
批
評
と
紹
介

呉
滔
著

『

清
代
江
南
市
鎮
与
農
村
関
係
的
空
間
透
視

以
蘇
州
地
区
為
中
心』

佐

藤

仁

史

一

江
南
農
村
を
対
象
と
し
た
研
究
は
膨
大
な
成
果
を
積
み
重
ね
て
き

た
。
そ
れ
ら
は
、
地
主
制
を
中
心
と
す
る
土
地
関
係
、
抗
租
・
抗
糧

な
ど
の
民
衆
闘
争
史
、
賦
役
制
度
史
、
江
南
市
鎮
の
叢
生
と
発
展
な

ど
多
岐
の
領
域
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
個
別
研
究
は
学
界
に

大
い
に
裨
益
し
た
が
、
地
域
社
会
史
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
、

一
部
の
研
究
を
の
ぞ
き
市
鎮
と
農
村
と
の
相
互
関
係
を
十
分
に
検
討

し
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
江
南
地
域
史
研
究
に
存
在
す
る
こ
の
課

題
を
克
服
す
る
た
め
に
、
著
者
は
空
間
性
と
い
う
視
角
か
ら
十
数
年

来
取
り
組
ん
で
き
た
。
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
本
書
は
、
様
々
な
領

域
に
わ
た
る
先
行
研
究
を
確
実
に
消
化
し
つ
つ
、
柔
軟
で
刺
激
に
満

ち
た
挑
戦
を
展
開
し
た
意
欲
作
で
あ
る
。

二

こ
こ
で
は
本
書
の
概
要
を
紹
介
す
る
。
ま
ず
本
書
の
構
成
を
示
す

と
次
の
通
り
で
あ
る
。

緒
論

上
編

制
度
与
歴
史

第
一
章�
専
業
市
鎮�
興
起
的
機
制

第
二
章�
鎮
管
村�
体
制
的
形
成

第
三
章

分
廠
伝
統
与
市
鎮
区
域
之
塑
造

以
嘉
定
宝
山
為

例

下
編

空
間
与
人
群

第
四
章

村
廟
与
鎮
廟

従
民
間
信
仰
透
視
城
郷
関
係

第
五
章�
一
田
両
主�
制
和
主
佃
関
係
的
新
格
局

第
六
章

在
城
与
在
郷

士
紳
的
生
活
空
間
及
対
郷
村
的
影

響

結
語

緒
論
で
は
、
江
南
地
域
社
会
史
に
関
す
る
中
国
、
欧
米
、
日
本
の

先
行
研
究
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
の
成
果
と
課
題
を
提
示
し
て
い
る
。

著
者
に
拠
れ
ば
、
明
清
江
南
市
鎮
研
究
の
多
く
は
個
々
の
市
鎮
の
発

展
経
緯
を
記
述
す
る

｢

伝
記
式｣

の
ス
タ
イ
ル
を
採
っ
て
き
て
お
り
、

｢

城
郷
関
係｣

す
な
わ
ち
市
鎮
と
周
辺
農
村
と
の
相
互
関
係
を
歴
史

第
九
十
四
巻

95

三
二
七



的
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
作
業
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
。

上
編
は
、
国
家
の
行
政
体
系
と
市
場
シ
ス
テ
ム
と
を
統
一
的
に
捉

え
よ
う
と
し
た
Ｗ
・
ス
キ
ナ
ー
に
よ
る
静
態
的
モ
デ
ル
を
超
え
、
特

定
の
歴
史
的
文
脈
か
ら
地
域
変
動
に
分
析
を
加
え
る
。

第
一
章
は
、
商
工
業
分
業
化
の
進
展
と
と
も
に
登
場
し
た
と
捉
え

ら
れ
て
き
た

｢

専
業
市
鎮｣

の
生
成
過
程
を
分
析
し
て
い
る
。
帰
有

光
の

『

論
三
区
賦
役
水
利
書』

に
お
け
る
建
議
を
手
が
か
り
と
し
て
、

崑
山
県
と
嘉
定
県
と
の
交
界
地
帯
に
あ
る
安
亭
・
陸
家
浜
の
二
鎮
を

事
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
水
路
へ
の
砂

の
堆
積
に
よ
る
影
響
か
ら
稲
作
が
不
振
と
な
り
、
棉
花
栽
培
が
主
要

と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
賦
役
改
革
に
伴
い
官
布
に
よ
る
代
納
が
進
め

