
あ
っ
た
。
土
地
領
主
的
諸
権
利
は
大
部
分
領
邦
領
主
の
手
中
に
あ
り
、

そ
の
統
一
一
世
が
強
か
っ
た
。
農
民
も
多
く
は
土
地
占
有

(ロ)

の
相
続
権
そ
獲
得
し
て
お
り
、
法
的
に
は
一
代
に
限
ら
れ
て
い
る
が
事
実
上
世
襲
的
で
あ
っ
た
。

一
八

O
Z
一
年
の
帝
国
代
表
者
主
要
決
議
何
色
岳
丘
告
ロ
宮
門
戸
。
ロ

m
v
m
E
1
R
Eロ
留
は
諸
帝
国
都
市
と
若
干
の
教
会
領
を
、
次
い
で
一
八

O

王
年
の
プ
レ
ス
ブ
ル
グ
講
和
ほ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
の
一
部
を
、

さ
ら
に
一
八

O
六
年
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
侵
攻
に
基
く
ラ
イ
ン
聯
邦
条
約

初日同何回ロ
σcロ仏何回
mwwg
は
、
帝
国
直
属
諸
侯
問
。
片
町
田
冨
ロ
仏
ゆ
た
る
ホ

I
ヘ
ン
ロ
l
ェ
、
ワ
ル
ト
ブ
ル
ク
匂
岱

g
gロ
〈
O
口
出

ovm巳
ovo-

き
口
当
己
昏
ロ
持
を
始
め
と
し
て
、

ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
領
邦
高
権
下
の
帝
国
直
属
騎
士
H
N
O
山
岳
印
吋
伊
丹
同
日
仏

2
4
5
3
Z
B
Z
H
E
m島
自

F
白

-P内
同
白
血

V
O
F
O
日丹

を
、
次
え
と
併
合
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
農
民
の
法
的
諸
関
係
は
著
し
く
多
様
化
す
る
こ
と
に
な

ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

八
七



り

ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

(
お
)

こ
こ
に
統
一
的
措
置
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
統
一
的
措
置
は
、
地
域
的
な
多
様
性
に
あ
っ
て
は
、
抵
抗
を
生
ま
ざ
る
を
え

三
八
入

:
、
。

ヂ
記
、
hv

オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ワ

l
ペ
ン

O
ぴ
合
同
∞

n
F
d司
m
H
-
Z
P

は
新
領
域
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
は
土
地
領
主
の
所
有
権
は
と
く
に
強
く
、

土
地
占

有
者
に
た
い
し
て
は
終
身
間
土
地
を
与
え
る
だ
け
で
、

そ
の
死
後
は
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
教
会
領
で
あ
っ
た
地

域
は
、
新
た
な
領
邦
領
主
ウ
ュ
ル
一
プ
ン
ペ
ル
グ
侯
〔
U
国
壬
〕
を
容
易
に
承
認
せ
ず
、

ま
た
帝
国
直
属
者
に
至
っ
て
は
そ
の
国
制
上
の
独

立
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
承
服
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
新
領
域
に
つ
い
て
は
、

こ
と
に
抵
抗
が
著
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八

O
六
年
、

主
国
に
列
し
た
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
に
お
い
て
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
王
は
、
こ
れ
ら
の
抵
抗
を
抑
え
、

ま
た
ナ
ポ
レ
オ
ン

の
援
護
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
う
や
く
農
民
解
放
過
程
へ
と
入
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

解
放
過
程
は
一
八

O
入
年
に
始
ま
る
。

王
は
、
次
k

に
条
例
を
発
し
て
、
農
民
保
全
の
処
置
を
講
じ
て
い
っ
た
。

一
八

O
入
年
三
月
十

六
日
条
例
、

一
八

-
O年
七
月
十
六
日
条
例
、

一
八
一
二
年
七
月
六
日
条
例
ー
ー
は
、
先
ず
農
民
の
不
安
定
な
保
有
権
の
安
定
他
と
、
可

諾
な
限
り
所
有
権
化
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
農
民
の
保
有
権
に
は
一
代
封
地

司
M

凶
邑
各
自
が
多
く
、
そ
の
死
後
に
つ
い
て
は
継

続
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
死
亡
税
な
り
譲
渡
税
の
重
い
負
担
を
附
加
さ
れ
て
い
た
。
条
例
の
基
木
原
則
は
、
農
民

の
一
代
保
有
権
を
、
世
襲
封
地
町
宮
各
自
か
賃
貸
地

N
Z印
m
E
R
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

ま
た
場
合
に
よ
っ
て
ほ
完
全
な

所
有
権
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
さ
え
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一
代
保
有
を
廃
止
す
る
た
め
に
は
、
土
地
価
問
の
二
泌
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て

世
襲
権
に
転
他
せ
し
め
う
る
の
で
あ
り
、
死
亡
税
、
譲
は
税
は
そ
れ
を
資
本
還
元
し
た
価
額
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
決
済
さ
れ
る
。
さ

ら
に
、
欠
く
こ
と
を
う
る
賦
役
、
雑
税

同
州
岱
の
}
M
O
出
向
。

]EHF-

自
己
R
o
w
-
m山口
ozmWEE-mo同位口。

は
、
年
々
の
貨
幣
・
生
産
物
地
代

。。-a・
ロ
ロ
弘
司

E
n伊丹
N
吉
田
に
転
形
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
土
地
保
有
者
が
同
時
に
隷
属
民

F
m
5
0
ぽ

goだ
っ
た
場
ム
日
、
人
身
支
配
権

(

町

四

)

は
唾
少
棋
の
支
払
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
た
。
こ
の
よ

h

フ
花
、
農
民
解
放
過
程
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
側
圧
を
蒙
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ょ
う



