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昭
和
四
十
二
年
十
二
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夜
行
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我

部

静

雄

均
田
法
の
名
覇
と
賓
態
に
つ
い
て

I

井

田
法

の
概

要

中
国
の
古
代
の
夏

･
殿

･
周
時
代
に
は
'
土
地
の
公
有
に
か
か
る
井
田
法
が
行
な
わ
れ
た
と
俸
え
ら
れ
て
お
る
が
'
こ
の
井
田
法
に
つ
い
て

は
､
既
に
我
が
徳
川
時
代
に
先
哲
に
よ
っ
て
数
多
-
の
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
'
ま
た
大
正
年
間
に
は
'
服
部
宇
之
書
博
士
著

『支
那
研
究
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る

｢
井
田
私
考
｣
と
'
加
藤
繁
博
士
著

『支
那
古
田
制
の
研
究
』
の
二
大
雄
篇
が
現
わ
れ
る
な
ど
'
我
が
国
で
は
昔
か
ら
非

常
に
多
-
研
究
さ
れ
た
土
地
法
で
あ
る
｡
私
も
既
に
こ
の
法
に
つ
い
て
は
'
拙
著

『均
田
法
と
そ
の
税
役
制
度
』
や
雑
誌

『
文
化
』
第
二
七
巻

第
三
競
所
載
の
拙
稿

｢
北
哲
の
均
田
法
-

西
嶋
定
生
氏
の
駁
論
に
答
う
ー

｣
で
私
の
考
え
を
述
べ
て
あ
る
.
こ
の
井
田
法
は
'
中
国
中
世

の
土
地
法
で
あ
る
と
こ
ろ
の
所
謂
る
均
田
法
と
断
ち
切
る
こ
と
の
出
来
な
い
関
連
性
を
持

っ
で
い
る
か
ら
'
均
田
法
を
述
べ
る
に
普

っ
て
は
'

立
論
の
順
序
と
し
て
,
先
ず
以
て
井
田
法
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
O
'こ
の
意
味
に
お
い
て
,
私
は
本
論
文
の
初
め
に
井
田

法
を
取
扱
う
の
で
あ
る
｡
･

井
田
法
を
最
も
詳
し
-
侍
え
て
い
る
の
ほ
周
薩
で
あ
り
'
こ
れ
に
つ
づ
-
も
の
は
孟
子
で
あ
る
｡
し
か
も
そ
れ
は
主
と
し
て
周
の
甘
同
法
に

/
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つ
い
て
で
あ
り
､
且
つ
そ
れ
は
封
建
制
度
に
お
け
る
鼠
王
の
直
轄
地
に
お
い
て
賢
施
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
予

凧
の
卦
建
制
度
に
お
け

る
国
王
の
直
轄
地
は
,
そ
の
虞
さ
は
方
千
里
の
面
積
で
あ

っ
て
'
こ
れ
を
国
王
の
都
城
を
中
心
と
し
て
､
百
里
の
間
隔
を
以
て
郊

･
旬

･
棺

･

鯨

･
都
(謂
HJnA
)
の
五
地
区
に
分
け
る
の
で
あ
り
'
そ
の
各
地
区
の
利
用
方
法
も
異
な
る
も
の
で
あ

っ
た
.

去

れ
等
の
｡
と
は
周
薩
の
地
官
司

徒
篇
や
夏
官
司
馬
篇
や
縫
記
の
王
制
篇
な
ど
に
見
え
,
こ
れ
等
に
封
す
る
各
註
疏
が
そ
れ
を
詳
し
-
説
明
し
て
お
り
'
私
は
そ
れ
等
を
上
記
の