ら
れ
た
た
め
に
、
棉
花
・
棉
布
を
交
易
す
る
安
亭
・
陸
家
浜
が
専
業

市
鎮
と
し
て
出
現
し
た
と
し
、
制
度
改
革
が
市
鎮
の
勃
興
を
促
し
た

側
面
も
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

第
二
章
は
、
市
鎮
が
周
辺
の
村
落
を
管
轄
す
る
体
制

(｢

鎮
管
村

体
制｣)

形
成
の
経
緯
を
通
観
す
る
。
明
初
に
成
立
し
た
郷
都
区
な

ど
の
賦
役
制
度
に
基
づ
く
行
政
区
域
が
一
条
鞭
法
の
施
行
に
伴
っ
て

変
容
し
つ
つ
あ
っ
た
一
方
で
、
市
鎮
は
行
政
制
度
上
に
は
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
明
中
葉
以
降
は
市
鎮
を
中
心
に
広
が
る
地
域

意
識
が
形
成
さ
れ
、
乾�
年
間
に
入
る
と

｢

鎮
管
村
体
制｣

下
で
の

有
力
者
に
よ
る
公
共
事
業
は
地
域
行
政
に
お
け
る
中
心
的
地
位
を
占

め
る
に
至
っ
た
。
清
末
の
地
方
自
治
制
の
施
行
に
伴
い
、｢

鎮
管
村

体
制｣

は
鎮
・
郷
自
治
区
と
し
て
正
式
に
行
政
区
画
と
な
っ
た
。
し

か
し
、
設
定
の
根
拠
と
な
っ
た

｢

固
有
の
境
界｣

は
ど
の
基
準
を
持

ち
出
す
か
に
よ
っ
て
様
々
な
解
釈
が
あ
り
得
た
と
い
う
。

第
三
章
は
、
市
鎮
空
間
の
形
成
過
程
を
嘉
定
県
・
宝
山
県
に
み
ら

れ
た

｢

廠｣

と
い
う
慣
行
に
即
し
て
分
析
し
て
い
る
。｢

廠｣

慣
行

は
、
康
煕
十
年
に
嘉
定
県
に
お
い
て
飢
民
救
済
の
た
め
に
粥
廠
が
設

置
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
嘉
慶
二
十
年
に
至
る
と
粥
廠
は
常
設
化

さ
れ
、
そ
の
救
済
地
域
も
固
定
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
粥
廠
を

管
轄
す
る
廠
董
は
清
丈
や
水
利
、
徴
税
と
い
っ
た

｢

地
方
公
事｣

を

も
職
責
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
清
末
地
方
自
治
制
の
郷
・
鎮
自
治

区
の
設
定
に
際
し
て
は
、
嘉
定
・
宝
山
両
県
で
は
基
本
的
に
は

｢

廠｣

の
領
域
が

｢

固
有
の
境
界｣

と
し
て
継
承
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事

例
は
江
南
の
他
地
域
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
当
該
地
域
の

歴
史
的
文
脈
に
対
す
る
注
意
を
促
し
て
い
る
。

下
編
で
は
、
市
鎮
と
農
村
と
の
関
係
の
空
間
性
に
焦
点
を
あ
て
て

様
々
な
社
会
関
係
を
分
析
し
て
い
る
。

第
四
章
は
、
民
間
信
仰
の
領
域
性
か
ら
市
鎮
と
農
村
と
の
関
係
を

分
析
し
て
い
る
。
明
末
か
ら
民
国
期
に
か
け
て
の
江
南
農
村
で
は
、

市
鎮
の
城
隍
廟
・
東
嶽
廟
の
廟
会
に
際
し
周
辺
農
村
の
村
廟

(

社
廟)