ゃ
く
曲
り
な
り
に
も
進
行
し
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

そ
の
開
始
は
、

ま
だ
定
大
な
課
題
の
僅
か
な
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
も
最

も
遂
行
す
る
の
に
容
易
な
一
端
に
着
手
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
よ
る
解
放
過
程
は
、
漸
く
そ
の
序
幕
に
達
し

え
た
に
止
ま
る
。

こ
こ
で
、
廃
止
さ
る
べ
き
社
会
的
・
経
済
的
拘
束
の
カ
タ
ロ
グ
を
一
括
し
て
描
き
、
農
民
解
放
の
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
予
示
し
て
お
こ
う

0

1
J
 

一
裁
判
領
主
支
配
に
関
聯
す
る
諸
負
担
。
全
村
落
共
同
体
に
た
い
し
て
か
、
或
い
は
そ
の
佃
k

の
成
員
に
た
い
し
て
賦
課
さ
れ
る
貢
租

f
L
 で

、
賃
幣
形
態
か
農
民
経
営
の
生
産
物
形
態
に
お
い
て
徴
収
さ
れ
る
負
担
。
並
び
に
、
そ
の
裁
判
諒
民
の
日
付
宮
田
口
口
広
見
mw
ロ

g
に

た
い
し
て
-
訴
せ
ら
れ
る
定
量
ま
た
は
不
定
量

m
o
s
s
Bロ
。

a
a
cロ
m
σ
B
B
R
D
の
賦
役
。

そ
の
う
ち
農
業
的
賦
伎
が
最
も
重
圧

を
与
え
る
が
、

そ
の
他
狩
猟
期
に
は
狩
猟
賦
役
が
加
わ
る
。
旧
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
で
は
裁
判
支
配
権
は
す
べ
て
領
邦
領
主
の
手
中

に
あ
っ
た
が
、
新
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
で
は
、
そ
れ
は
領
邦
領
主
と
農
民
と
の
中
聞
に
介
在
す
る
貴
族
領
主
が
裁
判
領
主
で
あ
っ

た。
、JC
領
邦
領
主
支
配
に
関
聯
す
る
諸
負
担
。
農
民
は
領
主
に
た
い
し
て
租
税
同

2
2
を
支
払
う
の
で
あ
る
が
、

そ
の
最
古
の
形
態
は
ベ

ー
ト
切
σ件
。
仏
日
ロ
め
の
円
凶
作
で
あ
る
。

∞
土
地
領
主
支
配
に
関
聯
す
る
諸
負
担
。
土
地
領
主
の
領
地
の
用
益
そ
許
さ
れ
て
い
る
場
合
、
仕
事
阿
保
有
地
に
つ
い
て
は
世
襲
封
地

開
吋

-u-oHHOD
i.J: 

一
代
に
倶
る
保
有
地
に
つ
い
て
壮
一
代
封
地
で
あ
り
、
土
地
保
有
者
壮
年
々
領
主
に
た
い
し
て
貨
幣
形
態
か
農
民

経
営
の
生
産
物
形
態
に
お
い
て
借
地
料
。

E
ロ仏
N
吉
田
が
徴
収
さ
れ
る
。
生
産
物
は
穀
物
を
主
た
る
内
容
と
す
る
が
、
そ
の
穀
物
貢

租
の

2
2官。，
krσmmg
仕
、
永
代
に
わ
た
っ
て
変
ら
な
い
固
定
額
貢
租
砂
田
宮

〉
ぴ

mm-uo
で
あ
り
、
こ
れ
を
ギ
ュ
ル
ト

。cp

と
名
づ
け
る
。
そ
れ
は
、
年
収
獲
の
一
部
分
で
あ
り
、
最
も
頻
繁
に
現
れ
る
の
は
三
分
二
貝
租
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
分
益
貢
租

ド
イ

γ
領
邦
絶
対
主
義
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

三
人
九



ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
、
主
義
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

三
九

O

同，

o--mogF同
と
い
う
。
そ
の
他
、
雑
税
と
し
て
の
台
所
料
開
岱
岳

gmos--o
の
鶏
、
驚
鳥
、
卵
、
パ
タ
l
、

ハ
ム
な
ど
。

臨
時

的
な
種
類
の
土
地
移
転
に
際
し
て
の
譲
渡
税

F
E
p
s
gロ
並
び
に
保
有
者
の
死
に
際
し
て
徴
収
さ
れ
る
死
亡
税
同
色
「

P
2
E巴「

出向
E
U
Rゅ
の
宮
な
ど
。
最
後
に
土
地
領
主
へ
の
賦
役
。

的
人
身
領
主
に
関
聯
す
る
諸
負
担
。
な
お
多
く
の
農
民
が
そ
の
支
配
下
に
あ
う
て
、
狭
義
の
農
奴
と
し
て
存
続
し
て
い
た
。
こ
れ
に
た

い
す
る
人
身
支
配
権
は
も
は
や
実
質
的
効
果
を
夫
っ
て
お
り
重
圧
で
は
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
は
年
々
の
貢
租
と
し
て
優
少
な
ク

ロ
イ
ツ
ェ
ル
貨
幣
、
女
子
農
奴
の
際
は
鶏

F巳
σ
F
3
5
な
ど
に
止
ま
っ
た
。
な
お
、
農
奴
の
死
後
そ
の
財
産
の
一
部
を
、
人
身
領

主
の
手
中
に
帰
す
る
死
亡
税
と
し
て
徴
取
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

こ
れ
も
土
地
領
主
に
た
い
す
る
も
の
と
等
し
く
同
mwgu可
R
宮司

P
E
と
呼
ば
れ
た
。

(
時
)

痕
跡
で
あ
る
が
一
、
十
八
世
紀
末
に
は
も
は
や
こ
の
結
合
の
大
部
分
|
|
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ワ
l
ベ
ン
を
除
い
て
ー
ー
ー
が
消
滅
し
て
し
ま

