
壷
肥
酵
象
荷
完
第
＋
二
驚
昭
和
廿
七
年
＋
二
墨
行

宋
代
以
後
の
土
地
所
有
形
体

、
’
　
　
　
　
　
r
宮
　
崎
　
市
゜
定
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一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
一
゜
序
　

、
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
♂
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
’
一

　
　
　
中
國
史
上
の
大
土
地
所
有
の
問
題
は
、
既
に
屡
よ
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
故
加
藤
繁
博
士
、
周
藤
吉
之
教
授
に
す
ぐ
れ
た
論
考
の
あ
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
に
一
つ
遺
憾
な
こ
と
は
、
爾
氏
の
み
な
ら
す
、
從
來
の
研
究
が
、
大
土
地
所
有
と
い
う
こ
と
を
軍
に
総
面

　
　
積
の
大
き
さ
と
い
う
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
に
急
で
、
そ
の
土
地
が
大
き
な
ブ
ロ
ッ
ク
を
な
し
て
集
中
的
に
所
有
さ
れ
た
か
、
或
い
は
零
細

　
　
な
土
地
を
分
散
的
に
所
有
し
て
、
そ
れ
が
敷
多
く
集
つ
た
結
果
と
し
て
絡
計
が
大
き
な
も
の
と
な
つ
た
の
か
、
と
い
う
具
体
的
な
考
察
が
不
十

　
　
分
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
鮎
で
あ
る
。
宅
の
黙
は
地
主
と
勢
働
者
と
の
間
の
隷
薦
關
係
を
考
察
す
る
時
に
大
き
な
意
義
を
有
す
る
。
例
え
ば
同

　
　
じ
十
頃
の
土
地
で
も
、
そ
れ
を
か
た
め
て
所
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
中
に
小
さ
な
聚
落
を
包
含
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
地
主
は
同
時

　
　
に
こ
の
聚
落
の
支
配
者
で
あ
り
、
い
わ
ぽ
小
さ
な
領
主
と
も
去
う
べ
き
も
の
で
、
地
主
と
村
民
と
の
間
に
封
建
的
な
主
從
關
係
が
成
立
し
や
す

9
7
@
い
。
そ
し
て
こ
の
村
民
は
、
最
初
に
は
少
く
も
生
活
に
必
要
な
だ
け
の
耕
地
の
利
用
を
地
主
か
ら
許
さ
れ
た
筈
で
あ
り
、
云
い
か
え
れ
ば
、
全



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
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生
活
を
地
主
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
（
も
つ
と
も
そ
れ
が
後
に
な
つ
て
入
口
が
増
加
し
て
く
れ
ば
、
話
は
ま
た
自
ら
別
に
な
る
）
。
と
こ
ろ

　
　
で
同
じ
十
頃
の
土
地
で
も
そ
れ
が
分
散
し
過
ぎ
て
い
る
と
、
こ
ん
な
封
建
關
係
は
成
立
し
に
く
く
な
つ
て
く
る
。
極
端
な
場
合
を
考
え
る
な
ら

　
　
ば
、
こ
の
十
頃
の
土
地
が
、
五
畝
つ
つ
の
土
地
二
百
個
所
に
分
散
し
て
い
た
と
し
よ
う
。
こ
の
五
畝
だ
け
で
は
、
普
通
に
は
生
計
が
成
り
た
た

　
　
な
い
。
こ
の
土
地
を
借
り
る
耕
作
民
は
、
他
に
自
己
の
所
有
地
を
有
す
る
か
、
或
い
は
同
時
に
他
の
地
主
か
ら
も
土
地
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
。
も
し
も
更
に
一
暦
極
端
な
場
合
を
考
え
て
、
一
人
の
勢
働
者
が
十
人
の
地
主
か
ら
土
地
を
借
り
た
と
假
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、

　
　
地
主
と
勢
働
者
の
間
に
到
底
封
建
的
な
主
從
關
係
は
成
り
立
た
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
は
一
つ
の
假
定
に
す
ぎ
な
い
が
、
併
し
事
實
と
し

　
　
て
集
中
的
な
大
土
地
所
有
は
、
そ
の
土
地
を
通
じ
て
勢
働
農
民
と
の
間
に
主
從
關
係
が
生
じ
易
い
が
、
も
し
分
散
的
な
大
土
地
所
有
で
あ
る
場

　
　
合
は
、
そ
の
土
地
に
よ
つ
て
農
民
を
拘
束
し
、
地
主
に
隷
罵
さ
せ
る
こ
と
が
む
す
か
し
く
な
つ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
が
原
理
的
に
は
云
え
る

　
　
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

は
酷
纏
副
蘇
馨
矯
酵
耕
轟
繋
燵
喉
韓
蠕
鹸
轟
嚢
蜷
絨
∵
、

　
　
　
一
丘
、
一
段
の
大
き
さ
は
勿
論
地
形
に
も
よ
り
、
事
情
に
も
よ
る
が
、
概
し
て
去
え
ば
古
く
時
代
を
潮
れ
ば
潮
る
ぼ
ど
’
大
き
く
、
そ
れ
が
時
代

　
　
の
下
る
に
從
つ
て
、
零
細
に
分
割
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
れ
は
相
綾
や
萱
買
に
よ
つ
て
所
有
権
が
分
割
さ
れ
る
こ
と
か
ら
來
る
必
然
の
結
果

　
　
で
あ
り
、
時
に
は
職
齪
な
ど
で
、
所
有
灌
が
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
再
び
新
た
な
零
細
化
が
進
行
す
る
。
一
般
に
云
つ
て
亭
和
が
永

　
　
績
す
る
と
、
土
地
の
兼
併
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
反
面
に
一
段
の
大
き
さ
が
攻
第
に
零
細
化
し
、
こ
れ
と
共
に
所
有
椹
も
ま
た
次
第
に
分
割
さ

　
　
れ
て
ゆ
く
事
實
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馳

　
　
　
唐
代
の
大
土
地
所
有
が
藤
と
い
う
形
で
代
表
さ
れ
る
こ
と
は
、
加
藤
博
士
の
研
究
で
明
か
に
な
つ
た
事
實
で
あ
る
が
、
宋
代
に
入
る
と
同
じ

　
　
名
の
憩
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
實
質
は
甚
だ
異
つ
た
も
の
に
な
つ
て
く
る
。
私
は
こ
の
攣
化
を
、
主
と
し
て
一
段
の
面
積
の
零
細
化
か
ら
く
る
と
　
．

　
　
考
え
る
が
、
こ
れ
に
附
随
し
て
起
る
色
々
な
杜
會
現
象
、
就
中
、
農
業
螢
働
者
の
地
位
の
攣
化
に
つ
い
て
論
じ
て
見
た
い
と
思
う
。



二
　
李
　
誠
　
の
　
蕪
　
－
上
宋
初
に
お
け
る
唐
代
的
残
澤
ー
　
・

　
　
　
先
す
唐
代
の
荘
と
は
ど
ん
な
も
の
か
。
こ
の
中
世
的
な
遺
物
は
宋
代
以
後
に
な
つ
て
も
、
杜
會
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
残
つ
て
い
る
の
で
あ
る

　
　
が
、
私
は
宋
代
の
初
に
、
河
南
の
氾
水
縣
に
あ
つ
た
李
誠
の
荘
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
姿
を
描
い
て
見
よ
う
と
思
う
。
こ
れ
は

　
　
宋
の
魏
泰
の
東
軒
筆
録
雀
八
に
出
て
居
り
、
江
少
虞
の
皇
宋
事
智
類
苑
巻
二
十
二
に
も
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
當
時
有
名
な
話
で

　
　
あ
つ
た
ら
し
い
。
加
藤
博
士
の
論
文
も
、
こ
れ
を
利
用
し
て
居
ら
れ
る
が
、
僅
か
噸
部
分
に
止
ま
る
。
今
こ
こ
に
全
丈
を
引
く
の
は
煩
わ
し
い

　
　
か
ら
、
重
要
な
個
虚
だ
け
を
箇
條
書
き
に
し
、
そ
れ
に
必
要
な
按
語
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
の
　
宋
初
に
孟
州
氾
水
縣
に
民
李
誠
の
所
有
す
る
荘
が
あ
つ
て
、
方
圓
＋
里
、
、
河
が
そ
の
申
を
貫
き
、
そ
の
中
に
佃
戸
が
百
家
も
包
含
さ
れ
て

　
　
（

　
　
　
い
た
。
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
・
9
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
按
す
る
に
、
方
圓
十
里
と
い
う
表
現
は
甚
だ
不
正
確
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
周
圃
十
里
の
こ
と
で
は
な
く
、
東
西
南
北
の
径
が
十
里
と
い
う
意
　
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
味
で
あ
ろ
う
。
も
し
周
圃
が
十
里
な
ら
ば
、
そ
の
面
積
が
最
大
の
場
合
、
印
ち
正
し
い
圓
形
で
あ
つ
て
も
、
総
面
積
三
頃
強
、
帥
ち
三
百
畝
あ

　
　
ま
り
で
、
佃
戸
百
家
で
分
け
る
と
卒
均
一
戸
三
畝
で
こ
れ
で
は
生
計
が
成
り
た
た
な
い
。
そ
こ
で
東
西
南
北
の
径
が
十
里
と
す
る
と
、
も
し
こ

　
　
れ
が
正
方
形
な
ら
ば
、
正
し
く
王
安
石
時
代
の
方
田
法
の
唄
方
に
當
り
、
四
十
一
頃
飴
に
な
る
が
、
事
實
は
大
凡
そ
四
十
頃
近
い
面
積
で
あ
つ

　
　
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
百
家
で
分
け
る
と
、
一
戸
當
り
四
十
畝
と
な
り
、
割
合
に
ぜ
い
た
く
な
分
配
額
で
あ
る
が
、
下
文
を
見
れ
ば
そ
れ
で
差

　
　
支
え
な
い
。
こ
の
荘
の
中
央
を
貫
く
河
は
何
で
あ
る
か
判
然
し
な
い
。
ま
た
ご
の
荘
の
由
來
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
何
事
も
知
り
得
な
い
が
、

　
　
そ
れ
が
孟
州
氾
水
縣
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
多
少
の
推
測
を
試
み
る
手
が
か
り
を
與
え
ら
れ
る
。
孟
州
は
唐
末
か
ら
宋
初
に
か
け
て
河
陽
節
度
め

　
　
お
か
れ
た
所
で
、
河
南
府
に
近
い
要
所
で
あ
り
、
氾
水
縣
も
も
と
河
南
府
に
屡
し
て
い
た
の
を
、
唐
代
に
改
め
て
河
陽
節
度
に
分
驕
せ
し
め
ら

　
　
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
此
地
は
唐
末
の
黄
巣
の
齪
、
引
き
つ
づ
い
て
秦
宗
椹
、
孫
儒
の
職
齪
に
ま
き
こ
ま
れ
て
著
し
く
荒
慶
し
た
。
孫
儒
が

9
9
ﾍ
陽
を
去
る
時
に
は
、
そ
の
人
を
屠
滅
し
、
そ
の
鷹
婁
焚
い
て
逃
げ
た
（
通
鑑
二
五
七
。
唐
光
啓
三
年
1
ー
八
八
七
）
。
績
い
て
起
つ
た
の
が
、
河
南
の
張
霧
と
河



0
0
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陽
の
杢
牢
之
と
の
軍
閥
攻
宰
で
あ
る
。
後
に
梁
の
太
組
と
な
つ
た
朱
全
忠
が
、
張
全
義
を
援
け
て
李
牢
之
を
追
っ
た
が
、
季
牢
之
は
北
方
か
ら

ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
下
つ
て
奮
領
土
を
劫
掠
し
た
。
懐
州
、
孟
州
な
ど
敷
百
里
の
間
、
州
に
刺
史
な
く
、
縣
に
令
長
な
く
、
田
に
萎
禾
な
く
、
邑
に
煙
火
な
し
と
い

　
　
う
歌
態
が
績
い
た
。
こ
の
あ
と
を
苦
心
維
螢
し
た
の
が
河
南
罪
張
全
義
で
あ
つ
て
、
そ
の
功
績
は
奮
五
代
史
巻
六
三
な
ど
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
張
全
義
は
唐
末
か
ら
後
梁
に
か
け
て
、
主
と
し
て
河
南
府
の
復
興
に
書
力
し
た
の
で
あ
る
が
、
ま
た
度
々
河
陽
節
度
使
を
兼
任
し
て
い
る

　
　
か
ら
、
河
陽
地
方
の
復
興
も
ま
た
彼
の
力
に
負
う
所
が
大
で
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
。
張
全
義
の
人
物
に
つ
い
て
は
後
世
に
色
々
な
批
評
が
あ
る
が
、

　
　
彼
が
そ
の
パ
杢
ロ
ン
た
る
朱
全
忠
に
多
大
の
軍
費
を
供
給
す
る
爲
に
は
、
い
き
お
い
そ
の
領
地
か
ら
の
搾
取
は
冤
れ
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
併

　
　
し
乍
ら
搾
取
に
は
ま
た
搾
取
の
道
が
あ
つ
て
、
要
す
る
に
そ
れ
は
地
主
階
級
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
流
民
を
吸
牧
し
、
土
地
を
隈
な
く
耕

　
　
作
せ
し
め
て
生
産
力
を
あ
げ
、
再
び
地
主
を
通
じ
て
租
税
を
吸
牧
す
る
と
い
う
や
り
方
で
あ
つ
た
ら
レ
い
。
そ
し
て
こ
の
資
財
を
中
央
に
貢
献

　
　
し
て
、
中
央
か
ら
武
力
の
保
護
を
受
け
て
境
内
に
霜
を
保
つ
た
の
で
．
當
時
と
し
て
は
已
む
を
得
な
い
肇
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
」

　
　
い
う
際
に
い
ち
早
く
荒
地
を
占
有
し
、
流
民
を
招
集
し
て
佃
戸
と
し
た
の
が
、
李
誠
の
組
先
で
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
果
し
て
　
4

　
　
然
ら
ば
李
誠
の
蕪
は
宋
初
ま
で
、
六
・
七
十
年
の
歴
史
を
も
つ
た
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
－
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
一

　
　
　

　
　
b
　
こ
の
李
誠
は
宋
初
に
縣
の
酒
務
專
知
官
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
た
ま
た
ま
沐
河
の
洪
水
が
あ
つ
て
、
そ
の
掌
る
所
の
宮
物
を
損
失
し
、
そ
の
・

　
　
（

　
　
　
代
債
五
千
貫
の
賠
償
を
責
め
ら
れ
た
が
、
急
に
實
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。

　
按
す
る
に
酒
務
專
知
官
と
は
、
い
わ
ゆ
る
衙
前
で
あ
つ
て
高
等
官
で
は
な
い
。
宋
の
制
度
は
五
代
を
受
け
つ
ぎ
、
農
民
を
財
産
に
よ
つ
て
九

等
に
分
ち
、
第
一
等
は
先
す
単
正
の
役
に
つ
き
、
役
が
満
ち
て
か
ら
衙
前
と
な
り
、
州
の
衙
門
に
出
て
、
倉
庫
な
ど
の
官
物
の
保
管
、
蓮
逸
を

命
ぜ
ら
れ
る
。
李
誠
は
大
地
主
で
あ
る
か
ら
㍉
勿
論
第
一
等
の
戸
で
里
正
と
な
り
、
里
正
の
役
を
す
ま
せ
て
か
ら
、
州
の
衙
前
の
役
に
つ
い
て

酒
倉
の
管
理
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
縣
の
專
知
官
と
あ
る
の
は
、
縣
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
倉

庫
が
氾
水
縣
に
あ
つ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
沐
河
は
大
蓮
河
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
黄
河
の
水
を
引
く
の
で
、
そ
の
取
口
は
時
代
に
よ

つ
て
攣
る
。
そ
の
取
口
の
最
も
西
方
に
當
る
の
が
河
陰
縣
の
取
口
で
あ
る
が
、
こ
の
地
黙
は
唐
代
ま
で
氾
水
縣
の
領
域
で
あ
つ
て
、
黄
河
か
ら



　
　
ﾌ
分
懸
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
・
渠
縣
及
び
そ
の
他
の
土
地
を
割
い
て
・
新
た
に
河
陰
漿
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
禰
望
駐
年
∀
宋

　
　
代
に
も
こ
の
河
道
が
残
つ
て
い
て
、
そ
こ
へ
黄
河
の
水
が
侵
入
し
て
來
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
の
折
悪
し
く
准
南
鍵
使
甕
進
の
叛
禦
起
つ
た
（
耀
羅
四
）
。
宋
の
政
府
は
そ
の
前
に
宮
讐
人
民
に
分
配
し
て
、
喬
の
原
醤
、

　
　
（

　
　
　
入
れ
を
申
付
け
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
の
叛
齪
軍
討
伐
の
出
征
に
間
に
合
わ
な
か
つ
た
の
で
、
天
子
の
太
耐
は
大
い
に
怒
り
、
凡
て
政
府
の
官
・

　
　
　
鐘
を
負
債
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
財
産
を
浸
牧
さ
せ
た
。
李
誠
は
今
度
の
器
材
買
入
に
は
關
係
な
か
つ
た
が
、
前
の
負
債
五
千
貫
が
あ
つ
　
　
　
・

　
　
　
た
の
で
、
傍
杖
を
く
つ
て
、
そ
の
荘
を
全
部
没
牧
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。

　
　
　
按
す
る
に
湊
牧
さ
れ
た
土
地
は
官
田
と
な
つ
て
、
民
有
地
と
は
扱
い
が
異
つ
て
く
る
。
佃
戸
は
そ
の
ま
ま
政
府
の
小
作
人
と
な
つ
て
、
こ
れ

　
　
ま
で
地
主
に
納
め
て
い
た
だ
け
の
小
作
料
（
租
課
）
を
、
政
府
へ
納
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
原
の
地
主
李
誠
が
政
府
へ
納
め
て
い

　
　
た
税
額
（
爾
視
）
よ
り
は
す
つ
と
重
い
。
し
か
し
國
都
開
封
府
に
近
く
は
あ
り
、
水
運
の
便
は
あ
り
、
肥
沃
な
土
地
で
あ
る
上
に
、
割
合
に
廣
　
「

　
　
い
面
積
を
宛
て
が
わ
れ
て
い
た
の
で
、
準
和
の
永
綾
と
共
に
、
こ
の
地
の
小
作
人
た
ち
の
生
活
は
着
玄
向
上
し
て
行
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
5

　
　
ﾌ
政
府
は
こ
の
冨
羅
か
量
つ
て
・
會
焚
た
い
と
思
つ
た
葎
養
れ
な
い
・
菖
朝
が
籟
妄
つ
た
時
（
壕
躍
秤
韓
一

　
　
（

　
　
　
年
）
、
朝
廷
の
使
者
が
、
こ
の
土
地
を
二
薯
に
費
る
命
を
蒙
て
や
つ
て
き
た
。
　
　
　
’

　
　
　
按
す
る
に
こ
の
土
地
の
面
積
は
前
述
の
如
く
、
四
十
頃
帥
ち
四
千
畝
ぐ
ら
い
で
あ
る
が
、
當
時
の
地
便
は
、
，
同
じ
様
な
條
件
の
下
に
お
い
て