の
神
明
が
銅
銭
や
紙
銭
を
納
入
す
る

｢

解
銭
糧｣

慣
行
が
形
成
さ
れ

て
い
た
。
従
来
、
こ
の
慣
行
は
上
位
廟
と
下
位
廟
と
の
関
係
と
み
な

さ
れ
、
周
辺
農
村
に
対
す
る
市
鎮
の
影
響
力
の
強
さ
の
証
左
と
考
え

東

洋
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ら
れ
て
き
た
。
本
書
は
こ
の
枠
組
み
を
首
肯
し
つ
つ
も
、
鎮
廟
の
影

響
力
を
過
度
に
評
価
す
る
あ
ま
り
、
村
廟
が
民
間
信
仰
に
お
い
て
果

た
し
た
役
割
を
過
小
評
価
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
相
当
大
き
な

自
主
性
を
有
す
る
村
廟
も
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
を
著
者
自
身
に
よ

る
現
地
調
査
の
成
果
か
ら
解
明
し
て
い
る

(

１)

。

第
五
章
は
、
社
会
経
済
史
と
法
制
史
の
領
域
に
お
い
て
検
討
さ
れ

て
き
た
一
田
両
主
制
に
お
け
る
地
主
―
佃
戸
関
係
を
、
城
郷
関
係
の

空
間
性
か
ら
読
み
直
す
試
み
で
あ
る
。
著
者
は
一
田
両
主
制
形
成
の

要
因
の
一
つ
と
し
て
、｢

詭
寄｣

｢
花
分｣

の
流
行
や
均
田
均
役
法
と

い
っ
た
明
末
清
初
に
お
け
る
諸
制
度
の
影
響
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る

と
主
張
す
る
。
城
居
地
主
へ
の
土
地
集
中
の
進
展
に
伴
い
、
庇
護
―

従
属
と
い
う
顔
の
見
え
る
租
佃
関
係
が
、
お
互
い
に
顔
を
知
ら
ず
、

し
た
が
っ
て

｢

感
情｣

の
影
響
を
受
け
な
い
純
粋
な

｢

契
約
関
係｣

へ
と
変
化
し
た
こ
と
が
城
郷
関
係
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
と
い

う
。
そ
し
て
抗
租
の
発
生
や
租
桟
の
出
現
、
収
租
へ
の
官
権
力
の
介

入
も
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

第
六
章
は
紳
士
層
の
城
居
化
を
扱
う
。
著
者
に
拠
れ
ば
、
地
主
層

城
居
化
の
事
実
は
学
界
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
は

そ
の
具
体
的
な
過
程
は
判
然
と
し
な
か
っ
た
。
本
章
で
は
呉
江
・
震

沢
両
県
を
事
例
と
し
、
商
業
経
済
の
進
展
、
紳
士
層
の
住
居
の
変
動
、

太
平
天
国
後
の
捐
納
制
度
の
変
化
、
地
方
公
事
の
担
当
者
の
変
遷
と

い
っ
た
角
度
か
ら
分
析
す
る
。
地
方
紳
士
が
城
居
を
選
択
し
た
要
因

は
も
っ
ぱ
ら
租
田
収
入
に
依
拠
す
る
生
活
様
式
が
必
要
と
す
る
安
全

上
の
要
求
か
ら
で
あ
り
、
太
平
天
国
後
に
は
こ
の
傾
向
に
さ
ら
に
拍

車
が
か
か
っ
た
。
そ
し
て
紳
士
層
は
農
村
社
会
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
能
力
も
意
欲
も
喪
失
し
て
い
き
、
国
家
に
よ
る
地
域
社
会
へ
の
介

入
に
、
よ
り
大
き
な
余
地
を
与
え
た
と
結
論
す
る
。

結
語
で
は
、
城
郷
一
体
論
や
城
郷
二
元
論
と
い
っ
た
極
度
に
単
純

化
さ
れ
た
モ
デ
ル
か
ら
分
析
さ
れ
て
き
た
江
南
の
市
鎮
―
農
村
関
係

に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
の
限
界
を
突
破
す
る
た
め
に
、
地
方
行
政