こ
の
よ
う
な
両
種
の
貢
租
の
重
複
は
、

か
つ
て
は
土
地
領
主
権
と
人
身
領
主
権
と
が
結
合
し
て
い
た
こ
と
の

った。

「
J一

品
十
分
一
領
主
に
関
聯
す
る
諸
負
担
。
十
分
一
税
は
本
来
教
会
へ
の
貢
祖
で
あ
っ
た
が
、
売
却
や
纂
奪
の
結
果
世
俗
領
主
に
移
り
、
世

俗
十
分
一
税
宮
山

050FSHO
に
転
化
し
た
。
十
分
一
税
に
は
大
十
分
一
悦
の

5
8
0
N各
8
8
が
あ
り
、
こ
れ
は
穀
物
か
ら
成

る
が
、
小
十
分
一
税
関
在
日

N
各
g
g
は
そ
の
他
の
畑
地
な
り
菜
園
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
他
乾
草
十
分
一

税

出

2
N
O
F
B件
。
葡
葡
酒
十
分
一
税
巧
命
日
ロ

N岱
8
8
生
き
物
十
分
一
説

-
o
Z
E日
開
。
。
含
同
盟
丘

N
o
r
g
g
Sロ
己

g
}
5
m
g

、吋日
2
0
な
ど
。
大
十
分
一
税
は
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
で
は
領
邦
領
主
な
り
教
会
領
有
者
た
る
供

出
。
吋

NOm
に
帰
属
し
、
小
十
分

税
は
主
と
し
て
教
会
に
帰
属
し
た
。

さ
て
、

以
上
の
如
、
き
諸
公
租
公
課
の
カ
タ
ロ
グ
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
る
解
放
の
課
題
は
、
極
め
て
怠
大
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
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ド
イ
ツ
額
郵
粍
対
主
義
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
政
革
に
つ
い
て

九

回
目
出
町

3
2己
目
白

Z
ロ
m
E
4司
位
浮
円
相

S
Z同
mwω
・
ι・

(ロ
)
U
n門出
-
-
k
p
・
目
・
。
・
∞
-
A
H

・

(
日
〉

U
m
H
d・
-
〉
・
田
・

0
・

ω・品・

(
H
)
U
m
H
-
m
-
U
k
r・
但
・

0
・

ω・
ι・

(
日
)
口
町
門
出
-
w

〉
・
胆
・

0
・
∞
-
A
H

・

(
日
山
)
己
目
H-m--kr・
凹
・

0
・

m-N・

一
八
一
五
年
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
大
陸
支
配
は
つ
い
に
覆
滅
さ
れ
、

こ
れ
に
際
し
て
帝
国
民
属
諸
侯
の
反
撃
は
開
始
さ
れ
、
あ
る
限
度
で
旧

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
失
脚
後
の
反
動
体
制
!
|

制
度
へ
の
復
帰
を
か
ち
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
反
動
へ
の
足
が
か
り
を
提
供
し
た
の
が
、

メ
ッ
テ
ル
二
ヒ
体
制

l
lの
所
産
、
聯
邦
条
約
で
あ
っ
た
。
そ
の
聯
邦
条
約
第
十
四
条
に
は
、
「
〔
帝
国
直
属
諸
侯
は
〕
あ
ら
ゆ
る
当
該
の

(
1
)
 

諸
権
利
お
よ
び
諸
特
権
は
確
保
さ
れ
存
続
せ
し
め
ら
れ
る
」
と
宣
ユ
一
目
さ
れ
る
。
こ
の
状
勢
の
さ
中
に
、
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
の
帝
匝
直
属

諸
侯
は
一
八
一
五
年
十
二
月
十
二
臼
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト

ω
E
H同
仲
間
釦
円
同

で
協
会
を
結
成
し
た
が
、

国
王
は
こ
れ
を
処
罰
を
も
っ
て
脅

か
し
消
滅
せ
し
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

し
か
し
、
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、

一
八
一
六
年
十
月
三
十
日
死
去
し

そ
の
後
継
者
ウ
ィ
ル

フ
ラ
ン
ス
革
命
当
時
か
ら
農
民
解
放
に
だ
い
し
て
は
父
王
よ
り
も
好
意
的
で
あ
っ
た
が
、
王
位
に

即
い
て
以
来
、
決
定
的
に
農
民
解
放

ωg'OBOE-ωmE口
問
の
推
進
を
企
図
し
た
。
伎
は
登
位
後
僅
か
に
三
箇
月
に
し
て
、
一
八
一
七

(
2
}
 

年
三
一
月
三
日
、
憲
法
草
案
を
提
起
し
た
。
こ
れ
は
、
農
民
解
放
に
関
す
る
第
六
十
一
条
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
か
つ
て
一
八
一

O

ヘ
ル
ム
一
世
が
即
位
し
た
。
新
王
は

年
に
ひ
と
度
制
定
さ
れ
た
一
代
封
地
廃
止
の
規
定
を
反
覆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
一
八
一

O
年
七
月
十
六
日
条
例
に
規
定
さ
れ
て
い
た

よ
h

つ
に

一
代
封
地
は
占
有
者
の
家
族
の
手
か
ら
奪
い
去
ら
れ
る
と
と
な
く
、

そ
の
再
賦
与
の
場
合
に
も
け
勺
し
て
負
担
は
加
重
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
封
主

Fhwvm5VOHH
に
た
い
し
て
は
、
そ
の
封
地
か
ら
の
収
議
を
補
償
す
る
こ
と



に
よ
っ
て
、
所
有
地
に
変
更
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
進
ん
で
人
身
支
配
の
諸
関
係
も
国
家
市
民
の
権
利
の
平
等
原
則
に
矛
盾