　
　
實
例
を
探
す
と
・
妻
石
の
時
代
に
上
述
の
候
叔
馨
が
指
導
し
て
、
有
名
な
欝
法
を
行
つ
蒔
（
煕
寧
五
年
1
1
一
〇
七
二
年
）
、
新
た
に
河
岸
星
じ
た

　
　
富
の
禦
・
嚢
の
望
畝
三
貫
か
ら
二
貫
吾
・
蒙
の
地
で
二
貫
五
夏
か
ら
二
婁
で
（
績
資
治
通
鑑
長
編
巻
二
三
〇
）
と
あ
る
か
ら
、
李
誠
の
田
、

　
　
は
熟
田
で
あ
る
し
、
そ
の
憤
を
二
萬
貫
、
　
一
畝
當
σ
五
貫
と
見
積
つ
た
の
は
適
當
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

　
　
の
時
に
氾
水
縣
の
知
縣
は
候
叔
蹴
で
あ
つ
た
が
、
彼
は
使
者
に
李
誠
の
田
が
波
牧
に
な
つ
た
事
情
を
話
し
、
代
頼
を
一
萬
五
千
貫
に
ま
け
て

　
　
　
貰
い
、
こ
れ
を
李
誠
の
孫
の
手
に
瞬
す
よ
う
に
取
計
ら
い
た
い
と
願
つ
て
領
解
を
得
た
。

瓢
　
O
　
知
縣
候
叔
獄
は
李
誠
の
荘
の
佃
戸
を
呼
び
集
め
て
提
議
し
た
。
　
「
お
前
た
ち
は
李
誠
の
荘
を
耕
す
利
釜
に
よ
つ
て
生
活
が
裕
幅
に
な
り
、

　
　
（



魏
　
　
み
な
大
き
な
邸
宅
を
つ
く
り
、
高
い
倉
を
立
て
て
金
持
ち
に
な
つ
て
い
る
。
併
し
今
こ
の
土
地
は
誰
か
の
個
人
の
手
に
聾
し
よ
う
と
し
て
い

　
　
　
る
。
李
氏
の
孫
に
は
買
う
金
が
な
い
。
若
し
李
氏
以
外
の
手
に
渡
れ
ば
、
お
前
た
ち
は
土
地
を
取
上
げ
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
お
前
た
ち
は

　
　
、
宅
を
つ
ぶ
し
、
倉
を
こ
わ
し
て
立
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
だ
か
ら
此
際
は
お
前
た
ち
の
利
釜
の
た
め
に
も
、
皆
で
金
を
出
し
あ
つ

　
　
　
て
｝
萬
五
千
貫
を
李
氏
の
孫
に
貸
し
て
や
り
、
血
日
の
よ
う
に
李
氏
の
佃
戸
に
な
つ
て
永
住
す
る
こ
と
が
、
双
方
に
と
つ
て
得
策
だ
と
思
う
が

　
　
　
ど
う
だ
L
佃
戸
等
は
知
事
を
拝
し
て
言
う
。
「
ど
う
か
左
様
に
お
取
計
ら
い
を
願
い
上
げ
ま
す
」

　
　
　
按
す
る
に
李
誠
の
荘
が
官
に
没
牧
さ
れ
て
か
ら
、
こ
の
時
ま
で
八
十
五
年
以
上
も
経
過
し
て
い
る
が
、
李
氏
の
佃
戸
は
殆
ん
ど
其
儘
に
淺
つ

　
　
て
い
た
も
の
と
見
え
、
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
別
に
佃
戸
に
移
輔
の
自
由
が
な
か
つ
た
か
ら
で
な
く
、
経
濟
的
に
有
利
な
條
件
に
あ
つ
た
た
め
で
あ

　
　
る
。
反
つ
て
彼
等
に
と
つ
て
は
、
小
作
地
を
取
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
致
命
的
な
打
撃
で
診
つ
た
の
で
あ
る
。
法
制
上
に
お
け
る
佃
戸
の
身
分
の

　
　
論
は
暫
く
措
き
、
佃
戸
が
移
轄
を
欲
す
る
歌
態
に
あ
つ
た
か
否
か
は
、
土
地
と
勢
働
力
の
相
封
的
關
係
で
定
ま
る
。
宋
代
に
は
土
地
が
あ
り
剰

　
　
ﾂ
て
蕩
力
楚
り
な
か
つ
奈
或
い
は
土
袈
足
像
く
て
葛
力
が
欝
の
傾
向
に
あ
つ
た
か
生
本
え
ば
・
極
め
て
特
別
な
場
合
を
除
ト

　
　
く
外
、
後
者
の
場
合
、
即
ち
土
地
の
不
足
に
悩
ん
で
い
た
の
が
實
相
で
あ
る
。
特
別
な
場
合
と
は
職
齪
の
た
め
に
土
地
が
荒
慶
し
た
時
と
か
、
　
　
一

　
　
或
い
は
山
間
の
地
味
が
不
良
で
能
率
が
上
ら
す
、
耕
作
勢
働
に
樹
し
て
経
濟
的
利
釜
が
十
分
に
期
待
さ
れ
な
い
よ
う
な
場
所
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
宋
代
に
は
全
國
的
に
見
て
経
濟
の
中
心
は
運
河
の
滑
線
に
移
り
、
殊
に
江
漸
の
卒
野
が
指
導
的
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
運
河

　
　
’
に
近
い
、
い
わ
ゆ
る
水
次
の
便
あ
る
地
方
で
は
既
に
朱
初
か
ら
、
土
地
は
得
難
く
、
ま
た
借
り
難
か
つ
た
こ
と
は
、
こ
の
話
に
よ
つ
て
も
知
ら

　
　
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
㎏
　
候
叔
獄
は
落
ち
ぶ
れ
て
い
る
李
誠
の
孫
を
召
し
て
、
佃
戸
の
醸
金
を
借
り
て
、
も
と
の
荘
を
買
い
と
ら
せ
て
や
つ
た
・
“

　
　
　
話
は
こ
こ
で
絡
づ
て
い
る
の
で
、
そ
の
先
が
分
ら
な
い
の
は
淺
念
で
あ
る
。
併
し
我
々
は
こ
の
李
誠
の
荘
な
る
も
の
が
、
甚
だ
唐
的
な
荘
園

　
　
の
性
質
を
持
ち
つ
た
え
て
い
る
黙
に
著
し
く
興
味
が
ひ
か
れ
る
。
い
ま
以
上
の
話
か
ち
、
唐
的
な
、
從
つ
て
中
世
的
な
特
質
を
拾
い
上
げ
る
な
、

　
　
ら
ば
、
次
の
四
箇
條
に
鶴
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。



　
　
ω
　
李
誠
の
荘
が
方
圓
十
厘
、
面
積
四
十
頃
に
も
及
ぶ
廣
大
な
ま
と
ま
つ
た
地
面
で
あ
つ
た
こ
と
。
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
働
．
地
主
の
李
誠
と
百
家
の
佃
戸
と
の
間
に
主
從
關
係
が
成
立
つ
て
い
て
、
そ
れ
が
孫
の
代
ま
で
八
十
飴
年
も
潜
在
し
て
い
た
こ
と
。

　
　
③
　
佃
戸
百
家
の
間
に
恐
ら
く
一
つ
の
聚
落
と
し
て
、
互
い
の
間
に
精
聯
的
な
紐
帯
が
存
在
し
た
こ
と
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
一
萬
五
千
貫

　
　
　
　
の
醸
金
は
ま
と
ま
ら
な
か
つ
た
筈
で
あ
る
。

　
　
㈲
　
地
方
官
は
こ
う
い
う
地
主
階
級
を
保
護
し
、
持
績
さ
せ
て
肚
會
の
安
定
勢
力
と
し
、
里
正
な
ど
の
職
役
を
負
憺
さ
せ
る
と
共
に
こ
の
階
級

　
　
　
を
通
じ
て
農
民
を
支
配
し
よ
う
と
努
め
た
こ
と
。

　
　
　
以
上
の
四
箇
條
が
實
に
中
世
の
貴
族
計
　
會
が
成
立
す
る
根
抵
で
あ
り
、
ま
た
相
互
に
内
面
的
な
連
絡
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
李
誠
の
荘

　
　
が
、
孫
の
復
聾
以
後
ど
う
な
つ
た
か
分
ら
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
宋
代
の
大
勢
は
、
こ
う
い
う
中
世
的
な
組
職
を
次
第
に
破
壊
す
る
傾
向

　
　
に
進
ん
で
ゆ
く
。
云
い
か
え
れ
ば
、
宋
以
後
の
肚
會
に
は
再
び
、
こ
の
種
の
蕪
園
が
出
現
す
る
ζ
と
の
困
難
な
條
件
が
新
た
に
成
立
し
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嶋

　
　
あ
る
。
も
し
出
現
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
飴
程
特
殊
な
場
合
で
あ
り
、
且
つ
永
績
で
き
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
　
　
」
　
　
　
　
　
　
ゴ
7

　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
監
　
騨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
土
地
の
零
細
化
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置

　
，
’
　
最
初
に
①
の
ま
と
ま
つ
た
大
面
積
所
有
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
よ
う
。

　
　
　
こ
の
問
題
は
先
に
も
鰯
れ
た
よ
う
に
、
田
段
の
面
積
の
大
さ
と
關
係
し
、
概
し
て
去
え
ぱ
古
代
ほ
ど
煽
段
ば
大
面
積
で
あ
り
、
後
世
に
な
る

　
　
ほ
ど
零
細
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。
漢
代
の
資
料
は
甚
だ
少
い
が
、
羅
振
玉
の
「
地
券
徴
存
」
に
撃
る
と
こ
ろ
の
、
蓮
初
六
矢
響
買
袈

　
　
は
梯
形
の
墓
地
煽
段
、
北
邊
は
六
十
五
歩
、
東
邊
は
七
十
九
歩
、
南
邊
は
九
十
四
歩
、
西
邊
は
六
十
八
歩
、
総
面
積
二
十
三
畝
百
六
十
歩
の
地

　
　
を
朱
少
卿
か
ら
買
い
取
つ
た
こ
と
を
記
す
が
、
こ
の
墓
地
の
北
・
西
・
南
の
三
方
は
元
の
持
主
の
朱
少
卿
の
土
地
で
あ
る
。
二
十
三
畝
と
い
え

　
　
ば
相
當
の
大
面
積
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
面
積
を
東
側
か
ら
懊
の
よ
う
に
打
ち
こ
ま
れ
で
も
、
元
の
持
主
の
地
面
が
び
く
と
も
し
な
い
ら
し

゜
鵬@
　
い
か
ら
、
相
當
な
も
の
で
あ
つ
て
、
恐
ら
《
一
頃
以
上
に
上
つ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
下
つ
て
唐
代
の
實
例
は
、
敦
燈
文
書
が
重



㏄
　
要
な
資
料
と
な
つ
て
い
る
が
、
概
ね
畝
が
軍
位
と
な
り
、
そ
れ
以
下
は
牛
畝
或
い
は
四
十
歩
と
い
う
例
が
極
め
て
稀
に
散
見
す
る
。
し
か
も
そ

ー　
　
れ
ら
は
多
く
の
場
合
は
宅
地
で
あ
る
。
私
が
今
ま
で
に
極
め
て
大
ざ
つ
ば
に
調
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
一
段
の
大
き
さ
は
七
畝
以
下
が
多
く
、
八

　
．
畝
以
上
が
急
に
減
少
す
る
が
、
三
十
六
畝
と
い
う
の
が
一
例
あ
る
。
但
し
七
畝
以
下
に
つ
い
て
云
え
ば
、
一
畝
・
二
撒
の
小
面
積
ほ
ど
多
い
か

　
　
と
思
う
と
そ
う
で
な
く
、
六
畝
・
五
畝
と
い
う
所
が
最
も
多
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
宋
以
後
の
近
世
的
な
傾
向
が
、
開
元
天
寳
時
代
に
敦
、

　
　
煤
地
方
で
現
わ
れ
か
け
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
恐
ら
く
中
原
地
方
で
も
、
大
体
に
お
い
て
耕
地
の
細
分
が
進
行
し
つ
つ
あ
つ
た
も
　
　
、

　
　
の
と
思
わ
れ
る
。
但
し
こ
れ
は
一
般
民
地
の
場
合
で
、
’
別
に
天
子
か
ら
宗
室
，
大
臣
に
封
す
る
賜
田
、
或
い
は
有
力
者
の
荒
地
開
墾
な
ど
の
場

　
　
合
、
大
面
積
の
荘
園
が
あ
つ
て
、
こ
れ
は
纏
つ
た
形
で
、
有
力
者
か
ら
有
力
者
の
間
に
授
受
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
節
が
あ
る
。
こ
う
い
う
豪

　
　
族
に
隷
属
し
て
荘
田
を
耕
作
し
て
い
た
の
が
部
曲
で
あ
ろ
う
。
所
で
唐
末
の
戦
齪
、
績
い
て
起
る
軍
閥
の
割
篠
は
、
從
來
の
貴
族
を
浸
落
さ
せ

　
　
土
地
所
有
關
係
に
大
き
な
攣
動
を
來
し
た
。
軍
閥
の
農
業
奨
働
は
結
局
地
主
保
護
で
あ
り
、
官
爵
を
も
た
ぬ
農
民
地
主
訟
、
大
き
な
纏
つ
た
耕
　
　
｝

　
　
地
を
占
有
し
得
た
が
、
そ
の
地
を
耕
す
佃
戸
は
既
に
部
曲
の
よ
う
な
賎
民
で
は
な
く
な
つ
て
い
る
。
併
し
そ
の
荘
園
は
唐
代
の
貴
族
の
荘
園
を
　
8

　
　
麓
と
し
た
も
の
で
あ
り
・
地
主
と
佃
戸
と
の
間
に
は
自
ら
蓬
的
な
主
從
關
係
が
生
じ
た
の
で
、
そ
れ
蔀
ち
先
に
墨
げ
た
李
誠
の
募
場
」

　
　
合
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
敦
燈
文
書
に
見
え
る
一
段
の
面
積
が
多
く
畝
を
軍
位
と
し
て
い
る
の
は
、
土
地
の
丈
量
に
十
歩
の
長
さ
を
最
少
軍
位
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ

　
　
と
を
推
測
せ
し
め
る
。
所
が
宋
代
に
入
る
と
、
長
さ
一
歩
を
軍
位
と
し
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
だ
け
勘
定
が
細
く
な
つ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
土
．

　
　
地
所
有
権
の
確
立
と
共
に
、
土
地
に
封
す
る
愛
著
が
強
く
な
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
殊
に
南
宋
時
代
に
入
つ
て
か
ら
、
爾
漸

　
・
金
石
志
な
ど
に
載
せ
ら
れ
た
、
石
刻
の
地
籍
は
、
面
積
一
歩
以
下
の
少
激
を
記
す
も
の
が
多
い
勲
に
特
長
が
あ
る
。

　
　
　
北
宋
の
中
頃
、
、
王
安
石
攣
法
時
代
に
有
名
な
方
田
法
を
行
つ
た
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
地
籍
や
租
視
が
正
確
に
な
り
、
升
合
尺
寸
も
遺
漏
が
な

　
　
く
な
つ
た
と
い
う
か
ら
、
恐
ら
く
こ
の
時
の
最
小
の
軍
位
は
、
穀
物
は
一
合
、
長
さ
は
一
寸
ま
で
を
用
い
た
ら
し
い
。
併
し
面
積
が
一
平
方
寸

　
　
ま
で
を
問
題
と
し
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
南
宋
の
初
、
紹
興
年
間
に
維
界
法
が
行
わ
れ
た
時
、
市
街
地
に
お
い
て
は
L
亭
方
丈
が
基
準



　
　
で
、
そ
の
十
分
の
一
が
尺
戸
百
分
の
一
が
寸
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
廣
さ
の
寸
と
は
一
亭
方
尺
に
相
當
す
る
の
で
あ
る
。
都
ち
開
慶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
四
明
績
志
毬
七
に
よ
る
と
、
紹
興
年
間
の
経
界
で
官
有
に
属
す
る
櫻
店
務
の
地
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
〃

　
　
　
　
計
二
萬
九
千
九
百
三
十
丈
二
尺
五
寸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
噛

　
　
と
出
て
い
る
・
と
こ
ろ
が
其
後
・
百
年
ほ
ど
た
つ
て
嘉
編
ハ
年
（
輩
五
）
緩
簿
を
し
蔑
る
と

　
　
　
　
二
萬
四
千
四
百
六
十
四
丈
六
尺
○
寸
一
分
四
厘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i

　
　
し
か
淺
つ
て
い
な
か
つ
た
と
あ
る
の
は
、
借
地
人
が
勝
手
に
分
割
し
て
、
借
地
誰
文
を
入
れ
直
し
た
も
の
の
現
存
の
総
計
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

　
　
る
・
廣
さ
の
一
厘
は
一
干
方
寸
に
當
り
、
實
際
に
測
量
し
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
つ
て
、
軍
な
る
帳
簿
上
の
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
〈
因
み
に
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
コ

　
　
宋
時
代
、
郷
村
に
お
い
て
は
面
積
を
畝
・
角
・
歩
・
分
・
厘
で
計
り
、
市
街
地
に
お
い
て
は
丈
・
尺
・
寸
．
分
．
厘
で
計
る
方
法
が
行
わ
れ
た
。

　
　
面
替
お
け
る
尺
・
寸
・
分
・
屡
、
奥
行
を
麦
と
し
、
間
暴
そ
れ
ぞ
狂
尺
二
寸
．
券
．
一
髪
る
矩
形
の
薔
で
、
恰
も
今
日
、
一

　
　
反
物
を
計
る
に
幅
を
一
定
し
て
お
き
、
あ
と
一
ヤ
ー
ル
と
か
↓
メ
ー
ト
ル
と
か
、
長
さ
の
名
で
計
る
と
同
様
で
あ
る
）
こ
の
零
籔
は
そ
の
時
々
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に
測
定
し
繕
果
と
い
う
吉
は
寧
ろ
・
最
初
に
は
最
小
一
尺
の
面
積
で
あ
つ
た
も
の
が
、
分
割
の
結
果
、
帳
面
の
上
で
計
算
し
て
定
め
ら
れ
一

晃
も
の
患
わ
れ
る
。
爾
豊
石
志
（
以
下
漸
志
と
略
す
）
巻
＋
三
所
牧
、
景
定
三
茎
牝
六
）
観
ハ
府
建
小
學
田
記
に
醤
の
霧
を
藝
た
中
に
、
廣

　
　
さ
O
°
四
九
歩
、
○
・
〇
四
歩
、
○
・
〇
五
歩
な
ど
の
端
敷
が
見
え
る
が
、
○
・
〇
一
歩
の
廣
さ
は
五
寸
手
方
の
四
角
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
四

　
　
捨
五
入
で
片
付
け
て
よ
い
筈
な
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
公
干
な
鈎
分
相
績
の
結
果
と
し
て
、
、
怯
無
意
味
に
近
い
端
数
が
生
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
印

　
　
ち
、
○
・
〇
四
歩
は
、
二
回
に
亘
つ
て
五
分
割
さ
れ
た
結
果
、
○
・
〇
五
歩
は
、
一
回
は
五
分
割
、
一
回
は
四
分
割
さ
れ
た
結
果
と
見
陀
よ
い
。
’

　
　
○
・
四
九
は
本
來
は
○
・
五
つ
つ
に
分
配
す
べ
き
と
こ
ろ
、
税
の
負
捲
を
も
同
時
に
分
割
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
何
か
納
税
の
便
宜
の
た
め
に