運
営
の

｢

機
制｣

(

メ
カ
ニ
ズ
ム)

に
留
意
し
つ
つ
、
地
域
の
歴
史

過
程
に
お
け
る
動
態
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張

し
て
い
る
。

三

次
に
、
本
書
の
意
義
に
つ
い
て
三
点
に
わ
た
り
述
べ
る
。

第
一
は
、
制
度
と
地
域
社
会
と
の
相
互
関
連
の
変
遷
を
丁
寧
に
追

跡
し
た
点
で
あ
る
。
著
者
の
視
角
は
、｢�
専
業
市
鎮�
が
興
起
し

た
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
…
…
賦
役
改
革
と
地
域
社
会
の
変
化
と
い
う
視

角
か
ら
み
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
う
や
く
明
中
葉
以
降
に
お
い
て
江
南

市
場
が
成
長
し
た
深
層
の
原
因
を
真
に
示
す
こ
と
が
で
き
る｣

(

七

四
頁)

と
い
う
提
起
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
県
―
都
―
図
と
い
う
里

甲
制
を
土
台
と
し
て
設
定
さ
れ
た
戸
籍
管
理
の
系
統
と
、
県
―
郷

(

都)

―
村
と
い
う
地
域
社
会
の
組
織
系
統
と
の
、
地
方
志
に
明
示

批

評

と

紹

介
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さ
れ
な
い
相
互
関
係
が
整
理
さ
れ
た
う
え
で
、
清
中
期
に
は
市
鎮
は

地
方
公
共
事
業
の
中
心
地
と
し
て
の
地
位
を
固
め
、
前
者
の
系
統
を

凌
駕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る

(

一
一
八
頁)

。

他
方
、
嘉
定
県
・
宝
山
県
の

｢

廠｣

の
領
域
性
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
前
者
の
区
画
は
清
末
に
至
っ
て
も
依
然
と
し
て
一
定
の
空
間

根
拠
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
著
者
が

｢�
廠�[
の
管
轄
領
域]

は
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
と
も
と
の
行
政
区
画
に
取
っ
て
代
わ
っ
た

も
の
で
な
く
、
伝
統
社
会
の
有
し
た
柔
軟
性
が
端
的
に
表
れ
た
も
の

と
い
え
よ
う｣

(

一
七
五
頁)
と
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
従
来
の
江

南
市
鎮
史
研
究
に
お
い
て
十
分
で
は
無
か
っ
た
両
者
の
相
互
関
係
を

一
方
的
な
消
長
と
い
う
関
係
で
は
な
く
、
相
互
の
錯
綜
し
た
関
係
と

し
て
単
純
化
せ
ず
に
捉
え
た
こ
と
が
著
者
の
真
骨
頂
で
あ
る
。

第
二
は
、
空
間
と
い
う
角
度
か
ら
地
域
社
会
史
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
、
い
わ
ば
地
域
の
全
体
史
を
試
み
た
点
に
あ
る
。
各
章
で
扱
う
テ
ー

マ
は
、
専
業
市
鎮
の
形
成
と
発
展
、
賦
役
制
度
と
の
変
遷
と
農
村
社

会
、
慈
善
の
領
域
性
、
廟
会
を
中
心
と
す
る
民
間
信
仰
、
一
田
両
主

制
と
抗
租
、
紳
士
・
地
主
層
の
城
居
化
と
多
岐
に
わ
た
る
が
、
空
間

と
い
う
切
り
口
か
ら
こ
れ
ら
を

｢

横
断
的｣

に
分
析
す
る
こ
と
で
、

地
域
社
会
の
複
雑
な
様
相
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
市
鎮
と
農

村
と
の
関
係
は
、
費
孝
通
が
指
摘
し
た

｢

郷
脚｣

が
与
え
る
印
象
が

強
す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
。
そ
も
そ
も

｢

郷
脚｣

の
広
が
り
を
考
え
る

上
で
、｢

定
期
船
が
そ
こ
に
及
ぼ
す
役
割
を
相
当
軽
視
し
て
き
た｣

(

七
九
頁)