す
る
が
故
に
廃
止
さ
れ
、
権
利
者
は
こ
れ
と
結
合
し
て
い
る
諸
用
益
に
た
い
し
て
、
従
来
人
身
隷
民

F
a宮町
m
g
o
が
給
付
し
て
い
た
負

担
の
程
度
の
僅
少
な
賠
償
金
を
要
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
人
身
的
賦
役
お
よ
び
貢
租
、
そ
の
他
の
土
地
負
担
問

gロ
忠
件
。
ロ
は
、

合
意
か
裁
判
官
の
裁
決
に
よ
っ
て
買
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
領
邦
議
会
は
憲
法
草
案
を
承
認
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
拠
っ
て
い
る
の
は
、
昔
な
が
ら
の
封
建
的
諸
権
利
を
で
き
る
限
り
保

全
し
よ
う
と
す
る
帝
国
直
属
諸
侯
・
騎
士
な
ど
で
あ
っ
て
、

れ
に
た
い
す
る
緊
急
の
対
策
と
し
て

メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
体
制
の
推
持
を
要
求
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
国
王
は
、
こ

(
4ぜ

一
八
一
七
年
十
一
月
十
八
白
、
二
勅
令
に
よ
っ
て
局
面
を
処
置
し
よ
う
と
し
た
。
勅
令
の
趣
旨

は
、
農
耕
は
土
地
所
有
権
が
自
由
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
た
農
民
が
労
苦
の
成
果
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
獲
得
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
繁
栄
す
る
。
こ
こ
に
先
ず
果
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
身
支
配
制

Fo--σ0目的。ロ由。日岡山]九時い

で
あ
り
、

一
八
一
八
年
一
月

一
日
を
も
っ
て
そ
れ
は
廃
止
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

人
身
支
配
制
に
附
着
し
て
い
る
貢
租
・
賦
役
は
廃
止
さ
れ
、
解
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
方
式
は
二
様
で
あ
っ
た
。

国

家
、
共
同
体
、
財
団
、
国
家
の
管
理
下
に
あ
る
公
的
機
関
に
人
身
支
配
制
に
基
く
諸
権
利
が
あ
る
場
合
に
は
、
貢
租
は
無
償
廃
止
さ
る
べ

そ
の
他
の
土
地
領
主
の
場
合
に
は
法
定
の
基
準
に
よ
り
人
身
支
配
的
貢
租

F巳
σ巳
m
o
g岳
民
宮
山
ず
関
与
σ
は
有
償
的
に
解
消

き
で
あ
る
。

さ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
関
聯
し
て
、
土
地
U
人
身
支
配
制
河

g
ロ
o
g
a
m
g∞
岳
山
岸
は
、
人
身
領
主
を
廃
止
し
、

た

だ
土
地
領
主
の
み
が
残
さ
れ
、
農
民
は
た
だ
土
地
隷
民
の

E
ロ
色
5
-色
白
で
あ
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、

一
切
の
自
由
な
国
家
市
民
皆

S
F

言
同
問
。
円
の
諸
権
利
が
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
農
民
保
有
地
∞

2
0
5
m
p昨
日
の
封
地
制
度

F
O
F
S
E長
号
、
が
変
更
さ
れ
た
。
先
に
、

一
八
一

O
年
の
憲
法
草
案
に
お
い
て

ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

三
九
三



ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
、
五
義
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

九
四

も
、
封
地
の
相
続
に
際
し
て
は
負
担
そ
の
他
の
保
有
条
件
は
課
重
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
に
も
ぞ
の

規
定
は
再
生
さ
れ
て
い
る
。

情

-
J
-
J

、

手
J
中
J
7
L

一
代
封
地
占
有
者

HU--rEロゲ
g符
N
R
は
、
も
は
や
世
襲
封
地
へ
の
転
化
は
許
さ
れ
な
い
こ
と

に
な
つ
だ
が
、
却
っ
て
そ
の
一
代
封
地
を
所
有
地
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
国
家
、
共
同
体
、
財
団
は
一
代
封
地
関

係

m，町四回目】

O
Y
8
2号
mwp仏
に
関
し
て
は
、
賠
償
金
を
収
納
し
な
い
。
他
の
封
主

F
o
v
g
m
F
2
5ロ
は
、
白
由
意
志
に
基
い
て
倣
棄
し
な

い
限
り
は
賠
償
金
を
徴
収
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
土
地
領
主
に
た
い
す
る
或
種
の
貢
租
は
解
消
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
譲
渡
税
、
雑
税
と
し
て
の
台
所

料
、
貨
幣
借
地
料
、
果
実
・
萄
葡
酒
な
ど
の
生
産
物
貢
租

Z
え
ロ
s
f
E
Zロ
に
つ
い
て
、
ま
た
分
益
貰
租
に
つ
い
て
、
そ
の
法
定
部
分

が
或
い
は
解
消
さ
れ
、

ま
た
は
整
理
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
共
に
、

土
地
領
主
的
賦
役
は
、

そ
の
転
化
形
態
で
あ
る
労
伎
金
回
り
さ
ロ
・

m
o
E
2
は
、
共
に
有
償
的
に
解
消
さ
れ
る
。
不
定
量
賦
役
は
不
法
で
あ
っ
て
、
定
量
に
変
換
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十
分
一
税
も
、

生
き
物
に
つ
い
て
は
そ
の
二
十
倍
の
価
額
で
解
償
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
封
建
的
諸
負
担
の
う
ち
、
解
消
容
易
な
諸
点
だ
け
が
、
先
ず
解
消
の
対
象
と
し
て
決
定
さ
れ
、
辛
う
じ
て
農
民
解
放
へ
の

破
口
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
国
家
に
置
す
る
次
の
諸
権
利
ほ
、
そ
の
解
消
手
続
が
こ
こ
に
確
立
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
譲
渡
税
、
分
益
貢
租
、
賦
枝
、
労
役
金
、
生
き
物
十
円
分
一
税
、
乾
草
十
分
一
税