　
　
一
歩
を
○
・
五
一
と
、
○
・
四
九
と
に
分
け
た
片
割
れ
で
あ
ろ
う
。
も
し
納
税
を
考
慮
に
入
れ
ぬ
時
に
は
す
い
分
と
細
か
い
端
敷
が
生
す
る
も

　
　
の
な
の
で
・
「
地
券
徴
存
」
所
牧
・
元
の
至
元
一
手
五
集
粧
八
）
の
買
馨
覧
ゆ
る
土
地
は
東
西
の
長
さ
を
・

鵬
　
　
　
十
四
歩
一
分
八
厘
七
毫
五
糸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
°
．



姻
　
と
記
し
て
炉
る
が
、
一
糸
は
U
尺
の
二
千
分
の
一
に
す
ぎ
す
、
全
く
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
最
初
三
歩
の
長
さ
が
四
回
に
亘
つ
て

　
　
二
分
割
を
重
ね
た
た
め
、
印
ち
十
六
に
分
割
さ
れ
た
た
め
に
起
つ
た
結
果
に
外
な
ら
な
い
。
至
元
二
十
五
年
は
南
宋
が
滅
び
て
間
も
な
い
時
で

　
　
あ
り
、
そ
の
土
地
は
衛
輝
路
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
分
割
は
金
の
時
代
に
行
わ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
く
、
果
し
て
然
ら
ば
當
時
、
中
國
の
南
北
を

　
　
問
わ
す
非
常
な
勢
で
、
土
地
の
分
割
、
零
細
化
が
進
行
し
て
い
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
情
勢
は
明
清
へ
と
引
き
つ
が
れ
る
も
の
で
あ

　
　
つ
て
、
土
地
細
分
の
結
果
は
、
租
視
の
額
の
分
割
と
な
つ
て
現
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
．
、

　
　
　
宋
初
の
政
府
の
命
令
に
は
、
租
視
を
徴
牧
す
る
際
に
無
意
味
な
端
数
を
礎
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
云
い
、
饅
は
一
文
、
織
物
は
一
尺
、
穀
物
　
　
　
ト

　
　
は
弄
、
攣
綿
は
薦
、
薪
竺
束
、
金
懇
褻
蚤
位
と
し
、
そ
れ
以
下
の
端
撃
附
し
て
は
な
ら
ぬ
と
戒
め
て
い
る
（
丈
献
通
考
巻
四
田
賦
考
）
．

　
　
併
し
民
間
で
は
穀
物
の
授
受
な
ど
に
句
ま
で
の
軍
位
は
實
際
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
、
南
宋
に
入
つ
て
學
田
の
租
米
な
ど
忙
、
例
え
ば
寳
慶

　
　
四
明
志
巻
十
二
の
鄭
縣
學
の
學
租
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
　
　
租
原
米
二
五
四
石
三
斗
七
升
一
合
九
勺
　
　
　
．
　
　
圃
　
，
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0

　
　
と
あ
る
如
く
・
牛
官
的
な
も
の
に
ま
で
勺
の
軍
位
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
明
代
に
な
る
と
、
天
下
郡
國
利
病
書
巻
十
八
に
載
せ
た
蘇
州
　
　
炉

　
　
管
下
の
各
州
縣
で
、
例
え
ば
長
洲
縣
で
は

　
　
　
　
實
編
田
地
一
〇
九
五
七
頃
三
二
畝
七
分
四
厘
三
毫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゜
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
毎
畝
均
径
銀
六
厘
七
毫
八
綜
○
忽
七
微
○
織
三
沙
四
塵
九
埃
七
紗
二
漠
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
と
い
う
如
く
、
恐
る
べ
き
細
藪
を
載
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
實
際
に
は
こ
ん
な
銀
の
目
方
は
取
り
た
て
よ
う
が
な
い
。
軍
な
る
数
字
の
魔

　
　
術
で
あ
つ
て
、
こ
う
い
う
正
確
な
計
算
だ
け
し
て
帳
面
の
数
を
合
せ
た
に
す
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
中
國
近
世
皮
の
特
色
を
な
す
胃
吏
の
蹟
屋
も
、

　
　
こ
ん
な
鮎
に
｝
つ
の
理
由
が
存
す
る
の
で
、
細
か
い
所
で
計
算
が
ぴ
た
り
と
合
う
代
り
に
、
大
き
な
所
で
荒
い
不
正
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
、

　
　
　
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
宋
代
に
な
つ
て
人
民
の
土
地
所
有
権
が
確
立
し
、
尺
寸
の
地
も
所
有
が
孚
わ
れ
、
こ
の
所
有
椹
と
共
に
、
土
地
の
匠
劃

　
　
が
細
分
を
重
ね
て
ゆ
く
と
、
こ
れ
が
再
び
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
、
ま
と
ま
つ
た
大
面
積
の
蕪
園
が
成
立
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
に
な
る
。
　
、



　
　
も
し
あ
れ
ば
そ
れ
は
幽
田
、
或
い
は
塗
田
、
ま
た
は
こ
れ
に
類
し
た
新
開
拓
地
に
限
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
蕪
と
い
う
丈
字
の
意
味
も
攣
化
　
　
、

　
　
し
て
き
た
。
荘
田
と
は
軍
な
る
小
作
地
と
い
う
意
味
に
す
ぎ
す
、
方
々
に
散
在
す
る
零
細
な
土
地
の
集
合
に
、
観
念
的
に
與
え
ら
れ
た
名
稻
に

　
　
す
ぎ
な
く
な
つ
て
く
る
・
例
え
ば
江
蘇
奢
志
稿
（
以
下
江
志
と
略
す
）
攣
七
に
載
せ
ら
れ
て
い
皐
江
府
府
學
貢
轟
と
珍
の
は
、
総
計
百
六
＋
、
・

　
　
五
畝
飴
の
田
地
の
総
名
で
あ
ゐ
が
、
そ
の
田
地
は
三
縣
十
郷
に
亘
つ
て
散
在
す
る
三
十
七
段
の
地
面
に
外
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
、

　
　
　
唐
末
か
ら
著
し
く
開
嚢
が
進
み
、
殊
に
宋
の
南
渡
に
よ
つ
て
、
中
國
維
濟
の
心
臓
部
を
占
め
る
に
至
つ
た
江
漸
地
方
は
、
當
時
も
な
お
乾
拓

　
　
す
べ
き
湖
沼
が
多
く
淺
つ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
團
田
は
從
つ
て
、
纏
つ
た
大
面
積
の
耕
地
を
提
供
す
る
。
南
宋
の
紹
定
年
間
、
（
蘇
州
）
干
江
府

　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
學
の
學
田
に
竺
千
六
百
畝
繰
る
蕩
票
あ
つ
た
（
江
志
巻
十
五
）
。
私
は
南
宋
時
代
の
土
謡
分
を
述
べ
る
に
、
絶
封
籍
の
大
小
を
例
と
し
て
拳

　
　
引
か
す
に
、
端
敷
の
出
現
を
以
て
詮
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
右
の
理
由
に
基
づ
く
、
つ
ま
り
廣
面
積
の
新
開
地
が
加
わ
る
た
め
に
、
土
地
の
細

　
　
分
が
進
行
し
な
が
ら
、
一
段
の
面
積
は
卒
均
し
て
し
ま
え
ぱ
、
左
程
小
さ
な
も
の
に
は
な
ら
す
に
す
む
の
で
あ
る
。
併
し
最
初
の
出
襲
黙
が
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
面
積
で
あ
つ
て
も
、
分
割
は
恐
し
い
勢
で
進
む
。
例
え
ば
一
頃
百
畝
の
土
地
で
も
、
親
か
ら
子
へ
と
、
五
代
の
間
に
い
つ
も
二
人
の
子
の
間
に
　
1
1

　
　
分
割
相
綾
さ
塁
行
つ
た
と
す
る
と
・
五
代
目
に
は
三
畝
強
の
小
面
積
に
な
つ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
・
　
、
　
“
　
』
　
炉

　
　
．
私
は
清
朝
も
滅
亡
に
近
づ
い
た
宣
統
二
年
の
日
附
の
あ
る
、
江
蘇
省
嘉
定
縣
に
お
け
る
或
る
官
紳
の
清
丈
田
産
簿
を
獲
光
が
、
こ
の
家
は
総
－

　
　
計
百
二
十
六
畝
九
分
五
厘
九
毫
の
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
そ
れ
が
九
十
七
段
に
分
れ
て
い
る
の
で
、
　
一
段
の
亭
均
面
積
は
、
　
一
畝
三
分
○
厘
九

　
　
毫
弱
に
し
か
當
ら
な
い
。
か
か
る
耕
地
の
零
細
化
は
恐
ら
く
宋
代
か
ら
の
縫
績
で
あ
つ
て
、
元
の
征
服
、
明
と
張
士
誠
と
の
職
闘
、
清
朝
の
南
　
　
，

　
　
侵
、
太
亭
天
國
の
内
齪
な
ど
、
敬
々
の
職
齪
も
、
こ
の
地
方
の
土
地
所
有
關
係
を
根
抵
か
ら
ひ
つ
く
り
か
え
し
て
、
所
有
地
と
所
有
地
と
の
境

　
　
界
を
抹
殺
し
て
し
ま
う
程
の
影
響
は
も
た
な
か
つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
實
は
、
中
國
近
世
の
歴
史
を
考
え
る
上
に
重
要
な
こ
と
で
、

　
　
あ
る
と
思
わ
れ
る
o
　
－

　
　
　
噸
度
割
箸
に
さ
れ
て
し
ま
つ
た
材
木
は
、
い
く
ら
寄
せ
集
め
て
み
て
も
、
梯
子
は
つ
く
れ
な
い
。
し
が
し
梯
子
と
同
じ
値
段
に
な
る
分
量
は

即
　
よ
せ
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
木
で
あ
り
、
同
じ
値
段
だ
か
ら
同
じ
よ
う
に
取
扱
え
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
專
ら
商
費
人
の
立
場
に
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@
立
つ
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
経
濟
史
を
、
経
濟
學
で
あ
る
よ
り
も
、
よ
り
多
く
歴
史
で
あ
ら
せ
る
た
め
忽
は
、
我
々
は
そ
の
中
間
が
、
割

1
　
　
箸
で
あ
る
か
梯
子
で
あ
る
か
を
、
よ
り
多
く
問
題
と
レ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
四
　
佃
戸
の
分
化
と
業
主
の
稜
生
　
　
・

　
　
　
次
に
②
の
、
地
主
と
耕
作
民
と
の
隷
属
關
係
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
よ
う
つ

　
　
　
宋
初
の
政
府
の
方
針
を
見
る
と
、
努
め
て
官
僚
を
土
地
か
ら
引
離
す
考
で
あ
つ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
唐
代
の
よ
う
な
官
位
に
從

　
　
　
つ
て
の
永
業
田
の
規
定
は
な
く
、
封
爵
は
全
く
名
目
の
み
で
、
い
わ
ゆ
る
食
實
封
の
規
定
も
、
實
封
が
與
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
只
の
食

　
　
封
の
戸
激
が
＝
一
三
十
の
激
字
を
用
い
る
の
に
封
し
、
食
實
封
の
戸
敷
が
壼
戴
参
拾
の
歎
字
を
用
い
る
と
い
う
だ
け
の
辮
令
の
書
き
方
の
差
別
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
に
す
ぎ
な
い
・
宋
初
に
は
功
臣
に
封
す
る
賜
田
の
記
事
も
殆
ん
ど
見
當
ら
な
戦
。
與
え
る
べ
き
田
が
な
か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
官
と
農
と
「

　
　
　
を
分
゜
離
し
、
官
が
農
の
利
を
侵
す
の
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
上
級
官
僚
の
受
け
る
俸
鐘
が
多
額
で
あ
り
、
且
つ
官
戸
は
差
　
1
2

　
　
　
役
を
冤
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
特
典
が
あ
つ
た
た
め
・
官
戸
の
土
嚢
併
・
云
い
か
え
れ
ば
官
戸
の
地
主
化
が
着
ど
進
行
し
た
。
搭
仁
宗
の
初
一

　
　
　
め
に
至
つ
て
官
戸
所
有
地
の
制
限
・
い
わ
ゆ
る
限
田
の
詔
が
出
た
が
（
乾
興
元
年
H
一
〇
二
二
年
）
、
は
じ
め
羅
者
の
意
見
が
最
高
五
頃
で
あ
つ
た
の

　
　
　
が
・
い
よ
い
よ
詔
と
し
て
獲
布
さ
れ
た
時
に
は
三
十
頃
と
な
つ
て
居
り
、
そ
れ
も
恐
ら
く
實
施
さ
れ
な
か
つ
た
ら
し
く
凸
北
宋
末
政
和
年
間
ー

　
　

o
ト

ｯ
）
の
創
で
は
、
役
を
免
ぜ
ら
れ
る
限
肇
嘉
亘
百
頃
、
以
下
蓮
減
す
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
併
し
官
戸
地
主
の
蕃
は

　
　
　
こ
れ
に
よ
つ
て
、
噂
佃
戸
を
唐
代
の
部
曲
の
如
く
、
賎
民
化
し
な
か
つ
た
黙
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
周
嚢
授
は
そ
の
「
宋
代
の
佃
戸
制
」
（
攣
蟹
）
に
お
い
て
佃
戸
の
移
韓
の
否
由
を
述
べ
ら
れ
た
が
、
例
え
ば
元
豊
年
間
の
統
計
で
主

　
　 @
戸
歪
＋
禽
弱
（
ロ
ニ
千
三
百
四
＋
三
万
弱
）
に
封
す
る
客
戸
四
百
七
＋
四
轟
（
㍊
麸
と
あ
る
中
、
客
戸
の
大
部
分
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
佃
戸

　
　
　
が
、
み
な
土
地
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
移
轄
の
自
由
を
持
た
な
か
つ
た
と
す
る
と
、
こ
れ
は
大
攣
な
こ
と
に
な
る
。
大
攣
な
こ
と
で
あ
つ
て
も
、

　
　 @
そ
れ
が
事
實
な
ら
ば
芒
方
な
い
が
・
稟
に
入
つ
て
「
主
戸
そ
し
て
客
戸
㌘
、
往
來
定
ま
ら
す
」
（
鯉
腰
志
）
と
菅
、
°
「
あ
ら
ゆ



　
　
る
客
戸
は
・
こ
れ
浮
浪
の
人
に
し
て
起
移
定
ま
ら
す
」
（
景
定
建
康
志
巻
四
〇
田
賦
志
）
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
客
戸
は
盛
ん
霧
動
し
た
ら
し
曳
こ
の
客

　
　
戸
は
佃
戸
を
も
含
む
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
南
宋
の
淳
煕
三
年
頃
、
臣
僚
の
上
言
に
、
「
湖
北
は
荊
南
安
復
岳
郷
漢
汚
の
諸
州
が
職
宰

　
　
の
た
め
に
土
地
荒
慶
し
、
戸
口
が
稀
少
な
上
に
土
著
の
者
が
少
く
、
み
な
江
南
独
郷
の
百
姓
が
、
老
毫
が
幼
を
携
え
て
、
遠
く
來
つ
て
請
佃
し

　
　
で
い
る
」
（
交
献
通
考
巻
五
田
賦
）
と
あ
る
の
を
見
る
ど
美
量
的
な
食
の
爵
意
志
に
よ
る
移
動
現
象
が
あ
つ
た
こ
と
が
智
れ
る
。
あ
江
南
の
百

　
　
姓
の
多
く
は
、
＋
分
な
土
地
を
借
り
ら
れ
な
か
つ
た
佃
戸
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
も
し
佃
戸
が
移
輻
の
自
由
を
も
た
ぬ
も
の
な
ら
、
ど
う

　
　
し
て
こ
ん
な
現
象
が
起
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
、
ー

　
　
　
抑
も
宋
の
政
治
方
針
は
天
下
統
一
の
後
、
強
い
て
劃
一
的
な
法
令
を
布
か
す
に
、
各
地
方
に
お
け
る
從
來
の
慣
習
を
尊
重
し
、
な
る
べ
く
其

　
　
儘
に
容
認
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
朱
子
も
云
つ
て
い
る
。
更
に
朱
子
に
よ
れ
ば
、
當
時
の
法
制
は
臨
時
に
出
さ
れ
る
勅
に

　
　
よ
つ
て
い
る
が
、
こ
の
勅
の
中
に
は
有
力
者
が
運
動
し
て
、
自
己
の
利
釜
に
な
硬
う
暴
令
し
て
も
ら
つ
た
も
の
が
あ
り
、
從
つ
て
甚
だ
理
　

　
　
に
當
ら
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
（
朱
子
語
類
＝
剛
七
・
＝
天
）
。
宋
代
の
禦
箋
す
る
政
令
に
、
む
し
ろ
中
世
的
姦
葉
認
め
ら
れ
る
の
は
B

，
　
・
か
か
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
　
更
に
注
意
す
べ
き
は
、
周
藤
教
授
が
佃
戸
移
轄
の
不
自
由
の
例
と
し
て
學
げ
ら
れ
た
も
の
の
申
、
最
も
重
要
な
史
料
の
大
部
分
は
逃
移
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
合
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
軍
な
る
移
韓
で
は
な
く
て
逃
移
で
あ
る
こ
と
、
鄙
ち
逃
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
逃
と
は
自
己
の
義
務
を

　
　
捨
て
て
ξ
そ
り
蕎
す
る
こ
と
で
あ
る
・
唐
律
霧
、
及
び
宋
刑
統
で
は
、
逃
亡
罪
と
浮
浪
罪
と
を
嬬
す
る
が
く
蜷
二
）
、
そ
の
騎
纂

　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
を
避
け
て
逃
亡
す
る
か
、
事
を
避
け
る
に
あ
ら
す
し
て
他
所
に
流
浪
す
る
か
で
あ
る
。
事
を
避
け
る
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
税
役
を
免
れ
る

　
　
意
味
で
あ
る
が
、
宋
代
に
宋
刑
統
の
規
定
が
其
ま
ま
實
施
さ
れ
た
形
　
は
殆
ん
ど
な
い
。
そ
し
て
も
し
鰻
謹
な
ど
に
よ
る
流
移
の
場
合
は
、
，
そ

　
　
の
結
果
が
逃
亡
と
同
じ
に
な
つ
た
と
し
て
も
、
全
責
任
は
政
府
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
・
流
民
を
撫
髄
し
て
本
籍
に
離
る
庭
置
を
地
方
官
に

　
　
と
ら
せ
、
ど
う
し
て
も
瞬
ら
な
い
こ
と
が
分
つ
た
時
に
、
最
後
の
制
裁
と
し
て
主
戸
の
土
地
を
波
牧
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
佃
戸
の
　
　
－

畑
　
場
合
、
逃
亡
の
結
果
が
地
主
に
迷
惑
を
か
け
る
か
ら
私
法
上
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
結
局
、
喫
約
の
如
何
に
か
か
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
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0
@
佃
戸
は
地
主
に
租
契
と
い
う
契
約
書
を
入
れ
る
の
で
．
あ
つ
て
、
こ
の
契
約
を
實
行
し
な
い
で
移
轄
，
す
る
の
が
即
ち
逃
移
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か