と
い
う
問
題
点
が
あ
り
、
明
代
と
清
代
で
は

｢

郷
脚｣

の
距
離
は
異
な
る
。
ま
た
、
経
済
面
に
お
け
る
相
互
依
存
性
と
相
反

的
に
、
租
佃
関
係
か
ら
み
る
と
城
・
鎮
の
地
主
と
佃
戸
と
の
関
係
は

時
に
は
対
立
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
も
本
書
の
テ
ー
マ
横
断
的
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
江
南
農
村
の
特
徴
で
あ
ろ

う
。｢

郷
脚｣

が
固
定
的
な
領
域
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
一
つ
の
背
景
に
は
、
清
末
の
地
方
自
治
区
設
定
に
伴
い
、
さ
ま
ざ

ま
な

｢

固
有
の
境
界｣

が
主
張
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
た
点
も
、
時
代
の
変
遷
と
絡
み
合
い
な
が
ら
様
々
な
空
間
が
創
出

さ
れ
た
側
面
を
浮
き
彫
り
に
し
た
本
書
の
重
要
な
貢
献
の
一
つ
と
い

え
よ
う
。

第
三
は
、
使
用
さ
れ
て
い
る
史
料
と
、
史
料
の
読
み
込
み
の
土
台

と
な
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
で
あ
る
。
史
料
に
お
け
る

最
大
の
特
徴
は
、
族
譜
、
日
記
、
地
方
新
聞
、�
案
・
公
文
を
編
集

し
た
抄
本
と
い
っ
た
従
来
十
分
に
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
史
料
を

博
捜
・
活
用
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
の
少
な
か
ら
ぬ
部

分
は
県
レ
ヴ
ェ
ル
の
図
書
館
・�
案
館
・
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
著
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
活
用
さ
れ
た
も
の
も
少

な
く
な
い
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
現
地
に
お
い
て
史
料
を
読
む
と
い

う
方
法
で
あ
る

(

２)

。
市
鎮
街
区
の
成
長
に
伴
っ
て
境
界
に
設
け
ら
れ
た

水
柵
の
位
置
が
変
化
し
た
こ
と
に
関
す
る
指
摘

(

八
五
〜
八
七
頁)

に
鮮
や
か
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
地
を
歩
き
な
が
ら
テ
キ
ス
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ト
を
読
み
込
む
こ
と
で
得
ら
れ
た
発
想
が
随
所
で
見
受
け
ら
れ
る
。

著
者
は
長
年
に
わ
た
り
江
南
の
市
鎮
や
農
村
に
お
い
て
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
進
め
、
多
く
の
口
述
記
録
を
有
し
て
い
る
が
、
敢
え
て
禁

欲
的
態
度
を
と
り
、
現
場
で
史
料
を
読
む
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
の
も

本
書
の
特
徴
と
い
え
る
。

四

議
論
す
べ
き
論
点
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
、
清
末
の
城
鎮
郷
自
治

区
設
定
に
際
し
て
根
拠
と
さ
れ
た

｢

固
有
の
境
界｣

を
め
ぐ
る
主
張

の
背
景
と
動
機
に
つ
い
て
、
本
書
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
考
察
し
た

評
者
の
拙
稿
を
も
と
に
二
点
に
わ
た
り
若
干
の
議
論
を
行
う

(

３)

。

第
一
は
、｢

固
有
の
境
界｣

を
め
ぐ
る
城
自
治
区
と
鎮
・
郷
自
治

区
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
城
区
の

設
定
に
際
し
て
は

｢

城
廂｣

を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
に
よ
っ
て
、

城
濠
と
接
す
る
地
域
の
処
遇
に
対
す
る
態
度
が
異
な
っ
た
。
例
え
ば
、

嘉
定
県
西
門
廠
の
有
力
者
は
当
初
、
西
門
、
澄
橋
、
石
岡
門
三
廠
と

城
内
と
を
併
せ
て
城
区
と
し
て
申
請
し
た
。
し
か
し
城
内
の
有
力
者

が
濠
の
内
部
を
城
区
と
す
べ
き
と
反
対
し
た
た
め
、
西
門
廠
側
は
単

独
で
郷
自
治
区
と
な
す
こ
と
を
建
議
し
、｢

西
門
が
独
立
し
て
自
治

区
を
設
置
す
る
こ
と
を
謀
る
者
は
も
と
も
と
多
数
を
占
め
て
い
た
の

で
、
良
い
機
縁
を
得
て
円
満
の
目
的
を
達
成
し
た
こ
と
を
深
く
喜
ん

だ｣

と
い
う

(

４)