F
S骨
E
目。
P
、
吋
丘
町

o
E
H
R
o
p
】4
2
5
P

同りH
J

。
口
問
。
冨
巾
タ
盟
三

N巾
}
M
E
R
-
E
S
N
o
r
g
Z
は
、
そ
の
十
六
倍
の
価
額
を
も
っ
て
賠
償
金

krE宏
ロ
ロ
問
団
回
目
旬
日
常
ニ
と
定
め
た
。
と
の

よ
う
な
有
償
解
放
の
方
式
は
、
こ
こ
に
一
八
一
七
年
十
一
月
十
入
日
勅
令
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
、
そ
の
の
ち
の
解
放
過
程
に
決
定
的
な
影

ハ
7
d

響
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
の
劃
期
に
よ
っ
て
解
放
過
程
ば
徐
々
に
進
行
し
て
い
っ
た
。

(
1〉

N
E
B巾
♂

阿

国

司

r
c
c
mロ
2
由
国

g
B
Z
D
m
N
Z吋
の
巾
出
円
]
岡
山

n
y
g
a
2
0
2
2各
gHN札
口

Z
4由
民
目
的
出
口
ロ
何
日
ロ
富
一
昨

E色
丹
市
「

E仏
ZOCN冊目
F



N
項
目
日
常
国
斗
冊
目

-
-
S
E
-
ω
-
E
ω
・

(

2

)

同
ロ
阻
害
・
、
H
，
F
g仏
0
3
k
r官
宮
内
凶
四
円
。
冊
目
nznF宮
内
同
町
吋
回
目
5
5
8己
g
Z白
岡
山
口
当
ロ
円
否
認
官
話

ω・日

(

3

)

同
g
ロ
g
gロ
は
、
土
地
保
有
を
媒
介
と
し
て
発
生
す
る
負
担
の
い
み
に
解
せ
ら
れ
る
。

(

4

)

関口回
U
H
y
k
p
・由・。・

ωJ1・

(
5〉

U
2
9
k
p
-
P
。・

ω・由・

(
6〉

0
2・P
K
F
-
P
。・

ω・由・

(
7〉

U
品
同

-
P
K
F
・田・

0
・
ω・0
・

か
く
の
如
き
局
部
的
な
解
消
に
た
い
し
て
さ
え
も
、
貴
族
土
地
所
有
者
の
抵
抗
は
激
し
か
っ
た
。
国
家
は
先
ず
人
身
支
配
制
に
結
び
つ

く
諸
負
担
が
無
償
で
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
年
収
入
二
八
、

0
0
0グ
ル
デ
ン
の
巳
骨
ロ
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
解
放
政
策
を
自
ら
推
進
せ
し
め
つ
つ
、

一
般
領
主
に
も
解
放
を
懲
題
し
た
の
で
あ
っ
た
。
国
家
は
、

一
八
一
入
年
九
月
十
三
日
の

条
例
に
よ
っ
て
、

一
八
二

O
年
七
月
一
日
迄
の
期
間
は
、

一
般
領
主
と
封
地
農
民

F
各
自
由
F
E
O
ま
た
人
身
隷
民
と
の
聞
に
、
自
由
意

志
に
よ
る
合
意
の
上
で
協
定
を
結
ぶ
こ
と
、

そ
の
期
限
の
経
過
後
は
国
王
が
拘
束
力
あ
る
指
令
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
請
願
に
よ
り
国
家

が
介
入
し
う
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
領
主
側
の
抵
抗
は
当
然
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
2
}
 

そ
の
後
の
高
位
諸
侯

ω
gロ【同
g
F
2
8ロ
の
側
か
ら
行
わ
れ
た
。
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ワ

l
ベ
ン
高
位
諸
侯

抵
抗
は
、
旧
帝
国
直
属
諸
侯
、

は
、
勅
令
実
施
に
反
対
し
て
陳
情
書
を
提
出
し
、
人
身
支
配
制
の
廃
止
や
定
量
賦
役
へ
の
変
更
な
ど
は
承
認
す
る
が
、

一
代
封
地
の
所
有

地
化
へ
の
強
制
に
対
し
、
そ
れ
は
ト
ゥ
ル
ン
・
タ
グ
シ
ス
公

EVH砕
き
ロ
寸

VHMEga
吋
自
由
回
の
場
合
だ
け
で
も
二

O
O
O件
を
こ

え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

ζ

れ
へ
の
反
対
が
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
高
位
諸
侯
の
代
表
戦
士
は
、

ワ
ル
ポ
ッ
ト
・
フ
ォ
ン
・
ブ

ア
ツ
セ
ン
ハ
イ
ム
伯

P
弘
司
包
ぎ
浮
き
ロ

5
8
2
Z
Z
で
あ
り
、
そ
の
匿
名
の
公
刊
文
書
は
現
在
秩
序
を
合
法
的
か
つ
福
祉
的
な

ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
の
つ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

三
九
五



ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
前
土
地
改
革
に
つ
い
て

九
ノ、

も
の
と
し
、

こ
と
に
一
代
封
地
の
制
度
は
農
地
の
細
分
化
と
、
農
民
の
一
般
的
貧
窮
化
を
い
み
す
る
も
の
と
し
て
、
弾
劾
し
た
の
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
高
位
諸
侯
は
、
ド
イ
ツ
聯
邦
条
約
第
十
四
条
を
援
用
し
て
聯
邦
会
議
に
訴
え
、
反
動
体
制
の
統
率
者
メ
ソ
テ
ル
ニ
ヒ
を
動
か

戸

3
)

し
て
反
国
王
派
の
一
員
に
引
き
込
ん
だ
。
し
か
も
、
ド
イ
ツ
聯
邦
諸
領
邦
の
動
向
は
、
悉
く
農
民
解
放
過
程
に
た
い
し
て
は
、
逆
行
的
で

あ
っ
た
。

ハ
ノ

1
ヴ
ァ

l
、
ザ
グ
セ
ン
、

メ
グ
レ
ン
ブ
ル
グ
、
。
フ
ロ
イ
セ
ン
な
ど
、
何
れ
も
フ
ラ
ン
ス
支
配
期
よ
り
は
後
退
し
た
政
策
へ

と
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
聯
邦
会
議
は
一
八
一
九
年
五
月
二
十
四
日
、
諸
領
邦
の
内
部
事
情
を
反
映
し
て
、
諸
領
邦
政
府
は
係