ー　
　
ら
逃
移
と
は
始
め
か
ら
不
法
行
爲
に
よ
る
移
鱒
を
意
味
し
、
軍
な
る
移
轄
と
は
全
く
異
る
。
逃
移
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ら
移
輻
の
自
由
が
な

　
　
い
と
云
う
の
は
、
不
法
行
爲
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
行
動
の
自
由
を
も
た
な
、
い
と
云
う
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。
と
云
つ
て
も
私
は
何
も
、

　
　
當
時
の
佃
戸
が
何
時
で
も
無
制
限
に
そ
の
土
地
を
離
れ
て
、
他
へ
移
佳
し
得
る
よ
う
な
状
態
に
あ
つ
た
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
決
し
て
な
い
。

　
　
宋
代
に
は
人
身
を
典
質
す
る
契
約
も
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
租
契
の
中
に
は
、
申
世
的
な
遺
風
の
根
強
く
残
つ
て
い
る

　
　
地
方
に
お
い
て
は
奮
來
の
習
慣
に
よ
り
、
ま
た
當
時
の
事
情
に
よ
つ
て
、
°
佃
戸
の
自
由
を
著
し
く
束
縛
す
る
よ
う
な
契
約
も
起
り
得
た
こ
と
で

　
　
あ
ろ
う
。
併
し
一
方
に
は
、
す
つ
と
自
由
な
近
世
的
な
契
約
も
あ
つ
た
こ
と
を
信
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
契
約
の
内
容
は
、
螢
働
力

　
　
が
絵
剰
で
あ
る
か
、
或
い
は
螢
働
力
が
不
足
す
る
か
に
よ
つ
て
、
佃
戸
の
移
韓
が
自
由
に
な
つ
た
り
、
不
自
由
に
癒
つ
た
り
す
る
も
の
と
考
え

　
　
ら
れ
る
o
　
　
‘
　
－
’
　
　
　
　
　
　
・
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭

饗
繍
雛
齢
鴛
讐
郷
踏
難
つ
り
繰
雛
腿
肺
鷲
爆
擁
鞍
魂

　
　
引
留
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
中
世
的
な
慣
習
を
楯
に
と
つ
て
妨
害
し
、
依
然
と
し
て
佃
戸
を
酷
使
し
よ
う
と
し
、
法
制
の
干
渉
を
期
待
す
る
つ
こ

　
　
の
よ
う
な
土
地
で
は
、
地
主
と
地
主
と
の
間
に
佃
戸
の
事
奪
が
行
わ
れ
る
。
周
藤
教
授
が
弧
用
さ
れ
た
の
は
多
く
斯
る
場
合
で
あ
つ
て
、
私
は
－

　
　
こ
れ
を
中
世
的
な
残
澤
と
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
と
こ
ろ
が
第
二
の
狭
郷
の
場
合
は
、
土
地
が
少
く
毒
力
が
飴
つ
て
い
る
の
で
、
地
主
は
佃
戸
の
立
退
き
を
あ
ま
り
意
に
介
せ
す
、
反
つ
て
　
・

　
　
佃
戸
は
筆
て
地
主
の
土
地
を
借
り
た
が
る
。
そ
こ
で
佃
戸
同
志
の
間
に
土
地
の
箏
蒙
起
り
、
播
、
奪
佃
と
い
妻
．
葉
も
出
來
、
小
作
椹

　
　
の
訴
訟
に
ま
で
震
す
る
・
小
作
地
の
取
上
げ
を
撤
佃
と
云
い
、
小
作
人
に
は
致
命
的
な
打
馨
あ
る
。
こ
う
い
う
小
作
入
の
弱
味
に
つ
け
こ
　
．

　
　
ん
で
・
地
主
が
彼
筆
酷
使
す
る
の
は
法
制
的
な
椹
利
で
な
く
、
資
奎
義
的
な
威
力
で
あ
り
、
そ
れ
が
近
世
的
な
特
長
で
も
あ
る
。
宋
袋

　
　
河
の
浩
線
で
交
通
に
便
利
な
地
方
は
概
ね
こ
の
様
な
…
状
態
に
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
．



　
　
　
中
國
は
廣
い
か
ら
、
宋
と
い
う
新
し
い
時
代
に
入
つ
て
も
唄
ぺ
ん
に
枇
會
が
薪
し
く
な
ら
な
い
。
そ
し
て
中
世
的
な
残
澤
が
清
算
さ
れ
て
ゆ

　
　
く
U
方
、
今
度
は
別
に
薪
し
い
弊
害
が
焚
生
し
て
く
る
。
宋
代
に
は
前
述
の
第
U
の
場
合
が
次
第
に
清
算
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
に
は
第
二
の
場

　
　
合
が
早
く
も
顯
著
な
徴
候
を
現
わ
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
・

　
　
　
宋
代
の
よ
う
に
時
勢
の
移
り
攣
り
の
甚
し
い
一
種
の
過
渡
期
、
乃
至
は
進
展
期
に
お
い
て
、
、
ま
た
法
制
の
上
で
唐
代
の
如
き
劃
一
的
な
律
令

　
　
格
式
が
具
わ
ら
す
、
臨
時
的
な
編
勅
に
よ
つ
て
物
事
を
慮
理
し
て
い
た
時
代
に
お
い
て
、
佃
戸
と
い
う
一
つ
の
名
に
よ
つ
て
、
只
一
つ
の
あ
り

　
　
方
を
定
め
ポ
う
と
す
る
の
が
抑
も
無
理
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
寧
ろ
宋
代
は
佃
戸
と
い
う
も
の
が
衣
第
に
分
化
し
て
、
種
々
の
佃
戸
を
震
生
し
　
　
・

　
　
た
黙
に
特
長
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
を
最
も
よ
く
現
わ
す
の
は
、
佃
戸
の
中
に
業
主
と
い
う
も
の
が
出
現
し
た
事
實
で
あ
る
。
業
主
は
も
と

　
　
も
と
田
主
と
同
じ
意
味
で
あ
る
が
、
南
宋
に
な
つ
て
業
主
と
い
う
名
は
特
別
な
意
味
を
も
つ
て
、
地
主
と
小
作
螢
働
者
と
の
中
間
に
立
つ
経
螢

　
　
者
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
私
は
ま
だ
北
宋
時
代
に
お
い
て
、
こ
う
い
う
意
味
の
業
主
の
用
法
を
検
出
し
得
な
い
が
、
そ
の
實
体
は
既
に
北
宋
に
　
　
一

　
　
存
在
し
た
に
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
体
小
作
地
が
大
き
く
な
れ
ば
必
然
的
に
、
こ
う
い
う
中
間
的
な
存
在
が
必
要
と
な
る
の
は
當
然
で
あ
　
1
5

　
　
る
が
・
小
作
地
の
耕
作
が
部
曲
の
よ
う
な
賎
民
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
場
合
・
こ
の
中
間
的
な
経
響
は
地
主
の
側
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
る
・
唐
一

　
　
代
0
荘
吏
な
ど
い
う
も
の
が
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
佃
戸
が
原
來
自
由
民
で
あ
り
、
地
主
と
の
間
に
封
建
的
な
主
從
關
係
が
な
い
場
合
、
佃

　
　
戸
の
聞
か
ら
こ
の
中
間
経
理
者
が
出
現
す
る
。
そ
れ
が
印
ち
業
主
な
の
で
あ
る
。
記
録
の
上
で
は
、
こ
の
佃
戸
か
ら
業
主
が
分
離
す
る
過
程
を

　
　
跡
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
今
そ
の
起
り
得
べ
き
場
合
を
、
な
る
べ
く
多
く
推
測
し
て
見
よ
う
。
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
の
　
投
献
に
よ
る
も
の
ゐ
一
般
の
農
民
地
主
は
差
役
を
課
せ
ら
れ
る
が
、
官
戸
は
差
役
を
冤
ぜ
ら
れ
る
の
で
、
農
民
地
主
は
そ
の
土
地
を
官

　
　
　
（

　
　
戸
に
獄
じ
て
差
役
を
冤
れ
よ
う
と
す
る
弊
害
が
、
早
く
も
北
宋
仁
宗
の
初
年
に
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
が
官
戸
限
田
の
制
を
立
て
る
原
因
と
な
つ
た

　
　
も
の
で
あ
る
。
さ
て
差
役
の
苦
し
み
を
最
も
重
く
感
す
る
の
は
第
三
等
以
上
の
戸
、
大
凡
そ
百
畝
以
上
の
地
主
で
あ
る
。
さ
て
此
等
の
地
主
が

　
　
假
室
の
買
責
契
約
を
立
て
て
土
地
を
官
戸
に
費
つ
た
こ
と
に
し
、
自
己
は
名
義
上
、
そ
の
佃
戸
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
新
佃
戸
は
そ
の

ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

ー
1@
土
地
に
封
す
る
権
利
を
全
々
拗
棄
し
て
し
ま
ケ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
官
戸
に
封
し
て
は
若
干
の
名
義
料
を
納
め
、
土
地
の
牧
釜
の
大



1
2
@
部
分
は
自
己
が
握
り
、
且
つ
そ
の
経
欝
も
相
か
わ
ら
す
自
己
が
行
つ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
も
し
從
來
そ
の
土
地
に
佃
戸
が
あ
れ
ば
、
こ
の
佃

1　
　
戸
噛
績
き
そ
の
地
を
耕
作
し
た
で
あ
ち
う
。
そ
う
す
る
と
此
に
、
①
名
義
上
の
地
主
と
、
働
名
義
上
は
佃
戸
で
あ
る
が
蟹
上
の
土
藩
槽

　
　
者
と
、
③
實
質
上
の
小
作
人
と
三
種
類
の
人
が
同
一
の
土
地
に
利
害
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
ω
を
田
主
、
②
を
業
主
、
③
を
種
戸
と
い

　
　
う
風
に
匠
別
す
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
名
目
は
南
宋
末
に
な
つ
て
一
般
化
し
た
用
法
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
北
宋
時
代
か
ら
實
質
上
存
在
し
た
に

　
　
違
い
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
切
　
買
費
に
よ
る
も
の
。
投
獄
の
場
合
も
名
義
書
換
え
の
必
要
上
、
假
室
の
買
萱
契
約
を
す
る
の
で
、
投
献
で
あ
る
か
眞
の
買
費
で
あ
る
か

　
　
は
、
當
事
者
で
な
け
れ
ば
眞
相
が
分
ら
な
い
。
併
し
眞
に
費
買
が
行
わ
れ
た
後
に
、
奮
地
主
が
土
地
維
欝
を
委
託
さ
れ
て
種
戸
を
監
督
し
た
場

　
　
合
も
あ
り
得
る
。
江
志
審
十
七
に
卒
江
府
學
が
愈
庭
仁
な
る
者
か
ら
十
三
段
五
十
二
畝
蝕
の
土
地
を
買
つ
た
が
、
こ
の
土
地
は
朱
萬
乙
等
九
人

　
　
の
鐸
に
よ
つ
て
耕
作
さ
れ
、
醗
仁
自
身
暮
締
人
と
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
管
納
入
は
佃
戸
（
種
戸
）
か
ら
小
作
料
藁
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
め
て
學
校
へ
納
め
る
責
任
者
で
あ
つ
て
、
小
作
料
と
い
う
黙
か
ら
見
れ
ば
管
納
人
で
あ
る
が
、
小
作
管
理
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
管
業
人
と
も
云
　
1
6

　
　
え
る
の
で
・
恐
ら
く
纂
人
は
纂
人
と
も
云
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
・
　
　
．
　
　
　
　
　
・
　
　
　
｝

　
　
　
の
　
詫
名
挾
佃
の
場
合
。
一
般
に
田
の
持
主
の
實
質
を
有
し
な
が
ら
、
佃
戸
の
名
前
に
な
つ
て
役
の
負
捲
を
冤
れ
よ
う
と
す
る
の
を
誰
名
鋏

　
　
佃
と
云
う
の
で
、
前
の
a
b
二
例
も
時
に
は
こ
れ
に
該
當
す
る
が
、
次
に
最
も
代
表
的
な
例
を
掲
げ
る
。
帥
ち
漸
志
巻
十
三
、
紹
興
府
建
小
學

　
　
・
田
記
に
載
す
る
所
、
佃
戸
丁
元
二
の
場
合
で
あ
る
。
碑
文
に
よ
る
と
、
紹
興
府
小
學
の
學
田
三
段
、
計
十
三
畝
飴
は
、
亭
戸
の
宋
義
な
る
も
の

　
　
が
自
己
の
田
で
あ
る
と
構
し
て
、
百
姓
丁
元
二
に
費
り
渡
し
た
が
、
丁
元
二
は
自
己
の
名
を
出
さ
す
、
・
丁
千
乙
娘
と
い
う
女
名
に
し
て
所
有
し

　
　
で
い
た
。
丁
千
乙
娘
は
恐
ら
く
彼
の
姉
妹
か
親
族
か
で
あ
つ
て
、
若
干
の
名
義
料
を
取
得
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
弓
。
學
校
で
は
自
己
の
學
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
の
紛
失
に
氣
付
き
、
官
司
に
訴
え
て
宋
義
と
共
に
元
業
主
丁
元
二
を
呼
び
出
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
つ
。
て
講
名
挾
佃
の
主
を
業
主
と
稻
し

　
　
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
取
調
べ
の
結
果
、
丁
元
二
は
贋
鐘
百
千
と
い
う
相
當
な
値
段
で
買
つ
て
い
た
こ
と
が
分
り
、
學
校
で
も
小
作
料
を
大
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
に
割
引
き
し
て
、
米
十
石
に
ま
け
て
や
り
、
丁
元
二
を
管
業
人
と
し
た
。
｝
畝
岨
斗
と
い
う
の
が
、
一
般
人
民
の
土
地
所
有
者
が
敬
府
へ
納
め



　
　
る
爾
税
の
額
℃
あ
る
か
％
、
結
局
彼
は
薪
た
に
十
倍
近
い
負
捲
を
課
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
一
方
世
上
に
は
一
畝
一
石
数
斗
の
小
作
料
も
　
、

　
　
あ
つ
た
の
に
比
べ
れ
ば
ま
だ
ま
し
で
あ
つ
た
の
で
あ
ち
う
。
そ
し
て
學
校
に
封
す
る
關
係
も
、
名
義
上
は
佃
戸
で
あ
る
が
、
特
に
管
業
人
と
さ

　
　
れ
た
の
は
、
相
か
め
ら
す
業
主
の
地
位
を
認
め
ら
れ
た
の
で
、
管
業
人
は
即
ち
業
主
の
同
意
語
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
話
は
南
宋

　
　
末
景
定
三
年
（
＝
一
六
二
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
、
　
鴨
　
’

　
　
　
　

　
　
　
d
　
包
佃
に
よ
る
も
の
。
前
述
の
三
種
も
包
佃
（
邸
ち
小
作
の
請
負
い
）
と
稻
せ
ら
れ
る
も
の
中
に
入
る
が
、
そ
の
由
來
の
明
か
な
も
の
で

　
　
　
　

　
　
あ
る
か
ら
特
別
に
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
前
後
の
關
係
が
明
か
で
な
く
、
恐
ら
く
原
の
小
作
料
が
比
較
的
小
額
で
あ
つ
た
た
め
、

　
　
佃
戸
が
他
人
に
又
貸
し
し
て
高
い
小
作
料
を
徴
牧
し
た
と
思
わ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
有
力
者
が
横
か
ら
出
て
、
有
利
な
條
件
を
持
ち
出
し
て
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
作
樺
を
奪
い
、
更
に
又
貸
し
し
た
場
合
と
思
わ
れ
る
實
例
を
學
げ
て
み
よ
う
。
’
こ
れ
を
輕
租
重
賃
と
云
い
、
後
者
を
特
に
劃
佃
と
云
つ
て
、
主

　
　
と
し
て
官
田
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
が
、
民
田
の
際
に
用
い
て
も
差
支
え
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脚

　
　
　
　
江
嚢
＋
六
華
學
田
碑
（
譲
羅
鋤
〉
の
中
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
噛
”

　
　

@
　
@
華
留
捌
畝
顯
翻
　
　
　
　
　
　
・
　
「
　
，
馬
　
　
　
一

　
　
と
あ
る
の
は
、
何
四
八
が
學
校
に
封
す
る
責
任
者
で
、
そ
れ
を
ロ
小
四
に
又
貸
し
し
て
實
際
に
耕
作
に
當
ら
せ
て
い
る
こ
と
を
鼓
つ
た
も
の
で
、

　
　
こ
の
何
四
八
は
業
主
と
云
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
何
四
八
が
全
く
小
作
構
を
拡
棄
し
て
ロ
小
四
に
譲
り
渡
し
た
時
に
は
、
過
佃
と
い
う
。

　
　
　
包
佃
は
、
實
際
は
も
つ
と
廣
い
嘉
の
場
倉
行
わ
れ
る
の
が
普
導
あ
る
・
鶉
書
攣
五
給
褒
田
牒
碑
（
紹
定
元
年
閥
＝
一
二
八
年
）
の
中
に
、
濃

　
　
光
輔
、
施
鮮
等
が
窪
府
の
學
里
千
六
百
飴
畝
を
慰
（
小
作
に
請
け
る
）
し
て
い
る
こ
と
を
記
す
が
、
こ
ん
農
い
籍
は
自
家
耕
作
す
る
こ
と
が
．

　
　
で
き
ぬ
の
で
、
更
に
他
人
に
分
配
小
作
さ
せ
た
こ
と
必
定
で
あ
る
。
こ
の
二
人
が
學
田
を
承
佃
し
た
こ
と
を
ま
た
別
に
、
共
管
し
た
ど
書
い
て
　
’

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む

　
　
い
る
が
、
こ
の
管
は
管
業
の
意
味
で
、
從
つ
て
二
人
は
業
主
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
宋
代
の
學
田
は
官
田
の
一
種
で
あ
つ
て
、
學
校
は
佃
戸
か
ら
小
作
料
を
牧
め
て
學
校
の
経
費
に
用
い
、
別
に
學
校
か
ら
政
府
へ
爾
税
を
納
め
　
　
、

m
　
る
必
要
が
な
か
つ
た
。
然
る
に
元
代
に
入
る
と
儒
教
は
蝋
種
の
民
間
宗
教
で
あ
り
、
學
田
は
寺
田
と
同
じ
よ
う
に
爾
稔
を
政
府
へ
納
め
ね
ば
な



撫
　
ら
な
く
な
つ
た
。
そ
こ
で
小
作
料
を
減
額
し
て
、
土
地
を
佃
戸
に
貸
し
、
佃
戸
は
自
ら
爾
税
を
政
府
に
納
め
、
そ
の
残
り
の
小
作
料
を
學
校
へ

　
　
納
め
る
よ
う
に
な
つ
た
。
こ
の
爾
視
を
政
府
へ
納
ぬ
る
た
め
に
、
學
田
に
封
す
る
包
佃
が
一
暦
普
及
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
實
は
宋
代
に
お
い

　
　
て
個
人
が
廣
い
土
地
を
所
有
す
る
場
合
、
爾
税
納
付
の
手
績
き
を
委
せ
る
た
め
に
、
普
遍
的
に
包
佃
が
行
わ
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
元
代
の
籍
は
墓
に
よ
つ
て
包
佃
さ
れ
る
も
の
が
あ
つ
た
。
江
志
巻
ニ
ニ
窪
府
學
附
鯉
界
碑
（
至
順
四
年
1
1
｝
三
三
三
年
）
に
よ
る
と
、
＋
三
畝
四