。

愚
見
で
は
、
こ
の
背
景
に
、
城
区
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
西
門
廠
の

有
力
者
と
城
内
の
有
力
者
と
の
確
執
を
読
み
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
両
者
と
も
県
城
＝
城
区
が
県
政
に
お
い

て
有
す
る
卓
越
性
を
認
識
し
て
お
り
、
自
ら
に
有
利
な
設
定
を
す
る

こ
と
で
城
自
治
区
へ
の
影
響
力
を
行
使
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
垣
間

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
武
陽
や
無
錫
で
発
生
し
た
城
自
治
区
設
定
問

題
で
は
む
し
ろ
城
区
側
が
城
濠
の
外
に
広
が
る
城
廂
を
城
区
に
入
れ

よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
上
記
の
嘉
定
県
の

経
緯
は
様
相
を
相
当
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
城
区
の
動
き
を

視
野
に
入
れ
た
場
合
、
市
鎮
と
農
村
と
の
相
互
関
連
の
み
な
ら
ず
、

濱
島
敦
俊
が

｢

県
社
会｣

と
表
現
す
る
城
区
の
動
向
を
視
野
に
入
れ

て
分
析
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

(

５)

。

第
二
は
、
郷
区
の
設
定
の
際
に
持
ち
出
さ
れ
た

｢

固
有
の
境
界｣

を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
あ
る
。
著
者
は
、
自
治
区
の
設
定
に
際

す
る
矛
盾
の
背
景
が

｢

一
つ
は
地
方
の
文
脈
で
運
用
さ
れ
る
区
画
で

あ
る�
廠�、
も
う
一
つ
は
国
家
の
文
脈
に
お
い
て
行
政
管
理
の
手

段
と
し
て
運
用
さ
れ
る
区
画
の�
郷
鎮�
で
あ
る｣

(

一
七
一
頁)

と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
史
料
は
別
の
読
み
方
も
可

能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
袁
世
凱
に
よ
る
地
方
自
治
停
止
後
、
嘉
定

県
の
自
治
を
主
導
し
て
い
た
黄
守
恒
は
自
治
区
設
定
の
経
緯
に
つ
い

て
総
括
し
、
あ
る
べ
き
自
治
の
姿
に
つ
い
て
、｢

郷
自
治
区
域
が
小

さ
す
ぎ
る
と
人
材
・
財
力
の
両
面
に
お
い
て
立
ち
後
れ
、
事
業
は
発
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展
し
が
た
く
、
土
豪
の
専
横
を
招
き
や
す
く
な
る
の
で
、
も
と
よ
り

上
策
で
は
な
い｣

｢

将
来
自
治
が
復
活
し
た
暁
に
は
全
境
を
精
密
に

測
量
し
て
区
画
整
理
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
固
有
の
区
域
を
廃
止

し
適
切
な
面
積
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
我
が
県
の
自
治

[

が
抱
え
る
問
題
も]

は
漸
く
解
決
す
る｣

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は

注
目
に
値
す
る

(

６)

。
こ
こ
で
は
、
廠
域
と
い
う

｢

固
有
の
領
域｣

は
死

守
す
べ
き
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
地
域
が
発
展
す
る

た
め
の
適
正
な
サ
イ
ズ
の
自
治
区
を
設
定
す
る
こ
と
が
地
域
の
側
か

ら
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
郷
区
の
設
定
を
め
ぐ
る
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