争
事
件
に
は
強
制
を
加
え
ず
、
当
事
者
の
自
由
意
志
に
よ
る
合
意
を
条
件
と
す
る
こ
と
を
指
令
す
る
決
議
宏
行
っ
た
。

と
こ
に
現
れ
て
き
た
高
位
諸
侯
の
独
立
性
の
主
張
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
革
命
を
限
定
す
る
最
終
な
障
害
で
あ
り
、
こ
れ
を
除
去
す
る

そ
の
社
会
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
重
要
な
局
面
で
あ
る
。
分
割
さ
れ
て
い
た
封
建
的
分
権
制
の
最
後
の
局
面
、
こ
と
に
裁
判
権
の
国

家
権
力
へ
の
集
中
は
こ
の
局
面
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
完
了
す
る
こ
と
に
な

U
Y々
こ
で
、
高
位
諸
侯
に
よ
る
抵
抗
は
、

こ
と
は
、

聯
邦
会
議
の
援
護
を
え
て
一
応
の
成
功
を
お
さ
め
、

ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
国
家
、
国
王
お
よ
び
政
府
は
、
高
位
諸
侯
に
た
い
す
る
一
切
の

強
制
を
放
棄
し
、

そ
の
後
十
年
間
解
放
過
程
は
殆
ん
ど
停
止
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、

ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
は
一
八
四
八

年
に
い
た
る
迄
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
二
つ
の
部
分
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

王
の
直
轄
す
る
部
分
は
、
農
民
の
封
地
結
合

関
係

F
o
v
oロ∞
4
0同
σmwHH円
四
は
解
消
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

一
般
貴
族
領
主
の
部
分
に
は
依
然
と
し
て
土
地
領
主
制
。

E
E
r
R
R
E
P

が
維
持
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、

オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ワ
l
ベ
ン
の
殆
ん
ど
全
て
に
一
代
封
地
制

F
O
H
σ
E
E
m
w巳
件
、
が
、
も
と
の
ホ
l
へ
ン

コ
1
1
L
A口
百
具

下

二

J
i
-
-

。片山片印。}回目凶一向付出。
HHOロ
-oHHO
の
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
部
分
の
人
身
支
配
制
は
形
式
的
に
除
か
れ
て
い
る
が
人
身
支
配
制
に

基
く
諸
負
担
が
さ
ら
に
継
続
さ
れ
て
い
た
。
土
地
保
有
者
。

E
ロ門医。
E
O
の
負
担
は
、
高
位
諸
侯
の
領
地
よ
り
も
騎
士
領
の
方
が
よ
り
一(

5
)
 

土
地
領
主
は
固
執
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

層
強
化
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
は
、

お
よ
そ
考
え
ら
れ
う
る
限
り
の
一
切
の
諸
権
利
を
、



こ
の
種
の
封
建
的
土
地
所
有
者
側
の
抵
抗
は
、
一
八
三

0
年
代
を
経
過
し
て
、
よ
う
や
く
本
質
的
な
事
態
の
変
更
を
示
す
に
い
た
っ
た
。

一八一二

O
年
の
フ
ラ
ン
ス
七
月
革
命
は
、
ド
イ
ツ
農
民
に
は
有
利
に
働
ら
き
、
政
府
も
こ
れ
に
支
援
を
え
た
の
で
あ
り
、
再
び
領
邦
議
会

に
は
農
民
解
放
に
関
す
る
審
議
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
一
二
三
年
、

い
わ
ゆ
る
「
無
益
」
領
邦
議
会
に
は
、
賦
役
の
解
消
、

ベ
l
Jア
そ
の
他
の
旧
い
伝
統
的
貢
租
の
解
消
が
提
案
さ
れ
、
次
い
で
一
八
三
六
年
以
降
漸
く
継
続
的
に
審
議
が
行
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な

っ
た
。
領
主
側
も
、
そ
の
審
議
に
は
事
態
の
進
展
に
正
せ
ら
れ
て
、
参
加
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
政
府
原
案
と
領
主
側
に
争

わ
れ
た
論
点
は
、
主
と
し
て
一
プ
点
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
有
償
方
式
の
確
立
で
あ
り
、
そ
の
賠
償
価
額
を
ど
こ
に
法
定
す
る

か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、

か
か
る
賠
償
は
国
家
が
介
入
し
、
国
家
が
義
務
者

l
i農
民

l
iの
た
め
に
賠
償
を
一
応
代
行

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

右
の
第
二
点
で
あ
る
が
、
国
家
が
農
民
に
代
っ
て
権
利
者
た
る
領
主
に
た
い
す
る
賠
償
金
を
立
て
替
え
、
そ
の
後
に
農
民
か
ら
該
当
額

を
取
り
立
て
る
方
式
|
|
こ
の
国
家
介
入
方
式
こ
そ
は
、

一
般
領
主
の
側
か
ら
の
提
案
に
基
い
て

一
た
び
は
拒
否
し
な
が
ら
つ
い
に
政

府
が
最
終
的
に
採
用
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
方
式
で
あ
っ
た
。
封
建
的
土
地
所
有
の
な
し
く
ず
し
的
解
消
は
、
国
家
が
こ
れ
に
介
入
し
、

こ
れ
を
推
進
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
進
行
を
媒
介
す
る
梓
粁
と
し
て
役
立
ち
つ
つ
、

一
八
三
六
年
十
月
二
十
九
日
法
は
、

こ
の
方
式
に
基
い
て
、
人
身
支
配
制
に
基
く
諸
給
付
の
廃
止
と
そ
の
賠
償
額
を
確
定
し
た
。
こ
こ

に
、
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
農
民
解
放
の
基
本
的
方
式
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
路
線
の
上
に
、