　
　
分
七
綜
の
地
が
李
と
い
う
提
控
案
憤
に
包
佃
さ
れ
、
學
校
に
納
め
る
租
鎮
が
甚
だ
少
か
つ
た
の
で
、
こ
の
時
か
ら
實
際
の
佃
戸
に
直
接
貸
す
ご

　
　
差
改
酸
租
鏡
が
撃
倍
も
増
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
漸
馨
＋
四
嘉
興
鷺
籍
記
碑
（
大
徳
八
年
“
＝
二
〇
四
年
）
に
は
、
垂
亭
縣
に
あ

　
　
つ
た
學
田
が
楊
副
使
な
る
者
に
包
佃
さ
れ
、
三
百
五
十
畝
か
ら
僅
か
に
五
十
四
石
の
米
し
か
納
め
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
、
こ
の
時
か
ら
學
校
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
自
螢
に
改
め
、
種
夫
を
督
働
し
て
小
作
料
を
納
め
さ
ぜ
た
が
、
奮
佃
戸
の
張
萬
七
等
は
、
從
來
の
激
倍
を
支
梯
つ
て
借
し
む
所
が
な
か
つ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

　
　
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
　
　

　
　
　
e
　
開
拓
の
場
合
。
荒
地
の
開
墾
、
ま
た
は
湖
沼
の
乾
拓
の
際
に
佃
戸
が
若
干
の
貢
献
を
な
し
た
場
合
、
こ
の
佃
戸
の
地
位
は
ど
う
な
る
で
　
1
8

　
　
?
?
､
か
・
江
志
巻
二
・
元
呉
覆
羅
記
《
宋
の
景
定
奉
（
＝
輔
六
四
年
）
髪
府
學
警
馬
從
政
が
霧
の
集
を
出
し
て
、
蕩
戸
盛
椿
年
一

　
　
な
る
者
に
長
洲
縣
呉
宮
郷
に
あ
る
學
蕩
一
百
畝
を
工
事
し
て
團
田
と
さ
せ
、
盛
椿
年
が
そ
の
ま
ま
佃
戸
と
な
つ
た
こ
と
を
記
し
、
ま
た
漸
志
巻

　
　
十
六
元
慶
元
路
儒
學
塗
田
記
に
は
、
翔
鳳
郷
に
あ
る
塗
田
は
、
佃
戸
の
鏡
貴
等
が
自
ら
資
本
を
出
し
て
築
い
た
も
の
で
、
や
は
り
其
ま
ま
佃
戸

　
　
と
な
つ
て
租
鐘
を
納
め
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
佃
戸
が
、
或
い
は
勢
力
を
出
し
、
或
い
は
資
本
と
螢
力
と
を
出
し
て
乾
拓

．
　
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
軍
に
小
作
料
を
安
く
し
て
貰
う
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
虚
分
椹
に
封
し
て
も
若
干
の
嚢
言
力
を
も
つ
た
で
あ
ろ

　
　
う
と
想
像
さ
れ
、
ま
た
小
作
料
が
安
い
と
い
う
事
は
、
次
に
こ
の
地
を
他
八
に
又
貸
し
す
る
好
條
件
を
提
供
す
る
。
恐
ら
く
こ
う
い
う
際
に
多

　
　
く
の
業
主
が
嚢
生
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
、

　
　
　
以
上
述
べ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
北
宋
時
代
か
ら
既
に
佃
戸
と
い
う
名
の
下
に
、
實
際
の
業
主
と
、
實
際
の
種
戸
と
の
二
種
が
存
在
し
、
南
宋

　
　
時
代
に
そ
れ
が
記
録
の
上
に
も
現
わ
れ
、
公
然
と
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
こ
と
を
論
誰
し
た
つ
も
り
で
あ
る
Q
然
ら
ぽ
こ
の
業
主



　
　
は
い
か
な
る
権
利
を
有
し
た
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
黙
遺
憾
な
が
ら
は
つ
き
り
し
な
い
ー
。
た
だ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
　
　
a
　
土
地
塵
分
に
封
す
る
若
干
の
嚢
言
構
。
但
し
こ
れ
は
從
來
の
地
主
と
の
關
係
に
よ
つ
て
大
き
な
差
違
が
生
す
る
で
あ
ろ
．
う
。
軍
な
る
包

　
　
　
く

　
　
佃
の
場
合
に
は
、
意
外
に
容
易
に
業
主
権
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
雪

　
　
　
ω
　
牧
釜
権
。
こ
れ
も
事
情
に
よ
つ
て
異
る
が
、
有
力
者
が
包
佃
を
行
つ
た
場
合
は
、
－
す
い
分
甚
し
い
中
間
搾
取
を
敢
て
し
た
と
思
わ
れ
る
，

　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
前
掲
の
李
提
控
、
楊
副
使
の
場
合
は
、
恐
ら
ぐ
地
主
へ
納
め
る
小
作
料
の
十
倍
位
を
自
己
に
牧
め
て
い
た
ら
し
い
。
も
つ
と
甚
し
け
れ
ば
そ
の

　
　
土
地
を
横
領
し
て
、
種
戸
か
ら
小
作
料
を
取
立
て
な
が
ら
田
主
へ
は
何
も
納
め
な
い
。
併
し
南
宋
末
頃
の
公
正
な
業
主
の
牧
釜
は
、
小
作
料
の

　
　
一
一
割
位
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
（
後
蓮
）
。
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
こ
の
よ
う
に
佃
戸
が
業
主
と
種
戸
と
に
分
れ
、
田
主
と
種
戸
と
の
間
に
業
主
が
介
在
す
る
よ
う
に
な
つ
陀
こ
と
は
西
田
主
の
土
地
に
封
す
る

　
　
支
配
力
が
弱
ま
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
同
時
に
田
主
は
、
業
主
に
封
し
て
も
種
戸
に
封
し
て
も
支
配
力
が
弱
ま
つ
て
く
る
。
何
と
な
れ
ば
業
　
　
【

　
　
主
は
あ
る
程
度
の
震
言
構
を
そ
の
土
地
に
封
し
て
主
張
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
時
に
は
有
力
な
ボ
ス
が
業
主
と
な
つ
て
、
田
主
の
所
有
椹
　
四

　
　
を
す
ら
脅
か
す
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
・
次
笛
主
縫
戸
籔
し
て
は
間
接
に
交
渉
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
・
地
位
が
隔
る
と
港
そ
∴

　
　
の
支
配
力
は
反
つ
て
弱
ま
る
の
は
自
然
の
勢
で
あ
る
。
　
　
　
し
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
／
　
周
藤
敏
授
は
江
志
、
漸
志
な
ど
に
見
え
る
宋
元
の
學
．
田
の
籍
に
佃
戸
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
を
も
つ
て
、
佃
戸
の
身
分
が
土
地
と
共
に
薪

　
　
田
主
に
費
渡
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
も
つ
て
佃
戸
の
居
佳
移
鱒
不
自
由
の
一
誰
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
再
考
の
絵
地
が
あ
る
。
こ
噛

　
　
の
醤
の
佃
戸
の
中
に
は
、
禦
匹
畝
未
満
の
土
芒
か
借
り
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
江
志
撃
六
常
熟
縣
雷
籍
碑
（
嘉
煕
元
年
）
に
　
，

、
藤
　
　
　
三
十
都
。
楊
百
十
二
。
名
立
成
。
租
地
参
角
。
ト
租
米
四
斗
。
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
と
あ
り
、
こ
の
土
地
の
生
産
だ
け
で
は
到
底
一
家
の
生
活
を
支
え
る
に
足
り
な
い
。
こ
の
土
地
を
借
り
た
と
い
う
だ
け
で
唄
身
の
人
格
ま
で
を

　
　
拘
束
さ
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
下
つ
て
清
末
に
な
る
と
、
私
の
獲
た
嘉
定
縣
一
官
紳
の
清
丈
田
産
簿
で
は
、
佃
戸
五
十
一
家
の
借
地

鵬
峯
均
す
る
と
、
芦
嘗
禦
に
亜
七
分
四
厘
七
毫
と
ゼ
う
結
果
耽
な
る
。
こ
れ
ら
の
佃
戸
は
別
に
自
己
の
所
嘉
が
存
れ
ば
、
懸



描
　
・
く
他
に
敏
家
の
地
主
か
ら
土
地
を
借
り
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
主
人
が
ダ
く
て
從
者
が
一
人
で
あ
る
時
に
、
そ
の
間
に
封
建
的
な
主
從
關
係
は

　
　
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
關
係
は
名
目
の
如
何
に
拘
わ
ら
す
、
實
質
的
に
は
経
濟
關
係
で
あ
る
と
解
繹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
、

　
　
　
更
に
注
意
す
べ
き
は
、
宋
元
時
代
の
學
田
の
佃
戸
の
中
に
、
相
當
な
身
分
の
あ
る
者
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
二
通
り
・

　
　
の
書
き
方
が
あ
つ
て
、

　
　
　
　
曹
千
二
秀
才
租
田
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
葛
監
鎭
戸
下
五
五
官
人
租
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ

　
　
　
　
衛
九
縣
尉
佃

　
　
の
如
く
、
身
分
あ
る
人
が
佃
戸
と
し
て
名
を
出
し
て
い
る
も
の
と

　
　
　
　
衛
府
陸
ロ
幹
佃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【

　
　
　
　
趙
府
嚢
永
佃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寧
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
2
0

　
　
の
如
く
、
身
分
あ
る
人
の
私
人
が
佃
戸
と
な
つ
て
い
る
場
合
と
が
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
お
い
て
も
、
秀
才
や
縣
尉
が
自
ら
耕
作
し
た
り
、
小
　
　
幽

　
　
作
料
を
納
め
に
行
つ
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
か
ら
、
彼
等
は
業
主
で
あ
つ
て
、
外
に
種
戸
が
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
但
し
下
男
を
耕
作
に
用
い

　
　
で
自
ら
蓮
螢
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
下
男
を
小
作
の
責
任
者
と
す
る
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
の
で
、
結
局
彼
等
自
身
が
佃
戸
で
あ

　
　
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
責
任
者
と
な
る
こ
と
を
出
名
と
い
う
。
何
れ
の
場
合
に
も
せ
よ
、
か
か
る
官
人
た
ち
は
佃
戸
と
な
る
こ
と
に
よ
つ

　
　
で
、
小
作
料
を
佛
う
と
い
う
契
約
上
の
義
務
を
果
す
以
上
に
、
地
主
か
ら
人
格
的
な
拘
束
を
受
け
よ
う
と
は
絶
封
に
考
え
ら
れ
ぬ
。
逆
に
云
え

　
　
ぱ
、
當
時
の
佃
戸
は
軍
な
る
経
濟
的
な
契
約
の
當
事
者
に
す
ぎ
す
、
そ
れ
以
上
に
何
等
の
拘
束
も
受
け
す
、
別
に
恥
す
べ
き
地
位
と
考
え
ら
れ

　
　
な
か
つ
た
か
ら
こ
そ
、
身
分
あ
る
人
も
甘
ん
じ
て
名
を
出
し
て
土
地
を
借
り
た
の
で
あ
ろ
う
。
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
當
時
の
佃
戸
の
中
に
は
有
力
な
ボ
ス
が
い
て
、
頑
佃
と
い
う
熟
語
が
あ
つ
た
。
こ
れ
は
な
る
べ
く
小
作
料
を
滞
納
し
、
折
も
あ
ら
ば
土
地
ま

　
　
で
乗
取
つ
て
し
ま
お
う
と
す
る
輩
で
あ
る
。
そ
れ
が
學
田
や
寺
田
の
よ
う
に
持
主
側
で
責
任
者
が
屡
土
交
代
す
る
際
に
最
も
多
か
つ
た
。
學
校



側
で
は
度
女
訴
訟
を
起
し
て
、
横
取
り
さ
れ
た
田
地
回
復
に
努
め
て
い
る
が
．
頑
佃
の
活
躍
に
は
閉
口
し
て
、

　
い
つ
も
學
校
側
が
豪
右
に
敗
け
る
の
は
、
此
方
は
室
言
を
以
て
し
、
彼
方
は
實
弾
（
費
力
）
を
以
て
す
る
か
ら
だ
。

と
慨
い
て
い
る
（
江
志
巻
十
五
給
復
學
田
牒
）
。
ま
姦
志
攣
六
慶
元
鷺
鑑
田
記
（
弍
畿
轟
”
）
に

　
學
校
の
籍
を
見
る
と
確
か
に
學
田
が
あ
つ
た
筈
だ
が
、
み
な
が
自
己
の
利
釜
の
た
め
に
は
立
場
を
忘
れ
る
も
の
で
、
佃
戸
の
誰
で
あ
る
か
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
分
ら
な
い
場
合
が
度
々
あ
る
。
こ
れ
は
此
方
に
も
手
落
ち
が
あ
る
た
め
で
…
－
：
：
今
度
田
籍
が
明
か
に
な
つ
先
以
上
、
田
畝
の
面
積
と
、
佃
　
　
β

　
む

　
民
の
藪
と
を
、
い
ち
い
ち
石
碑
に
刻
し
て
立
て
る
こ
と
に
し
た
。

と
あ
る
如
く
、
學
田
や
寺
田
の
籍
が
石
碑
に
刻
さ
れ
て
今
日
に
残
つ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
、
佃
戸
の
名
を
記
し
た
の
も
、
．
横
領
さ
れ
た
時

に
、
線
を
手
繰
つ
て
責
任
者
を
追
究
し
て
ゆ
く
手
掛
り
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
正
に

　
義
田
の
面
積
を
籍
に
造
り
、
會
計
係
に
し
つ
か
り
と
保
管
さ
せ
、
そ
の
副
本
を
つ
く
つ
て
地
方
官
聴
に
堅
く
し
ま
い
こ
ん
で
お
い
た
が
、
ま
　
　
騨

萎
心
が
で
き
な
い
患
つ
て
、
石
碑
に
刻
し
て
、
い
つ
ま
で
も
亡
び
な
い
よ
乏
取
計
つ
た
の
だ
（
蹴
酷
麟
羅
興
〉
　
　
，
飯

と
あ
る
通
り
で
あ
る
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
投
機
的
な
土
地
所
有
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
、

　
　
　
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
①
と
働
だ
け
で
既
に
宋
代
以
後
の
土
地
所
有
形
体
の
大
き
な
動
き
が
看
取
さ
れ
、
残
る
③
㈲
に
つ
い
て
は
、
殆
ん

　
　
ど
問
題
と
す
る
に
足
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
前
項
を
補
足
す
る
意
味
を
も
つ
て
唱
鷹
の
考
察
を
加
え
て
見
よ
う
。
先
す

　
　
　
③
佃
戸
と
佃
戸
と
の
間
の
結
合
は
ど
う
な
つ
た
か
、
の
問
題
で
あ
る
が
、
宋
以
後
の
荘
田
が
零
細
耕
地
の
寄
せ
集
め
で
あ
つ
て
．
同
じ
地
主

　
　
の
荘
園
に
そ
の
佃
戸
が
水
入
ら
す
で
聚
落
を
形
造
つ
て
い
る
の
で
な
く
な
つ
た
以
上
、
佃
戸
と
佃
戸
と
の
間
に
は
何
の
蓮
絡
も
な
く
な
る
の
は

　
　
自
然
の
勢
で
あ
る
。
佃
戸
が
共
同
で
醸
金
し
て
田
主
を
授
け
た
な
ど
い
う
美
談
は
、
ど
う
も
李
誠
の
孫
の
場
合
を
最
後
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
’

即
　
　
そ
れ
と
共
に
佃
戸
が
共
同
職
線
を
張
つ
て
、
地
主
に
封
し
て
抗
租
運
動
を
起
し
た
事
例
は
い
く
ら
も
起
り
そ
う
に
思
え
て
、
實
際
は
割
合
に



1
8
@
少
い
。
反
つ
て
有
力
地
主
が
官
憲
に
封
し
て
、
連
合
し
て
抗
糧
運
動
を
起
す
場
合
の
方
が
遙
か
に
多
い
。
そ
し
て
こ
の
際
は
無
論
佃
戸
が
加
澹

1　
　
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
は
申
國
近
世
の
、
い
わ
ゆ
る
農
民
運
動
の
性
質
を
理
解
す
る
に
注
意
す
べ
き
現
象
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
㈲
民
間
の
蕪
田
に
封
す
る
政
府
、
或
い
は
官
僚
の
態
度
は
ど
う
な
つ
悔
か
。
李
誠
の
荘
は
純
然
た
る
農
民
地
主
の
荘
田
で
あ
り
、
知
縣
候
叔

　
　
献
は
そ
の
維
持
に
蓋
力
し
た
の
で
あ
る
が
、
を
の
後
、
世
情
は
一
攣
し
て
、
官
戸
に
よ
る
土
地
め
象
併
が
盛
ん
と
な
つ
て
き
た
。
．
極
端
に
云
え

　
　
ば
官
戸
で
な
け
れ
ば
、
廣
・
い
土
地
が
持
て
な
い
よ
う
に
な
つ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
官
僚
の
荘
田
に
樹
す
る
關
係
は
、
自
分
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
身
の
問
題
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
抑
も
官
僚
に
は
二
つ
の
面
が
あ
り
、
一
つ
は
天
子
の
委
任
を
受
け
て
公
正
な
支
配
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
政
治

　
　
家
と
し
て
の
立
場
で
あ
り
、
他
は
荘
田
の
所
有
者
と
，
し
て
階
級
的
利
害
を
も
つ
た
地
主
と
し
て
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
そ
の
ま
ま
朝
廷
　
　
、
，

　
　
の
政
策
の
矛
盾
と
な
つ
て
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
鶴
結
は
必
す
し
も
同
一
で
な
い
。
時
代
の
流
れ
の
大
き
な
力
は
、
政
治
的
考
慮
を
無
覗
し

　
　
て
地
主
階
級
の
利
釜
が
勝
利
を
占
め
る
こ
と
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
ま
た
政
府
存
立
の
た
め
に
は
可
な
り
思
い
き
つ
た
敏
策
で
も
、
地
主
階
級
　
　
「

　
　
の
利
釜
に
優
先
し
て
實
施
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
’
2
2

　
　k
宋
時
代
か
ら
唱
え
ら
れ
た
限
田
肇
が
骨
馨
に
さ
れ
・
、
形
警
の
蕃
が
著
毒
進
行
し
た
の
は
、
官
僚
聖
階
級
の
成
長
が
到
底
抑
｝

　
　
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
つ
た
世
相
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
反
封
に
、
王
安
石
の
募
役
法
が
士
大
夫
官
戸
の
階
級
的
利
害
か
ら
く

　
　
る
群
議
を
排
し
て
、
曲
り
な
り
に
も
實
施
さ
れ
、
奮
法
黛
が
復
活
し
て
も
、
こ
れ
を
如
何
と
も
す
る
ζ
と
が
で
き
な
か
つ
た
の
は
、
同
檬
に
時

　
　
勢
の
力
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
佃
戸
の
逃
移
者
に
封
す
る
虚
置
に
つ
い
て
朝
廷
に
議
論
の
分
裂
が
あ
つ
た
こ
と
は
、
周
藤
教
授
の
論
文
を
讃
む
と
よ
く
現
わ
れ
で
い
る
。
但
　
　
、