章
練
塘
に
お
い
て
、
県
城
と
の
連
絡
が
正
し
く
な
さ
れ
る
こ
と
が
、

地
域
を
発
展
さ
せ
る
鍵
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
示
唆
に

富
む
。
行
政
シ
ス
テ
ム
の
中
に
地
域
が
正
し
く
位
置
づ
け
ら
れ
、

｢[

自
治
が
推
進
さ
れ
な
く
て
も]

上
は
こ
の
こ
と
を
追
究
す
る
こ
と

な
く
、
下
も
こ
れ
を
難
詰
す
る
こ
と
が
な
い｣

と
い
う
事
態
に
な
ら

ぬ
よ
う
、｢

上｣

＝
官
と

｢

下｣

＝
地
域
と
が
連
携
し
合
う
こ
と
が

地
方
自
治
を
推
進
す
る
た
め
の
核
心
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る

(

７)

。
し
た
が
っ
て
、
行
政
と
地
域
に
は
対
立
と
い
う
軸
以
外
に

も
、
相
互
連
携
が
希
求
さ
れ
る
関
係
性
も
あ
っ
た
点
に
も
注
目
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
清
末
民
初
の

｢

固
有
の
境
界｣

を
め
ぐ
る
地
域

意
識
は
依
然
と
し
て
検
討
す
べ
き
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

五

以
上
、
十
分
に
討
論
で
き
な
か
っ
た
部
分
も
少
な
く
な
い
が
、
本

書
が

｢

伝
記
式｣

研
究
の
持
つ
限
界
を
克
服
し
、
江
南
地
域
社
会
史

研
究
を
前
進
さ
せ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
伝
わ
っ
た
と
思
う
。
検
討

さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

掘
り
下
げ
る
べ
き
論
点
は
少
な
く
な
い
。
ま
た
本
書
は
清
代
を
通
観

す
る
な
か
で
近
代
中
国
も
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
清
末
民
国
史
研
究
と

の
対
話
も
必
要
と
な
ろ
う
。
本
書
の
提
起
が
関
連
領
域
に
お
い
て
活

発
な
議
論
を
喚
起
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

註

(

１)

著
者
と
評
者
な
ど
に
よ
る
現
地
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
は
、

佐
藤
仁
史
・
太
田
出
・
稲
田
清
一
・
呉
滔
編

『

中
国
農
村
の
信
仰

と
生
活

太
湖
流
域
社
会
史
口
述
記
録
集』

汲
古
書
院
、
二
〇

〇
八
年
、
参
照
。

(

２)

呉
滔

｢

在
田
野
中
閲
読
江
南
郷
鎮
志｣

『

中
国
人
類
学
評
論』

一
二
輯
、
二
〇
〇
九
年
。

(
３)

佐
藤
仁
史

｢

清
末
に
お
け
る
城
鎮
郷
自
治
と
自
治
区
設
定
問

題

江
蘇
蘇
属
地
方
自
治
籌�
処
の
管
轄
地
域
を
中
心
に｣

『

東
洋
史
研
究』

七
〇
巻
一
号
、
二
〇
一
一
年
。
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(
４)

黄
守
恒

『

謀
邑
編』

(

一
九
一
六
年
鉛
印
本
、
上
海
図
書
館

蔵)
巻
五
、
西
門
郷
籌
備
自
治
進
行
記
。

(

５)
濱
島
敦
俊

『

総
管
信
仰

近
世
江
南
農
村
社
会
と
民
間
信

仰』

研
文
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
二
七
五
〜
二
七
六
頁
。

(

６)

黄
守
恒

『
謀
邑
編』

巻
三
、
呈
知
県
姚
復
陳
郷
自
治
各
区
未

便
合
併
情
形
文

(
辛
亥
正
月)

。

(

７)
『

章
練
小
志』
巻
一
、
区
域
沿
革
、
鄒
銓

｢

上
蘇
省
地
方
自

治
籌�
処
条
陳
請
将
章
練
塘
鎮
之
元
江
二
邑
帰
併
青
浦
事｣

。

(

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
、
上
海
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
Ａ
５
判
、
三

三
七
頁)

(

一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
准
教
授)
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