そ
の
後
の
解
放
路
程
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ

る。
1

J

(

8

V

 

一
一
八
一
一
一
六
年
十
月
二
十
九
日
法
。
そ
の
内
容
o

r--、

賠
償
を
負
担
す
る
も
の
と
し
、
賠
償
価
額
は
年
々
の
平
均
収
益
の
二

O
倍
と
さ
れ
た
。
こ
の
基
準
に
基
い
て
、
直
ち
に
解
放
手
続
は
実
施

一
八
三
六
年
七
月
一
日
以
降
権
利
あ
る
領
主
か
ら
取
り
去
ら
れ
る
諸
収
益
は
国
家
が

ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

三
九
七



ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

三
九
八

そ
れ
は
高
位
諸
侯
の
%
に
当
り
、

騎
士
層
の
%
に
当
っ
て
い
た
。
そ
の
地
域
的
な
内
訳
を
一
万
す
と
、
付
ネ

v
カ
l
県
で
は
一
五
、

0
0
0グ
ル
デ
ン
余
り
で
あ
り
、
そ
の
う

さ
れ
、
そ
の
結
果
権
利
者
に
た
い
し
て
支
払
わ
れ
た
賠
償
金
は
三
四
八
、

0
0
0グ
ル
デ
ン
で
あ
り
、

ち
フ
ォ
ン
・
パ
ル
ム
男
爵
司

5
5
2吋
4
0
p
司
包

B

E同一宮
P
E
r
m
w
g
g
ω
-
Z・
分
が
一
五
、

0
0
0グ
ル
デ
ン
を
占
め
、
そ
の
他
は
小

額
で
あ
っ
た
。
伺
ヤ
l
グ
ス
ト
県
で
は
一
七
、

0
0
0グ
ル
デ
ン
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
ザ
ル
ム
・
ラ
イ
ブ
ェ
ル
シ
ャ
フ
ト
・
グ
一
ブ
ウ
ト
ハ

イ
ム
公

3・E
N

N

ロ
∞
回
目
自
克
己
民
RRHMmwpa間
話

Evas
分
が
二
二
、

0
C
C、
グ
ル
デ
ン
に
達
し
た
。
伺
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ワ
ル
ト
県
で

は
因
。
、

0
0
0グ
ル
デ
ン
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
三
八
、

0
0
0グ
ル
デ
ン
が
騎
士
居
に
支
払
わ
れ
た
。
同
ド
ナ
ウ
燥
で
は
賠
償
額
は

最
大
で
二
六

O
、

0
0
0グ
ル
デ
ン
に
の
ぼ
り
、
し
か
も
ワ
ル
ト
ブ
ル
グ
家
の
分
は
一
一

O
、

0
0
0グ
ル
デ
シ
を
占
め
て
い
た
。

-

J

(

ω

)

 

仁
一
八
三
六
年
十
月
二
十
七
日
法
。
そ
の
内
容
。
ベ

1
デ
切

g
a
g
s
z
z
-
5
0答
。

B
K
5官
官
ロ
に
関
す
る
解
放
規
判
明
で
あ

り
、
年
収
益
の
二

O
倍
を
基
準
と
す
る
価
額
の
国
庫
賠
償
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
た
。
こ
の
法
の
根
拠
に
基
き
支
払
わ
れ
た
賠
償
金
は
百
五

十
万
グ
ル
デ
ン
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
国
家
頓
の
分
に
つ
い
て
は
九
十
万
、
他
の
権
利
者
の
分
は
六
十
万
で
あ
る
。
地
域
別
の
内
訳
を
一
示
す

と
、
村
ヤ
I
グ
ス
ト
県
が
最
大
で
あ
っ
て
一
二

1
0
0
0グ
ル
デ
ン
、
∞
ド
ナ
ウ
県
が
八
七
、

0
0
0グ
ル
デ
ン
、
同
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ワ

ル
ト
県
が
六
四
、

0
0
0グ
ル
デ
ン
と
な
り
、
階
層
別
に
は
高
位
諸
侯
が
二
二
七
、

C
C
Oグ
ル
デ
ン
、
騎
士
層
が
一
五

O
、

C
C
Oグ

ル
デ
ン
で
あ
っ
た
。
通
観
し
て
、
個
人
と
し
て
の
最
高
額
は
、
二
六
、
二
五

O
グ
ル
デ
ン
の
賠
償
額
を
獲
得
し
た
ホ

1
へ
ン
ロ

I
エ
・
オ

ェ
1
リ
ン
ゲ
ン
公
司
皆
・
由
同

4
。
ロ
出

ovoロ
zvmaGV江
口
∞
の
ロ
で
あ
っ
た
。

戸口〉

コ
二
八
一
二
六
年
十
月
二
十
八
日
法
。
そ
の
内
容
。
賦
役
ま
た
は
そ
の
代
納
金
の
解
消
を
と
り
扱
う
も
の
で
あ
り
、
義
務
者
の
要
求
に
よ

r
t
k
 

っ
て
履
行
さ
れ
る
解
放
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
人
身
的
給
付
句

O
B
E
o
-
w
Z
F
o
Eロロ
m
g
に
あ
っ
て
は
収
益
の
一

O
倍
の
価
額
、
土
地

に
基
く
給
付
に
あ
っ
て
は
一
六
倍
の
価
額
を
義
務
者
が
負
担
し
、
権
利
者
は
国
庫
か
ら
二

O
一
倍
を
基
準
と
す
る
賠
償
金
を
獲
得
す
る
方
法



に
よ
っ
て
い
る
。
本
法
に
基
く
賠
償
金
は
、

四
百
万
グ
ル
デ
ン
に
の
ぼ
り
、
そ
め
う
ち
国
家
に

i

属
す
る
分
が
六
七
回
、

0
0
0
グ
ル
デ

ン
、
個
人
の
分
が
三
、

四
O
O、
0
0
0グ
ル
デ
ン
と
な
り
、
地
域
別
に
示
せ
ば
付
ヤ
l
グ
ス
ト
県
が
最
大
で
一
、

八

O
O、
0
0
0グ

ル
デ
シ
、
伺
ド
ナ
ウ
県
が
一
、
二
五

O
、

0
0
0グ
ル
デ
ン
、
同
ネ
ッ
カ
l
と
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ワ
ル
ト
県
が
、