　
　
し
私
の
結
論
は
周
藤
敏
授
と
は
反
封
で
、
佃
戸
の
身
分
を
束
縛
す
る
制
度
は
中
世
的
な
残
澤
で
あ
つ
て
宋
元
以
後
、
一
部
士
大
夫
階
級
の
反
封

　
　
を
押
し
き
つ
て
、
途
に
は
清
算
さ
れ
て
ゆ
く
大
勢
に
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
然
ら
ば
折
角
土
地
を
所
有
し
て
も
、
佃
戸
に
封
す
る
支
配
力
が
弱
ま
つ
て
は
、
甚
だ
不
本
意
な
結
果
に
な
つ
て
し
ま
う
わ
け
峰
あ
る
が
、
そ

　
　
れ
に
も
拘
わ
ら
す
士
大
夫
階
級
が
土
地
兼
併
を
欲
し
た
の
は
何
故
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
土
地
所
有
の
目
的
が
次
第
に
攣
つ
て
き
た
た
め
で
あ



　
　
る
。
唐
以
前
に
お
い
て
は
土
地
所
有
は
結
局
利
釜
を
あ
げ
る
た
め
と
は
云
え
、
こ
れ
に
伴
つ
て
土
地
と
入
民
と
を
支
配
し
、
子
孫
の
た
め
に
強

　
　
固
な
地
盤
を
築
い
て
お
こ
う
と
い
う
意
欲
が
働
い
て
い
た
。
然
る
に
宋
以
後
に
お
い
て
は
、
、
專
ら
目
前
の
利
釜
の
た
め
、
最
も
利
廻
り
の
よ
い

　
　
投
資
の
た
め
の
土
地
所
有
に
傾
い
て
き
た
。
そ
し
て
從
來
の
よ
う
な
叫
族
の
た
め
、
子
孫
の
た
め
の
土
地
は
、
特
に
義
荘
、
義
田
と
い
う
名
で

　
　
匠
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
こ
れ
も
そ
の
根
抵
に
は
肚
會
の
大
き
な
動
き
が
あ
る
。

　
　
　
文
獄
通
考
巻
九
銭
幣
考
の
末
に
南
宋
の
葉
水
心
の
貨
幣
論
が
あ
つ
て
、
こ
の
聞
の
消
息
を
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
、
　
　
　
・

　
　
　
古
代
は
物
が
中
心
で
、
そ
れ
を
助
け
る
の
に
鍍
を
用
い
た
。
後
世
で
は
銭
が
中
心
に
な
つ
て
そ
れ
を
助
け
る
に
物
を
用
い
6
。
…
…
…
上
は

　
　
　
朝
廷
の
運
用
か
ら
、
下
は
民
間
の
納
視
、
地
方
の
蓄
積
、
商
人
．
の
費
買
ま
で
、
み
な
鈍
が
中
心
と
な
つ
て
き
た
。
…
…
…
古
代
に
お
い
て
は

　
　
　
天
下
が
多
く
の
國
に
分
れ
、
　
一
つ
の
國
が
軍
位
と
な
つ
て
自
給
自
足
し
て
い
た
。
故
に
銭
は
絶
封
不
可
閾
の
も
の
で
な
い
か
ら
、
骨
を
折
つ
“

　
　
　
て
鏡
を
造
る
こ
と
も
し
な
か
つ
た
。
…
…
…
後
世
天
下
が
一
つ
に
な
つ
τ
、
人
民
が
互
い
に
交
通
し
、
物
資
も
商
人
の
手
に
よ
つ
て
移
動
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

　
　
　
る
の
で
、
こ
れ
を
動
か
す
た
め
に
鏡
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
。
…
一
：
…
そ
の
上
に
朝
廷
が
政
治
を
行
う
上
に
、
銭
で
支
彿
う
の
が
便
利
な
ご
　
％

　
　
　
と
か
ら
、
努
め
て
多
く
の
銭
を
貯
え
よ
う
と
し
だ
し
た
の
！
で
、
租
税
に
も
民
間
か
ら
鏡
を
徴
牧
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。
そ
う
す
る
と
人
民
の
　
　
悌

　
　
　
方
で
も
鈍
が
大
切
に
な
り
、
私
家
の
経
濟
ま
で
、
鐘
が
中
心
に
な
つ
て
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
議
論
を
見
て
・
も
分
る
よ
う
に
、
古
代
の
自
給
自
足
か
ら
、
次
第
に
近
世
の
交
換
維
濟
に
移
つ
て
き
た
。
そ
の
中
聞
に
中
世
の
荘
園
経
濟
　
・

　
　
が
あ
つ
て
、
こ
れ
は
ま
だ
成
る
べ
く
荘
園
内
部
に
お
け
る
自
給
自
足
に
努
力
し
た
跡
が
見
ら
れ
る
。
然
る
に
宋
代
以
後
の
荘
田
は
軍
な
る
利
釜

　
　
獲
得
が
目
的
で
あ
る
。
蕪
田
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
零
い
か
え
れ
ぽ
、
そ
こ
か
ら
上
る
小
作
料
が
先
す
問
題
な
の
で
あ
る
。
唐
以
前
の
蕪
園
で

　
　
は
、
先
す
面
積
、
吹
に
こ
れ
に
隷
属
す
る
農
民
や
奴
僕
の
戸
歎
な
ど
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
が
其
ま
ま
記
録
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、
宋
代
以
後

　
　
に
な
る
と
、
面
積
や
佃
戸
の
数
を
省
略
し
て
、
そ
こ
か
ら
上
る
小
作
料
だ
け
を
記
す
風
が
起
つ
て
き
た
。

　
　
　
寺
の
常
産
、
石
を
以
て
計
る
も
の
六
百
有
二
＋
（
江
志
巻
十
三
乾
明
寺
、
慶
元
五
年
）
　
　
　
　
・
　
「
．
．
　
　
　
、

四
膜
田
、
石
を
以
て
計
る
も
の
、
数
た
る
五
＋
蓼
（
同
書
巷
＋
九
文
明
寺
、
大
徳
十
年
）



㎜
宋
の
禁
は
馨
の
人
で
、
藷
扇
を
買
つ
て
、
貧
し
い
宗
族
に
提
供
し
た
（
劉
後
材
大
全
集
一
六
六
）

　
　
　
檀
越
の
周
氏
が
田
三
百
六
十
租
を
喜
捨
し
、
劉
氏
が
九
十
租
を
喜
捨
し
、
後
に
寺
曾
が
田
五
十
租
を
買
つ
た
の
で
前
と
合
せ
て
五
百
租
と
な

　
　
　
つ
た
（
輔
藷
欝
馨
　
　
・
．
　
　
　
　
，
　
。
　
　
　
　
．
　
　
、

　
　
な
ど
見
え
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
五
百
租
と
い
う
の
は
恐
ら
く
、
租
米
五
百
石
を
上
げ
う
る
面
積
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
　
、
．

　
　
　
既
に
土
地
所
有
が
軍
な
る
投
資
で
あ
り
、
田
主
は
そ
の
土
地
に
も
愛
著
を
も
た
す
、
佃
戸
に
封
し
て
も
無
頓
著
に
な
る
と
、
こ
こ
に
土
地
の

　
　
費
買
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
石
碑
の
田
籍
な
ど
を
見
て
も
、
所
有
権
の
移
輻
が
あ
ま
り
長
く
な
い
間
に
度
々
行
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ

　
　
と
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
°

　
　
　
千
年
の
田
、
八
百
の
主
（
千
年
の
間
に
八
百
人
の
主
が
替
は
る
）
．
、
、
‘
　
　
・

　
　
と
い
う
諺
は
、
既
に
元
初
胡
氏
の
紫
山
大
全
集
巻
二
十
三
に
見
え
て
い
る
か
ら
、
，
恐
ら
く
宋
金
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
み
ろ
う
。
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛

　
　
れ
ば
天
下
に
名
の
轟
い
た
苑
文
正
公
の
苑
氏
義
田
も
、
世
の
荒
波
に
も
ま
れ
て
そ
の
ま
ま
に
は
後
世
へ
傳
わ
ら
す
、
°
明
初
に
全
部
波
牧
芯
れ
て
　
製

　
　
し
ま
つ
た
こ
と
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
，

　
　
　
こ
の
こ
と
は
、
中
世
に
お
い
て
豪
族
出
身
の
貴
族
が
永
績
し
、
王
朝
が
概
ね
短
命
で
あ
つ
た
の
に
反
し
、
宋
以
後
の
近
世
に
は
王
朝
が
永
績

　
　
し
て
、
官
僚
の
家
が
浮
沈
甚
し
か
つ
た
事
實
と
關
連
を
も
つ
。
正
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
士
の
世
に
庭
す
る
は
、
富
貴
利
緑
あ
る
と
云
つ
て
も
、
そ
れ
は
芝
居
の
殿
様
の
よ
う
な
も
の
で
、
舞
台
の
上
で
こ
そ
、
上
座
に
す
わ
つ
て
大

　
　
　
威
張
り
で
い
れ
ば
、
他
の
黍
が
漢
し
て
命
令
に
服
從
す
る
が
、
芝
居
が
終
れ
ば
そ
れ
き
り
さ
（
宋
洪
遙
封
雨
編
）
　
　
・

　
　
と
あ
る
よ
う
に
，
は
か
な
い
榮
華
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
稀
に
宋
代
以
後
の
名
家
が
、
主
に
江
南
に
血
統
を
傅
え
て
い
る
が
、
長
い
時
代
と

　
　
彩
し
い
官
僚
の
数
か
ら
見
れ
ば
、
物
の
数
で
も
な
い
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
家
譜
の
類
も
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
眞
實
を
傳
え
て
い
る
か
は
批
判
の
籐

　
　
地
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
中
世
的
な
固
定
性
の
強
い
就
會
が
解
体
し
て
、
世
の
中
が
自
由
競
事
の
時
代
に
入
る
と
、
こ
の
生
存
競
事
は
飴
り
に
も
嚴
し
い
の
で
あ
る
9



　
　
　
南
宋
の
軍
閥
張
俊
の
田
地
が
租
米
六
十
萬
石
と
云
わ
れ
、
其
他
の
軍
閥
や
宰
相
、
宗
室
な
ど
が
勢
に
乗
じ
て
兼
併
を
行
つ
た
の
で
、
と
の
犠
牲

　
　
　
と
な
つ
た
の
は
、
決
し
て
無
力
な
貧
民
ば
か
り
だ
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
官
僚
の
間
に
も
榮
枯
盛
衰
の
常
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
も
畢
寛
、
世
の
中
が
貨
幣
経
濟
の
時
代
に
入
つ
た
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
。

　
　
　
　
こ
こ
に
貨
幣
経
濟
の
盛
ん
な
時
代
に
、
貨
幣
を
土
地
に
投
資
し
て
、
そ
の
果
實
と
し
て
米
穀
を
獲
得
す
る
こ
と
の
不
徹
底
を
指
摘
す
る
向
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
乍
ら
投
資
は
投
機
に
直
結
す
る
。
米
穀
の
費
買
は
當
時
に
お
け
る
、
最
も
魅
力
あ
る
投
機
で
あ
つ
渇
。
こ
の
投

　
　
　
機
の
封
．
象
た
る
米
穀
が
確
實
に
入
手
で
き
る
の
が
、
土
地
所
有
の
甘
味
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
云
わ
ば
土
地
に
封
す
る
投
資
は
、
株
券
を
買
う

　
　
　
よ
う
な
も
の
で
、
投
資
を
含
み
な
が
ら
、
結
局
は
最
後
に
金
鏡
の
利
殖
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
と
云
え
る
。
從
つ
て
土
地
が
、
株
雰
の

　
　
　
如
く
容
易
に
責
買
さ
れ
た
の
も
ま
た
怪
し
む
に
足
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
更
に
考
う
べ
き
は
、
南
宋
か
ら
元
代
に
か
け
て
の
通
貨
政
策
の
影
響
で
あ
る
の
當
時
は
本
位
貨
幣
と
し
て
、
銅
鏡
と
銀
爾
が
用
い
ら
れ
た
が
、
　
一

　
　
　
一
方
に
會
子
、
交
妙
な
ど
の
不
換
紙
幣
が
嚢
行
さ
れ
、
こ
の
悪
貨
に
騙
逐
さ
れ
て
、
硬
貨
が
攻
第
に
市
上
か
ら
姿
を
か
く
し
て
き
た
。
一
方
不
　
2
5

．
　
　
換
紙
幣
の
濫
爽
に
よ
り
、
イ
ン
フ
レ
が
昂
進
し
で
止
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
資
産
を
確
保
す
る
た
め
に
換
物
傾
向
が
甚
し
く
な
つ
た
。
土
地
は
そ
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
こ
か
ら
上
る
の
が
現
物
の
米
穀
で
あ
る
た
め
、
イ
ン
フ
レ
に
影
響
さ
れ
な
い
確
實
な
投
資
で
あ
る
。
こ
れ
が
北
宋
末
か
ら
元
代
に
か
け
て
、
特
。

　
　
　
に
土
地
の
象
併
が
甚
し
く
、
租
米
何
十
萬
石
と
い
う
大
地
主
の
出
現
し
た
原
因
で
あ
る
。
因
み
に
明
代
か
ら
實
質
上
の
銀
本
位
制
が
確
立
し
て

　
　
　
く
る
と
、
資
産
の
構
成
は
少
し
く
趣
を
異
に
し
て
く
る
。
帥
ち
も
つ
と
現
銀
に
直
接
關
係
の
あ
る
典
當
業
な
ど
に
封
す
る
投
資
が
目
立
つ
て
く

　
　
　
る
の
で
あ
る
。

六
費
似
道
の
公
田
政
策
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
　
中
世
均
田
法
が
行
わ
れ
て
い
た
時
、
人
民
は
土
地
に
封
し
て
完
全
な
所
有
椹
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
。
爾
税
法
の
實
施
に
よ
つ
て
、
・
政

血
　
府
が
土
地
國
有
の
原
則
を
拗
棄
し
た
形
に
な
つ
た
が
、
な
お
所
有
権
に
曖
昧
な
も
の
が
残
つ
て
い
た
。
李
誠
の
荘
の
場
合
に
つ
い
て
見
て
も
、



　
1
2
@
理
由
は
と
も
あ
れ
、
土
地
が
波
牧
さ
れ
た
後
に
も
、
所
有
椹
以
上
の
何
物
か
が
潜
在
し
纏
綾
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
宋
代
か
ら
個
人
の

　
　
土
地
に
樹
す
る
所
有
権
が
確
立
し
て
、
費
買
は
、
決
定
的
な
所
有
樺
の
委
譲
と
い
う
こ
と
に
な
う
た
が
、
こ
れ
は
云
い
か
え
る
と
、
契
約
の
奪

　
　
重
で
あ
る
。
そ
こ
で
土
地
費
買
契
約
に
♪
惰
願
と
い
う
言
葉
が
流
行
し
た
。
情
願
、
印
ち
自
ら
進
ん
で
行
つ
た
契
約
で
あ
る
か
ら
、
後
に
決
し

　
　
て
後
悔
し
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
當
事
者
の
間
さ
え
情
願
で
あ
つ
て
、
違
背
が
な
け
れ
ば
こ
の
契
約
は
有
効
で
、
第
三
者
が
干
渉
で
き
　
　
・

　
　
な
い
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
、

　
　
　
と
こ
ろ
が
個
人
の
土
地
所
有
権
が
確
立
す
る
と
共
に
、
こ
の
所
有
樺
の
下
に
用
役
権
が
稜
生
し
つ
つ
あ
つ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
そ
れ
が

　
　
即
ち
業
主
の
出
現
で
あ
る
。
尤
も
宋
代
に
お
い
て
は
、
業
主
・
管
業
の
定
義
も
曖
昧
で
あ
つ
て
、
所
有
の
意
味
に
用
い
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た

　
　
法
制
上
は
つ
き
り
し
た
檬
利
を
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
こ
の
業
主
の
出
現
は
、
多
く
大
土
地
所
有
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

　
　
つ
て
、
肚
會
の
羅
化
と
共
に
、
案
と
馨
と
が
分
離
し
だ
し
た
こ
と
を
物
語
る
。
里
留
土
地
誓
者
は
云
わ
ば
株
主
で
あ
り
、
業
主
【

　
　
は
云
わ
ば
會
祉
で
あ
る
。
こ
の
事
は
大
地
主
が
土
地
か
ら
浮
び
上
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
同
時
に
土
地
の
経
螢
に
つ
い
て
あ
ま
り
神
維
を
　
2
6

　
　
費
や
さ
な
い
で
も
、
樺
勢
と
金
鈍
さ
え
あ
れ
ば
、
無
限
に
投
鰍
を
受
け
入
れ
、
無
限
に
土
地
を
買
牧
し
う
る
可
能
性
を
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。
　
　
一

　
　
そ
こ
で
土
地
は
非
常
な
速
度
で
移
動
し
、
結
局
椹
勢
家
で
あ
る
軍
閥
や
宰
相
の
手
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
れ
が
あ
ま
り
に
甚
し
く
な

　
　
る
と
、
政
府
と
し
て
も
國
家
財
政
の
立
場
か
ら
放
任
す
る
こ
と
が
で
き
す
、
重
大
な
干
渉
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。
そ
れ
が
南
宋
末
の

　
　
宰
相
賞
似
道
の
公
田
政
策
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
南
宋
時
代
政
府
の
最
大
關
心
事
は
、
北
方
か
ら
の
金
元
の
侵
入
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
防
備
に
當
る
大
軍
に
糧
食
を
供
給
す
る
こ

と
で
あ
つ
た
。
し
か
る
に
租
視
牧
入
だ
け
で
は
軍
糧
に
不
足
な
の
で
、
和
擢
で
こ
れ
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
和
羅
と
は
官
民
合
意
の
上

で
適
當
な
債
格
を
も
つ
て
買
い
上
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
實
際
に
は
強
制
的
に
租
税
の
附
加
視
の
如
く
に
徴
牧
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
・

併
し
買
上
げ
で
あ
る
か
ら
、
代
債
を
支
佛
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
の
支
梯
い
に
は
、
當
時
の
不
換
紙
幣
で
あ
る
會
子
を
用
い
た
。
年
々
和
羅
の

た
め
に
莫
大
な
額
の
會
子
が
支
出
さ
れ
、
そ
れ
が
少
し
も
回
牧
さ
れ
な
い
の
で
、
民
間
に
會
子
の
洪
水
が
起
り
、
悪
質
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン



－
　
　
が
進
展
す
る
。
こ
れ
に
樹
し
て
、
朝
廷
の
椹
勢
家
が
大
部
分
を
占
め
る
大
土
地
所
有
者
は
傍
観
的
態
度
を
と
る
の
み
か
、
地
位
を
利
用
七
て
和

　
　
響
逃
れ
（
宋
史
一
七
三
食
貨
志
、
淳
砧
六
年
謝
方
叔
の
雷
）
更
に
米
慣
の
攣
動
を
規
つ
て
屯
積
、
投
機
を
試
み
よ
う
と
さ
え
す
る
。
政
府
と
し
て
は
、
和
羅
か
ら
起
る
イ

　
　
　
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
樹
し
て
、
徹
底
し
た
政
策
の
敢
行
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
@
理
宗
の
籍
八
象
雀
四
）
史
宅
之
蓬
議
し
て
、
漸
西
の
留
湖
蕩
を
括
し
て
公
田
と
す
る
策
を
立
て
、
鶉
の
糎
留
で
な
い
も
の
，