一
、
四
三

O
、

0
0
0グ
ル

デ
ン
で
あ
っ
た

0

1

J

(

立
)

四
一
八
四
八
・
四
九
年
法
。
一
八
四
八
年
二
月
の
フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命
、
次
い
で
ド
イ
ツ
の
三
月
革
命
は
、

r
t
E

、

地
負
担
を
廃
止
す
る
状
勢
を
つ
く
り
出
し
た
。
議
会
内
の
勢
力
関
係
も
変
更
さ
れ
、
新
た
に
成
立
し
た
三
月
内
閣
冨
皆
N
S
E
U
R片
山
口
自

つ
い
に
一
切
の
封
建
的
土

は
四
八
・
四
九
年
に
わ
た
っ
て
、
最
終
的
な
法
案
を
提
出
し
、

つ
い
に
そ
の
成
立
へ
と
推
し
切
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
。
何
れ
も

従
来
の
慣
行
よ
り
引
き
下
げ
ら
れ
た
率
で
一
切
の
土
地
負
担
を
解
消
す
る
方
式
で
あ
っ
て
、

ほ
ぼ
一
六
倍
を
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

残
さ
れ
た
諸
負
担
の
総
賠
償
額
は
六
千
八
百
万
グ
ル
デ
ン
に
達
し
、
そ
の
う
ち
国
家
に
帰
し
た
分
が
二
千
九
百
万
、
高
位
諸
侯
に
帰
し
た

分
が
九
百
五
十
万
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
そ
れ
も
、

ワ
ル
ト
プ
ル
グ
家
に
一
、

O
八
一
、

0
0
0グ
ル
デ
シ
、

ト
ウ
ル
ン
・
タ
グ
シ
ス
に

二
、
二
五

C
、

0
0
0グ
ル
デ
ン
、

ホ
1
へ
ン
ロ

1
エ
に
二
、
九
八
六
、

0
0
0グ
ル
デ
ン
が
支
払
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
総
体
で
、

ウ
ュ

ル
テ
ン
ベ
ル
グ
国
家
は
農
民
解
放
条
件
に
つ
い
て
は
、

ド
イ
ツ
領
邦
諸
国
の
な
か
で
は
農
民
の
利
益
が
比
較
的
よ
く
擁
護
さ
れ
、

旧
権
利

者
の
収
益
は
約
半
ば
が
犠
牲
に
さ
れ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
さ
え
解
放
方
式
は
甚
だ
し
く
広
い
振
幅
に
お
い
て
ジ

v
グ

(
認
)

ザ
ッ
グ
の
路
程
を
辿
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
の
ち
の
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
小
農
制
の
停
滞
的
・
慢
性
的
な
危
機
は
、
と
の
方
式
の

つ
く
り
だ
し
た
遺
産
で
あ
る
。

(

1

)
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口
同
毘
r
吋
H
H
叩

oao♂
〉
-
田
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U
2
P
K
F・
担
-
0・
ω・叶

ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
的
土
地
改
革
に
つ
い
て

三
九
九



弘
、
;-0~延

掠
草
~
fぇ
，
H
j
雌
Q

1'('¥
士
、

m
ト
J
:
!
h
引
き
?
部
婦
は
や
;
;
ド

因。。
(
的
)

Metternich 
~
 g

 fïìi'総騨張、
κ

く1>'~
>， 

vormalige Abtei O
c
h
s
h
a
u
s
e
n
 
Q
感
慨
蜘

A
J
，_J 

¥J '
 1> 

1¥
弐

1ト
入
て
え
え
、

Q
1
n![場

惚
越

Q
l
-
<
't-'時

0
4
2̂

J
心

会
j綴思!いて.¥1ti't-'時的。

K
n
a
p
p，

A. 
a. 

O. 
S. 

7
 

(寸う
Gollwitzer

，
 Heinzer

，
 Die Standesherren

，
 Di
e

 politische 
u
n
d
 gesellschaftliche 

Stellung der Mediatisierten 
1815 

-
1
9
1
8
.
 E
i
n
 Beitrag zur deutschen Sozialgeschichte 

1957 
S. 

590 

(
田
)

K
n
a
p
p，

 A. 
a. 

O. 
S. 

9
 

(
坦
)

D
e
r
s，

 A. a. 
O. 

S. 
9
~
1
0
 

〈
ド
)

Judeich，
 Albert，

 Die
 Grundentlastung in 

Deutschland. 
S. 

88 

〈
∞
)

K
n
a
p
p，

 A. 
a. 

O. 
S. 

10 

(
∞
)
 
K
n
a
p
p
 h!キQ

0
ν
~
'

Abriss S. 
10 li1l鱗

Q
主張
J肝
心

N
e
u
e
Beitrage S. 

171 
Q
録
卦
後
，

348
，000

，.1J 
260

，000 
Q
嬰

償
却

i民
J

ド
ム
ト
"
1ミ，

"J "J
上
~
~
~
単
純
会

J~長!:ll"::，_Jν
4
ヰ.:;~。

(
ヨ
)

K
n
a
p
p，

 A. 
a. 

O. 
S. 

10 

(
ロ
)

D
e
rs，

 A. a. 
O. S. 

11 

(
出
)

D
e
r
s，

 A. a. 
O. S. 

1
3
~
1
4
 

〈
口
)

D
e
rs，

 A. a. 
Q
.
 S. 

，1
 