　
　
ま
で
取
上
げ
↓
敷
十
年
前
の
戸
絶
の
田
、
塵
寺
の
田
な
ど
、
荷
も
帳
簿
に
あ
る
も
の
を
審
く
追
究
し
て
、
そ
れ
を
買
つ
た
家
か
ら
吐
き
出
さ
せ
．

　
　
　
る
な
ど
、
民
間
に
大
騒
動
を
ひ
き
起
し
、
翌
年
局
を
結
ん
だ
が
、
結
果
は
大
し
た
こ
と
も
な
く
、
°
朝
廷
の
財
政
の
足
し
に
は
な
ら
な
か
つ
た
よ

　
　
　
う
で
あ
る
（
吹
劔
録
外
集
）
。
そ
れ
か
ら
＋
五
年
た
つ
て
、
い
よ
い
よ
覆
道
の
奮
政
築
實
施
さ
れ
た
。

　
　
　
稟
は
笙
回
の
蒙
古
軍
大
侵
入
（
開
慶
元
年
1
ー
一
二
五
九
）
の
後
、
こ
の
防
禦
に
功
の
あ
つ
奮
似
道
が
宰
湘
と
な
つ
て
、
．
嚢
的
な
椹
蓼
振
つ
た
。

　
　
金
に
代
つ
て
、
更
に
恐
る
べ
き
強
敵
蒙
古
を
北
方
國
境
に
迎
え
た
南
宋
は
、
仏
よ
い
よ
國
内
の
整
備
、
就
申
財
政
の
立
直
し
の
必
要
を
感
じ
た
　
　
卿

、
縫
繕
鴛
藷
讐
鐵
縮
略
ボ
腫
難
矯
瞳
鰍
勧
鞍
漿
輝
蝿
鹸
縮
似
聾
覧

　
　
　
凡
そ
一
千
萬
畝
の
田
を
得
れ
ば
、
六
・
七
百
萬
石
の
小
作
料
が
上
り
、
そ
う
な
れ
ば
和
羅
を
や
め
て
も
差
支
え
な
い
と
い
う
計
算
で
あ
つ
た
。
・
　
　
・
、

　
　
　
こ
の
提
案
者
は
劉
良
貴
、
陳
発
道
、
曹
孝
慶
等
で
あ
り
、
い
よ
い
よ
公
式
に
意
見
を
嚢
表
し
た
が
、
そ
の
僧
甲
に
公
田
の
五
利
と
し
て

　
　
　
　
①
　
和
羅
を
や
め
る
ζ
と
が
で
き
る
。
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
ユ

　
　
　
　
②
　
軍
隊
の
兵
糧
を
供
給
し
う
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
⑧
　
會
手
の
増
蛮
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
，
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
㈹
　
物
便
を
安
定
さ
せ
う
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
⑤
　
・
冨
室
を
安
ん
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
，

鎚
　
と
述
べ
て
い
る
。
①
か
ら
㈲
ま
で
は
同
じ
こ
と
を
種
々
な
角
度
か
ら
云
い
か
え
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
⑤
は
色
々
な
意
味
に
と
れ
る
。
恐
ら
く
こ



2
4

D
れ
は
略
、
々
同
時
代
の
人
、
李
之
彦
の
東
谷
所
見
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
，
　
°

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
　
物
慣
騰
貴
の
結
果
、
人
民
は
生
に
安
ん
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
萬
一
磯
饒
で
も
起
れ
ば
、
必
す
群
盗
が
起
る
で
あ
ろ
う
し
、
軍
隊
は
準
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
か
ら
十
分
に
糧
食
を
受
け
て
い
な
い
の
で
、
い
ざ
事
が
起
つ
た
か
ら
と
云
つ
て
働
い
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
　
「
準
素
優
待
さ
れ
た
人
に

　
　
　
任
し
て
お
け
」
と
云
つ
て
、
武
器
を
す
て
て
傍
観
す
る
だ
ろ
う
。
或
い
は
一
し
よ
に
な
つ
て
暴
動
に
加
わ
る
公
算
の
方
が
多
い
。
こ
う
い
う

　
　
　
時
に
、
先
す
蝸
の
及
ぶ
の
は
、
亭
素
の
富
貴
充
盗
の
家
で
あ
る
。
貴
卿
と
い
わ
れ
、
亘
室
と
い
・
や
れ
て
い
る
人
た
ち
は
果
し
て
、
こ
う
い
う

　
　
　
こ
と
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ど
う
が
。
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
と
云
つ
て
い
る
の
と
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
。
國
家
が
亡
び
、
肚
會
が
混
鑑
に
陥
つ
て
何
の
財
産
そ
や
、
と
云
つ
て
、
豫
め
最
も
強
く
反
樹
し
そ
．

　
　
う
な
大
土
地
所
有
者
か
ら
の
非
難
を
封
じ
よ
う
と
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
そ
れ
で
も
な
お
反
封
論
が
相
當
や
か
ま
し
か
つ
た
が
、
頁
似
道
は
強
引
に
押
し
切
つ
た
。
景
定
四
年
か
ら
買
田
に
着
手
し
、
°
自
ら
所
有
田
一
　
「

　
　
萬
畝
を
供
出
し
、
宗
室
の
榮
王
、
，
其
他
の
有
力
官
僚
も
供
出
を
申
出
た
の
で
、
反
封
論
も
腰
が
く
だ
け
、
公
田
政
策
は
曲
り
な
り
に
も
實
現
を
　
播

　
　
ｩ
た
・
覆
道
は
父
蓄
線
の
方
面
軍
指
響
た
る
制
置
使
で
あ
つ
た
か
ら
、
二
代
の
墓
と
は
い
う
も
の
の
罐
先
し
三
萬
畝
の
田
地
を
［

　
　
投
出
す
丈
の
資
力
が
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
買
田
の
方
法
は
、
は
じ
め
限
田
の
精
騨
に
基
づ
い
て
、
あ
る
限
度
を
定
め
て
そ
れ
以
上
の
剰
飴
を

　
　
買
う
筈
で
あ
つ
た
が
、
實
際
に
こ
れ
が
困
難
で
あ
つ
た
と
見
え
、
派
買
の
方
法
を
と
り
、
二
百
畝
以
上
の
土
地
所
有
者
か
ら
、
そ
の
三
分
の
一

　
　
を
強
制
的
に
買
上
げ
る
こ
と
に
し
、
最
後
に
は
百
畝
の
地
主
も
派
買
を
免
れ
な
か
つ
た
と
あ
る
。
漸
西
の
六
郡
、
帥
ち
鎭
江
、
常
州
、
江
陰
、

　
　
亭
江
（
蘇
州
）
、
安
吉
（
湖
州
）
心
嘉
興
に
つ
い
て
、
結
局
三
百
五
十
萬
畝
の
公
田
を
買
い
、
こ
れ
で
一
段
落
と
な
つ
た
。
流
石
の
質
似
道
も
噛

　
　
こ
れ
以
上
に
廣
く
各
地
に
及
ぼ
す
勇
氣
を
失
つ
た
と
見
え
る
。

　
　
　
こ
の
六
郡
は
、
面
積
は
狭
い
が
當
時
の
米
穀
の
主
要
生
産
地
で
あ
る
。
殊
に
水
路
が
磯
達
し
て
い
る
の
で
、
米
は
直
ち
に
商
品
化
し
得
る
土

　
　
地
で
あ
る
。
公
田
の
面
積
は
畝
を
頃
に
直
す
と
三
萬
五
千
頃
に
な
る
が
、
こ
の
面
積
を
想
像
し
よ
う
な
ら
、
こ
の
附
近
の
太
湖
は
昔
か
ら
三
萬

　
　
六
千
頃
と
云
わ
れ
て
い
る
の
で
、
ほ
ぼ
同
じ
廣
さ
で
あ
り
、
そ
れ
が
湖
水
の
周
園
の
東
側
、
北
の
鎭
江
か
ら
南
の
嘉
興
ま
で
の
間
に
、
弓
歎
に



分
布
し
た
わ
け
で
あ
る
。
更
に
こ
の
公
田
は
大
土
地
所
有
の
三
分
の
一
で
あ
つ
た
か
ら
、
剰
り
の
三
分
の
二
、
師
ち
太
湖
の
面
積
の
二
倍
ほ
ど

‘
が
、
最
低
百
畝
位
以
上
の
大
土
地
所
有
者
の
手
に
な
お
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
百
畝
以
下
の
中
小
地
主
は
殆
ん
ど
存
在
す

る
飴
地
が
な
い
と
云
え
る
位
だ
り
た
筈
で
あ
る
。

　
こ
の
土
地
買
牧
に
は
か
な
り
の
無
理
が
あ
つ
た
と
い
う
の
は
、
政
府
に
は
現
金
が
な
い
の
で
、
若
干
の
銀
を
出
し
た
外
は
、
位
階
の
辮
令
書

や
、
會
子
で
代
金
を
支
梯
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
田
の
債
は
面
積
に
よ
ら
す
に
、
小
作
料
の
多
寡
に
よ
り
、
租
米
｝
石
に
つ
き
會
子
四
〇
貫
が
標

準
で
あ
つ
た
。
費
主
は
こ
の
租
米
に
つ
い
て
責
任
を
持
た
さ
れ
た
よ
う
で
、
も
し
土
地
が
瘡
せ
て
小
作
料
が
豫
想
通
り
上
ち
な
か
つ
た
り
、
或

い
は
頑
佃
が
反
抗
し
て
取
立
て
不
能
で
あ
つ
た
場
合
は
、
費
主
が
代
つ
て
納
め
る
か
、
又
は
別
の
土
地
を
代
り
に
提
供
さ
せ
ら
れ
た
。
殆
ん
ど

無
償
に
近
い
債
で
土
地
を
買
上
げ
ら
れ
た
者
の
中
に
は
、
首
を
吊
つ
て
死
ぬ
者
も
出
た
と
い
う
程
の
騒
ぎ
で
あ
つ
た
。
　
駈
　
　
　
　
．

　
な
お
こ
の
買
上
げ
に
際
し
て
、
公
田
を
確
實
に
政
府
の
所
有
に
臨
せ
し
め
る
た
め
、
原
の
田
主
が
業
主
と
し
て
留
ま
る
こ
と
を
禁
止
し
た
貼

．
は
注
意
を
要
す
る
。
比
較
的
狭
く
て
監
督
に
容
易
そ
う
に
見
え
る
學
田
で
も
、
屡
々
業
主
に
よ
る
侵
占
が
行
わ
れ
て
い
る
の
に
、
公
田
の
方
は
　
2
9

す
つ
と
範
園
が
廣
く
、
勢
い
業
主
に
経
螢
を
任
せ
き
り
に
な
る
の
で
、
そ
の
業
主
の
中
に
前
の
田
主
が
居
て
は
、
自
然
に
侵
占
さ
れ
る
虞
れ
が
　
幽

あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
警
戒
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
長
洲
縣
の
知
縣
は
、
費
主
を
そ
の
ま
ま
業
主
と
し
て
承
認
し
た
の
で
、
徴
戒
冤
職
の

盧
分
を
受
け
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
小
作
料
徴
牧
の
方
法
は
最
初
、
地
方
官
聴
が
人
民
か
ら
税
米
を
徴
牧
す
る
方
法
を
其
ま
ま
探
用
し
、
上
か
ら
下
に
臨
む
方
法
で
、
各
州
に
分
．

　
　
司
を
立
て
、
た
だ
常
州
・
鎭
江
・
江
陰
は
合
せ
て
一
分
司
を
お
い
た
の
で
結
局
四
分
司
が
あ
り
、
特
別
に
官
吏
を
任
命
し
、
縣
下
の
各
麹
に
官

　
　
荘
一
ケ
所
を
設
け
、
富
民
を
選
ん
で
荘
官
に
任
じ
た
。
こ
の
荘
官
は
爾
税
を
催
促
す
る
役
の
里
正
・
保
長
に
相
當
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

　
　
や
り
方
が
う
ま
く
ゆ
か
な
か
つ
た
と
見
え
、
威
淳
四
年
に
は
各
擢
の
荘
官
を
や
め
、
租
米
の
請
負
い
の
制
度
に
改
め
た
ゆ
こ
れ
は
當
時
の
大
地

　
　
主
の
荘
田
管
理
法
を
眞
似
た
に
違
い
な
い
め
で
、
－
下
か
ら
上
へ
請
負
う
形
を
と
り
、
、
面
積
一
一
手
畝
乃
至
敏
百
畝
毎
に
希
望
者
を
募
つ
て
佃
戸

搦
　
と
し
、
こ
れ
に
年
貢
を
請
負
わ
ぜ
て
、
租
米
を
自
運
自
納
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
土
地
は
佃
戸
が
自
耕
自
種
と
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
面



％
，
積
を
自
家
で
耕
種
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
筈
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
佃
戸
は
帥
ち
業
主
で
あ
り
、
そ
の
下
に
多
く
の
種
戸
を
使
つ
た
の
は
當
然
で
あ

ー　
　
る
。
・
こ
の
請
負
の
手
数
料
と
し
て
、
業
主
は
從
來
の
租
米
額
の
二
割
を
與
え
ら
れ
る
が
、
彼
は
な
お
種
戸
か
ら
数
を
檜
し
て
租
米
を
徴
牧
し
た

　
　
－
で
あ
ろ
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
分
司
官
は
補
助
員
と
し
て
催
督
官
の
任
命
を
受
け
、
恐
ら
く
多
藪
の
膏
吏
を
使
つ
て
、
秋
に
な
る
と
業
主
に

　
　
納
租
の
督
促
を
し
て
歩
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蟹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
質
似
道
の
公
田
政
策
は
、
最
初
の
目
標
額
一
千
萬
畝
に
は
遠
く
及
ば
す
、
三
百
五
十
萬
畝
に
止
ま
つ
た
と
は
云
え
、
最
も
土
地
の
肥
沃
な
漸

　
　
西
地
方
で
あ
つ
た
か
ら
、
莫
大
な
租
米
牧
入
を
あ
げ
た
に
違
い
な
く
、
，
軍
糧
供
給
ど
い
う
黙
か
ら
は
、
相
當
の
成
績
を
牧
め
た
の
は
事
實
で
あ

　
　
ろ
う
。
併
し
大
土
地
所
有
者
か
ら
殆
ん
ど
無
償
で
土
地
を
取
上
げ
た
に
近
い
結
果
と
な
つ
た
の
で
、
朝
野
の
怨
み
を
買
う
こ
と
大
で
あ
つ
た
。
．
．
　
、

　
　
景
定
五
年
に
彗
星
が
現
わ
れ
て
、
二
月
聞
も
消
え
な
か
つ
た
時
、
輿
論
は
轟
々
と
し
て
、
公
田
政
策
が
天
の
怒
り
を
招
い
た
か
ら
だ
と
非
難
し
・

　
　
た
。
併
し
別
に
こ
れ
に
代
る
名
案
が
な
い
限
り
、
公
田
は
慶
す
る
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
。
彗
星
が
消
え
る
と
費
似
道
は
反
封
論
者
の
主
な
も
の
を
塵
　
　
一

　
　
罰
し
て
事
が
一
時
納
ま
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鉛

－
し
か
し
最
後
に
蒙
古
の
攻
馨
本
格
化
し
て
・
嚢
陽
の
堅
繁
陥
り
・
葛
道
は
自
泉
軍
を
奮
て
藩
で
防
禦
し
よ
う
と
し
た
渠
敗
一

　
　
し
、
當
然
宰
相
の
地
位
を
失
つ
た
が
、
蒙
古
軍
が
既
に
常
州
、
鎭
江
に
迫
り
て
き
た
時
、
猫
裁
者
が
失
脚
し
て
無
政
府
歌
態
に
陥
つ
た
臨
安
の

　
　
朝
廷
で
は
、
再
び
公
田
法
改
塵
の
論
藁
罐
し
た
（
徳
砧
元
年
“
＝
一
七
五
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘲

　
　
　
公
田
は
民
間
か
ら
奪
つ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
の
田
主
に
返
し
、
但
し
目
下
危
急
存
亡
の
時
な
の
で
、
田
主
は
自
己
の
佃
戸
を
率
い
て
義

　
　
兵
を
畢
げ
よ
、
と
い
う
の
が
最
初
の
命
令
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
三
國
時
代
に
地
方
の
豪
傑
が
そ
の
部
曲
を
卒
い
て
兵
を
起
し
、
勇
ま
し

，
　
　
い
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
思
い
つ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
時
勢
は
す
つ
か
り
攣
つ
て
い
る
。
ま
だ
五
代
の
時
な
ら
ば
、
楚
の
衡
山
指
揮
　
　
’

　
　
使
の
歴
の
屡
が
舞
と
郷
人
を
帥
い
て
兵
と
な
し
、
一
旗
上
げ
た
こ
と
も
あ
る
が
（
通
鑑
二
九
〇
廣
順
元
年
瞳
九
五
一
）
、
そ
れ
か
ら
三
百
年
絵
り
も
た
つ
て
、
－

　
　
江
漸
地
方
で
こ
ん
な
こ
と
の
で
き
る
筈
は
な
い
。
果
し
て
第
二
の
命
令
は
、
田
主
に
佃
戸
を
率
い
て
出
征
さ
せ
る
の
は
無
理
だ
か
ら
取
り
や
め

　
　
る
。
但
し
土
地
は
や
が
て
田
主
に
返
す
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
牧
穫
が
間
も
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
今
年
の
租
米
は
從
前
通
り
に
納
め
よ
。
　
」



土
地
は
田
主
か
ら
買
つ
た
の
で
、
業
主
と
は
始
め
か
ら
何
も
關
係
な
い
こ
と
だ
か
ら
滞
納
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
に
あ
つ
た
。
こ
の
時
の

・
命
令
に
田
主
と
云
う
べ
き
を
業
主
と
云
い
、
業
主
と
云
う
べ
き
所
を
種
戸
と
書
い
た
の
で
、
人
民
は
戸
迷
つ
た
と
あ
る
。

　
績
い
て
第
三
の
命
令
が
下
つ
た
。
ま
だ
宋
朝
下
に
あ
る
領
土
の
公
田
の
租
米
は
原
則
ど
お
り
に
免
除
せ
よ
。
但
し
既
に
納
め
て
七
ま
つ
た
上

で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
買
い
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
鐘
の
牛
分
は
原
の
田
主
に
返
す
が
、
牛
分
は
種
戸
に
與
え
て
實
恵
を
廣
く
行
き
渡
る

よ
う
に
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
時
は
業
主
は
全
く
の
け
者
に
さ
れ
た
。
第
二
の
命
令
で
は
、
　
「
時
の
當
事
者
が
、
田
主
と
業
主
の

嘉
さ
え
知
ら
な
か
つ
た
・
況
ん
や
こ
れ
よ
り
も
大
な
る
者
を
や
」
毒
、
貴
覆
公
田
の
記
録
を
讐
禽
密
老
人
の
歎
息
で
あ
る
（
魏
・

罐
巻
）
。
宋
の
政
府
は
公
田
を
原
の
田
主
に
返
す
緊
な
く
て
亡
び
て
し
ま
つ
た
。
公
田
は
そ
の
婁
元
朝
廷
の
富
妄
つ
て
、
そ
こ
か
ら
．

上
る
租
米
が
、
元
政
府
の
食
糧
問
題
解
決
に
寄
與
す
る
こ
と
大
で
あ
つ
た
。
．
・

　
結
局
南
宋
政
府
は
莫
大
な
民
間
の
怨
み
ー
そ
れ
は
主
と
し
て
士
大
夫
階
級
で
あ
る
と
し
て
も
ー
を
買
う
政
策
を
敢
行
し
て
、
敵
國
元
の
　
一

財
政
を
助
け
た
こ
と
に
な
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
こ
れ
も
時
勢
で
あ
る
。
有
力
者
の
土
地
兼
併
が
行
き
つ
く
所
ま
で
行
け
ば
、
い
か
　
3
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

な
る
政
府
で
も
こ
れ
に
干
渉
を
加
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
殊
に
新
王
朝
が
成
立
し
て
強
固
な
中
央
集
権
政
府
を
形
造
ろ
う
と
す
る

・
時
、
國
都
の
近
く
に
政
府
所
有
の
官
田
を
持
つ
で
、
軍
隊
の
糧
食
に
不
安
な
き
を
期
し
よ
う
と
す
る
の
は
自
然
の
成
行
き
で
あ
る
。
明
の
宮
田
、

清
の
旗
地
は
か
か
る
必
然
性
か
ら
生
じ
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
結
，
　
　
語
　
　
　
’
　
　
．

　
　
　
私
は
嘗
て
宋
代
以
後
の
中
國
に
お
け
る
商
業
資
本
の
零
細
化
を
蓮
べ
、
同
時
に
大
資
本
に
お
い
て
は
資
本
と
維
螢
と
に
分
離
が
起
つ
た
こ
と

　
　
を
指
摘
し
・
こ
れ
が
近
世
的
な
士
炎
階
級
を
成
立
芒
め
た
菌
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
（
東
洋
史
研
究
十
一
ノ
一
。
中
國
近
世
に
お
け
る
生
…
業
贅
本
の
貸
借
に
っ
い
て
）
。
本
編
は
そ

　
　
の
姉
妹
編
を
な
す
も
の
で
、
宋
代
以
後
農
村
に
お
い
て
も
土
地
の
零
細
化
が
起
り
、
大
土
地
所
有
と
い
う
も
零
細
な
土
地
を
よ
せ
集
め
て
廣
面
　
－

溜
　
積
に
な
つ
た
に
す
ぎ
す
、
從
つ
て
地
主
は
唐
代
以
前
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
領
主
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
ぐ
な
り
、
小
作
人
た
る
佃
戸
は



拗
、
封
建
的
な
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
小
作
料
た
る
租
米
を
確
實
に
徴
牧
す
る
た
め
に
業
主
な
る
者
が
嚢
生
し
、
農
村
に
お
い

　
　
て
も
、
資
本
と
経
螢
と
の
分
離
を
見
る
に
至
つ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
農
村
に
お
け
る
業
主
な
る
中
間
階
級
は
、
商
業
上
に
お
け
る
経
紀
、

　
　
政
治
上
に
お
け
る
習
吏
と
共
に
、
中
財
近
世
の
士
大
夫
を
し
て
士
大
夫
た
ら
し
め
た
三
大
支
桂
と
い
う
べ
く
、
同
時
に
ま
た
中
國
近
世
就
會
の

　
　
特
色
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
な
お
私
は
、
土
地
面
積
の
記
載
に
現
わ
れ
る
端
数
に
注
目
し
、
そ
れ
が
主
と
し
て
、
責
買
や
均
分
相
績
に
よ
つ
て
、
，
土
地
が
分
割
さ
れ
る
結

　
　
果
生
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
推
測
し
た
。
そ
し
て
土
地
零
細
化
の
た
め
に
、
土
地
に
封
す
る
投
資
は
租
米
を
得
る
た
め
の
純
然
た
る
経
濟
行
爲
　
　
、

　
　
と
な
り
、
こ
の
事
は
土
地
の
責
買
の
速
度
を
早
め
て
、
急
激
な
土
地
兼
併
が
行
わ
れ
、
途
に
は
中
央
政
府
の
干
渉
を
不
可
避
と
し
て
、
此
に
南

　
　
宋
末
の
公
田
政
策
が
出
現
す
る
に
至
つ
た
始
末
を
述
べ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
最
後
に
U
言
し
た
い
こ
と
は
、
私
は
先
π
東
洋
的
近
世
な
る
一
書
を
著
し
て
、
中
國
は
宋
代
に
入
つ
て
、
中
世
的
な
封
建
肚
會
を
脆
し
て
私
　
　
開

　
　
の
云
う
近
世
肚
會
に
移
行
し
た
こ
と
を
論
じ
た
。
然
る
に
世
上
で
は
、
こ
れ
と
反
封
に
申
國
は
宋
代
以
後
に
な
つ
て
封
建
体
制
が
成
立
し
た
と
　
舘

　
　
す
る
藷
も
有
力
で
あ
り
・
そ
の
響
所
は
・
周
蒙
授
の
論
丈
で
あ
る
や
患
わ
れ
る
・
私
は
今
な
蘂
袋
世
論
を
改
め
る
必
要
を
認
め
鞘

　
　
す
、
周
藤
験
授
の
高
見
に
樹
し
て
大
い
に
意
見
を
異
に
す
る
鮎
が
多
い
が
、
本
論
文
の
目
的
は
私
の
歴
史
の
体
系
を
述
べ
る
に
あ
つ
て
、
周
藤

　
　
教
授
の
所
詮
に
反
封
す
る
の
が
目
的
で
は
な
い
。
從
つ
て
直
接
關
係
の
な
い
黙
に
立
入
る
の
を
避
け
た
が
、
只
一
つ
重
要
な
黙
が
残
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
レ
コ
ヴ

　
　
る
の
は
、
奴
と
か
僕
と
か
い
う
文
字
が
、
い
つ
も
肚
會
階
級
と
し
て
の
奴
隷
を
意
味
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
佃
僕
と
い
う
時
、

　
　
中
國
人
は
こ
れ
を
佃
戸
と
い
う
の
と
、
ど
れ
だ
け
意
識
的
に
匠
別
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
佃
戸
と
い
う
の
を
、
少
し
く
雅
に
書
け
ば
佃
僕
と

．
　
　
な
る
の
で
、
稻
々
輕
蔑
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
入
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
文
字
か
ら
だ
け
で
は
、
普
通
の
小
作
人
佃
戸
と
異
う
も
の
だ
と
は
云
い
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
れ
な
い
と
思
う
。
漸
志
巻
十
四
嘉
興
路
學
田
復
租
記
に
、
佃
僕
蒙
蔽
し
云
云
と
あ
る
は
、
下
丈
を
見
る
と
相
當
な
地
位
に
あ
る
官
吏
や
曾
の
包

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
佃
者
を
含
め
た
佃
戸
を
指
し
て
い
る
ら
し
い
。
奴
と
い
う
字
も
同
檬
で
、
東
軒
筆
録
巻
二
に
見
え
る
張
齊
賢
の
奴
は
、
武
官
に
取
立
て
・
ら
れ
る

　
　
資
格
の
あ
つ
た
者
で
あ
り
、
宋
仁
宗
の
皇
后
に
富
商
陳
子
城
の
女
が
立
て
ら
れ
よ
う
と
し
た
時
、
閻
士
良
が
こ
れ
に
反
封
し
、
　
　
°
　
　
、



子
城
と
い
う
官
職
は
乃
ち
紫
で
あ
つ
て
、
箆
が
讐
出
し
養
つ
た
も
の
だ
（
繍
離
璽
長
）
。

と
云
つ
て
い
る
。
子
城
使
は
恐
ら
く
宰
相
に
召
使
わ
れ
る
散
從
官
な
る
役
人
で
、
宰
相
か
ら
奏
請
し
て
品
官
を
命
ぜ
ら
れ
る
豫
備
の
階
段
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
皇
后
を
出
そ
う
と
い
う
程
の
金
持
で
も
、
名
目
上
が
宰
相
の
從
者
な
る
子
城
使
だ
と
、
奴
隷
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
黙
、
蒙
思
明
が
そ
の
著
、
元
代
肚
會
階
級
制
度
に
お
い
て
、
「
富
室
が
王
民
を
奴
使
す
る
」
と
い
う
元
史
の
記
事
を
引
い
て

所
轟
な
る
者
は
、
實
は
鄙
為
戸
也
（
麺

と
繹
し
て
い
る
の
は
、
我
々
に
と
つ
て
参
考
に
贋
す
る
と
言
え
よ
う
。
修
飾
の
多
い
漢
交
の
史
料
を
取
扱
う
折
に
、
殊
に
近
頃
の
よ
う
に
、
階

級
史
観
が
盛
ん
で
あ
つ
て
、
奴
隷
制
か
、
農
奴
制
か
だ
け
で
時
代
匠
分
を
割
切
ろ
う
と
す
る
人
達
の
多
い
時
に
お
い
て
、
言
葉
が
現
わ
し
て
い

る
實
体
の
吟
味
は
、
よ
ほ
ど
慣
重
に
し
な
い
と
、
意
外
に
世
を
惑
わ
す
結
果
に
陥
り
は
し
な
い
か
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
〔
附
記
〕
　
本
稿
は
昭
和
二
十
七
年
度
丈
部
省
科
學
研
究
費
の
補
助
に
よ
る
「
中
國
制
度
史
語
彙
の
編
輯
」
進
行
中
の
副
産
物
で
あ
る
。

｛

　
　
　
【
註
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
し
一
契
に
数
段
の
土
地
が
記
さ
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
江
志
巻
十
四
呉
學
　
3
3

　
　
　
ω
加
藤
繁
博
士
。
支
那
経
濟
史
考
讃
上
。
九
唐
の
荘
園
の
性
質
及
び
そ
の
由
　
　
　
　
績
置
田
記
に
は
一
契
に
三
十
二
段
の
記
載
あ
る
も
の
が
見
え
る
。
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
來
に
就
い
て
。
十
唐
宋
時
代
の
蕪
園
の
組
織
並
に
そ
の
聚
落
と
し
て
の
爽
　
　
　
③
分
厘
以
下
の
小
数
の
名
は
凡
て
に
共
通
で
あ
る
。
分
は
原
來
あ
る
軍
位
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ

　
　
　
　
達
に
就
い
て
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
峯
　
十
分
の
一
を
示
す
語
で
、
普
通
に
長
さ
で
は
寸
の
下
、
重
さ
で
は
銭
の
下

　
　
　
　
周
藤
吉
之
教
授
。
宋
代
の
佃
戸
制
（
歴
史
學
研
究
鳳
四
三
）
。
宋
代
荘
園
の
　
　
　
　
に
つ
く
が
、
但
し
長
さ
で
歩
の
下
、
廣
さ
で
は
畝
・
歩
・
寸
（
寸
は
一
丈

　
　
　
　
管
理
（
東
洋
學
報
三
ニ
ノ
四
）
。
宋
代
官
僚
制
と
大
土
地
所
有
（
杜
會
構
成
　
　
　
　
と
一
寸
と
の
矩
形
）
の
下
に
も
つ
く
。
ま
た
利
子
の
場
合
、
翠
に
一
分
と
　
　
　
1

　
　
　
　
史
大
系
八
）
。
宋
金
時
代
に
於
け
る
荘
園
と
佃
戸
の
一
考
察
（
東
方
學
二
）
。
　
　
　
云
え
ば
一
割
で
あ
る
が
、
　
一
雨
に
つ
き
一
分
と
云
え
ば
一
％
の
意
味
に
な

　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
こ
の
最
後
の
も
の
に
お
い
て
、
宋
金
時
代
長
安
附
近
の
蕪
園
に
は
集
中
的
　
　
　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
’
、
、

　
　
　
　
な
も
の
と
分
散
的
な
も
の
と
雨
種
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
も
　
　
　
㈲
宋
代
の
賜
田
に
つ
い
て
。
北
宋
初
期
に
は
功
臣
に
封
し
て
賜
田
の
記
事
が

　
　
　
　
う
少
し
こ
の
鮎
を
追
究
さ
れ
た
な
ら
ば
、
或
い
は
私
の
こ
の
論
文
が
不
要
　
　
　
　
見
え
な
い
。
然
る
に
北
宋
末
、
政
和
五
年
か
ら
江
東
路
で
永
豊
坪
な
る
園

　
　
　
　
に
な
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
を
創
め
る
と
、
可
耕
地
四
百
頃
を
含
む
千
頃
ほ
ど
の
も
の
を
宰
相
察
京

　
　
　
㈹
一
段
，
一
丘
の
代
り
に
噸
契
の
語
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。
　
喝
枚
の
費
買
　
　
　
　
に
賜
わ
り
、
彼
の
失
脚
の
後
没
牧
さ
れ
、
南
宋
の
初
に
韓
世
忠
に
賜
わ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

1
2@
　
　
謹
書
に
一
段
の
土
地
が
記
載
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
つ
た
爲
で
あ
る
が
、
　
　
　
　
更
に
秦
檜
に
賜
わ
り
、
秦
檜
の
死
後
、
再
び
官
に
蹄
つ
た
（
女
獣
通
考
巻
　
ゐ



蜘
　
　
　
六
）
。
　
其
他
南
宋
時
代
に
は
功
賞
と
し
て
、
銀
や
鏡
の
代
り
に
屡
ζ
官
田
　
　
、
㈲
食
糧
の
屯
積
に
つ
い
て
。
蓮
韓
の
早
い
ζ
と
を
望
む
、
な
ら
水
次
に
近
い
交

　
　
　
　
を
賜
わ
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
鏡
の
不
足
に
も
よ
る
が
、
士
大
夫
は
蕪
田
　
　
　
　
涌
便
利
な
地
が
有
利
で
あ
る
が
、
長
く
蓄
え
て
鰻
饅
時
の
暴
騰
を
待
つ
な

　
　
　
　
を
も
つ
の
が
通
常
の
歌
態
膝
あ
る
と
い
う
観
念
が
戌
立
し
て
い
た
こ
と
を
　
　
　
　
ら
ば
、
寧
ろ
交
通
不
便
な
地
が
有
利
で
あ
ろ
う
。
北
宋
滅
亡
の
際
、
京
西

　
　
　
　
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
併
し
永
豊
好
の
よ
う
な
大
園
田
の
場
合
、
こ
れ
　
　
　
　
南
路
金
州
石
泉
縣
の
民
、
楊
廣
な
る
者
は
賞
亘
万
で
、
積
粟
三
十
三
年
を
・
　
、
．

　
　
　
　
，
が
唐
以
前
な
ら
ば
其
儘
子
孫
に
傳
え
ら
れ
だ
で
あ
ろ
う
も
の
が
、
屡
ヒ
そ
　
　
　
　
支
う
と
稔
せ
ら
れ
た
（
宋
廉
宣
・
清
隼
録
）
。
こ
れ
は
湖
北
省
と
院
西
省
と

　
　
　
　
の
主
を
替
え
、
動
産
の
如
く
移
動
す
る
貼
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
　
　
　
・
の
界
に
當
る
山
間
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
へ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
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典
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＋
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に
載
せ
ら
れ
た
一
例
。
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㈲
宋
の
太
宗
の
時
、
呉
越
國
が
宋
に
降
リ
、
太
宗
は
王
蟄
な
る
者
を
薪
領
土
　
　
　
　
元
二
十
四
年
（
＝
一
八
七
）
呉
秋
來
な
る
者
が
四
畝
五
歩
の
地
を
・
三
十

　
　
　
　
に
派
遣
し
て
税
制
を
改
め
さ
せ
た
。
王
は
從
來
の
爾
税
が
畝
三
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割
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唐
政
に
喪
リ
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唐
政
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元
三
十
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に
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王
漏
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つ
た
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を
畝
唱
斗
に
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額
し
た
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曰
く
、
畝
税
嚇
斗
と
い
う
の
が
天
下
　
゜
　
り
、
王
漏
孫
は
大
徳
元
年
（
＝
噌
九
七
年
）
に
こ
れ
を
百
二
十
五
爾
で
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に
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に
地
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四
倍
以
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に
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江
志
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江
路
儒
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記
に
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と
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の
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を
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仁
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れ
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同
書
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巻
多
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回
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の
條
を
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と
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の
た
め
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る
者
が
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占
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手
に
鎭
南
王
に
投
漱
し
た
り
し
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、
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司
か
ら
路
學
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目
上
の
縢
貴
に
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ぎ
ぬ
こ
と
が
分
る
。
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に
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ば
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は
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到
決
を
受
け
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が
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服
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な
か
つ
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エ
を
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地
を
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フ
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こ
と
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突
蕨
の
字
音
に
つ
い
て

突
恢
と
い
ふ
丈
字
は
こ
れ
ま
で
普
通
に
ト
ツ
ケ
ツ
（
↓
o
午
尻
o
q
）
と
登
昔
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
が
、
廣
韻
を
見
る
と
入
躍
八
物
の
條
に
駅
字
が
あ

る
か
ら
、
こ
れ
は
ク
ツ
と
讃
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
但
し
又
の
昔
蕨
と
あ
つ
て
、
こ
れ
は
ケ
ツ
で
あ
る
が
、
普
通
に
は
ク
ツ
と
讃
ま
れ
て
．
い
た
こ
と
は
、
養

治
通
鑑
巻
一
五
九
胡
註
に
駅
は
九
勿
翻
と
出
て
い
る
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で
も
分
る
。
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嵌
は
ト
ッ
ク
ツ
と
讃
ん
だ
方
が
↓
費
犀
葺
の
昔
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と
す
る
に
都
合
が
い
い
よ
う
・

だ
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こ
の
こ
と
は
最
近
に
僻
海
を
見
て
知
つ
た
の
で
ハ
字
引
は
何
べ
ん
で
も
引
い
て
み
る
も
の
だ
と
畳
つ
た
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THE DEMESNE IN CHINA IN THE SUNG .(*) 
PERIOD AND AfTER 

By Ichisada Miyazaki 

Large scale estates called chuang-yuan (m:um) c'ame into existence 

in the Six Dynasties, but in the time of Sung (*) and after they 

underwent a remarkable change though the name chuang-yuan or 

chuang Off), remained unchanged. Now the estate did not mean the 

possession of one ,large piece of land but the ownership of a. number of 

rather smaller pieces of land by a single landlord. This was due to the 

establishment at the end'of the T'ang dynasty of the custom of equally 

dividing landed property among the sons. The large scale estate in the 

period, which the author speaking of, came into existence as the result 

of purchasing small pieces of land dispersed in various localities. With 

the appearan~e of such a kind of large scale land-ownership the rela

tions between the landlaord and the tenant also suffered a change. In 

the Sung period and after the tenant called t'ien-hu (fill?) was no more 

a bondman but a freeman who paid rent by contract. • Though in cer

tain parts of the country the older type of estates was still in existence 

in the Sung period, the new type was becoming more and more common 

throughout the whole country. At the same time economic exploita

tion of tenants by powerful landlords was becoming intense. When the 

concentration of la,nded property became to threaten the finance of the 

'State, the central Government had to t;lke steps to interfer with the 

tendency, and the result was the so-called Public Land Policy (~Eajf5(ifO 

of famous statesman Chia Ssu-tao (W1rLili). Thus the government 

attempted to expropriate one-third of every estate for nationalization. 
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