都

里

小

育

里

旬

郊弟
(蟻
が
旺
酪
詰

蛸
韻

諾

い
硝
笥
一

拙
稿

｢北
哲
の
均
田
法

-
西
嶋
定
生
民
の
駁
論
に
答
う
ー

｣
に
紹
介

①

し
て
あ
る
｡
南
朱
の
人

･
章
俊
卿
の
山

堂
考
索
前
集
巻
六
十
四
地
理
門
の

田
制
類
の
所
に
は
'
以
上
の
こ
と
が
ら
が
固
解
さ
れ
て
い
る
の
で
'
そ
れ

を
こ
こ
に
韓
載
し
て
へ
以
て
説
明
の
不
足
を
補
う
こ
と
と
す
る
｡

こ
の
園
に
王
国
塵
里
と
あ
る
の
が
国
王
の
都
城
の
こ
i
)で
あ
っ
て
へ

.A

)

こ
を
中
心
と
し
て
四
方

へ
百
里
ま
で
の
地
域
が
郊
の
地
で
あ
り
'
そ
こ
に

は
六
つ
の
郷
が
置
か
れ
る
か
ら
六
郷
の
地
で
も
あ
る
が
'
郊
ほ
ま
た
都
城

か
ら
五
十
里
に
至
る
ま
で
の
近
郊
と
'
そ
れ
か
ら
百
里
に
至
る
ま
で
の
遠

郊
と
に
分
け
ら
れ
て
い
た
.
こ
の
郊
は
ま
た
国
中
と
も
栴
せ
ら
れ
た
.
国

中
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
'
そ
の
1
つ
は
都
城
の
所
在
地
'
即
ち
上
掲

の
園
に
言
う
王
国
塵
里
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
.て
､
そ
れ
は
周
薩
地
官

司
徒
篇
の
郷
大
夫
の
職
掌
の
所
に
見
え
る
後
漢
の
鄭
玄
の
註
に
､

国
中
'
城
郭
中
也
'

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
れ
は
都
市
国
家
の
名
残
り
で
あ
ろ
う
O
他

の
意
味
は
都
城
か
ら
外
の
百
里
四
方
の
郊
ま
で
も
含
め
て
の
場
合
で
あ

っ

2
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て
､
周
絶
秋
官
司
冠
篇
の
郷
土
の
職
掌
に
･｢郷
士
掌
二院
中
こ

と
あ
る
国
中
に
射
し
て
､.
鄭
玄
は
･

其
地
則
拒
二
王
城
一百
里
内
也
'
言
レ掌
二国
中
1'
此
主
二国
中
獄
1也
'
六
郷
之
獄
'
在
二国
中
r

と
註
し
て
い
て
'
郊
即
ち
六
郷
の
地
ま
で
を
も
国
中
と
言
う
場
合
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
.
然
ら
ば
､
国
中
の
外
の
百

1
里
か
ら
の
地

域
は
何
ん
と
栴
せ
ら
れ
た
か
と
言
う
に
'
こ
れ
は
野
と
絶
稀
さ
れ
た
.
周
縫
地
官
司
徒
篇
の
途
人
の
､職
掌
の
所
に
見
え
る
鄭
玄
の
註
に
は
､

郊
外
日
レ野
'
此
野
鳥
二旬

･
柏

･
鯨

･
都
｢

と
述
べ
て
､
郊
即
ち
国
中
の
外
は
野
と
紀
稀
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
国
王
の
直
轄
地
の
方
千
里
'
換
言
す
れ
ば
都
城
を
中
心
と
し
て
四
方

へ
五
百
里
の
地
域
は
'
大
き
ぐ
は
国
中
即
ち
邦
と
野
と
に

区
分
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
国
中
即
ち
郊
と
野
と
に
井
田
法
を
賓
施
す
る
に
普

っ
て
は
､
そ
の
賓
施
の
方
法
を
異
に
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ

は
孟
子
の
勝
文
公
章
句
上
篇
に
'

請
'
野
九

一
而
助
'
国
中
什

一
便
二日
賦
1.
卿
以
下
必
有
二圭
田
1.
圭
田
五
十
畝
'
除
夫
二
十
五
畝
'
死
徒
無
レ出
レ郷
へ
郷
田
岡
レ井
'
出

入
相
友
'
守
望
相
助
'
疾
病
相
扶
持
'
則
百
姓
親
睦
'
万
里
而
井
､
井
九
百
畝
､
其
中
夢

一公
田
｢
八
家
皆
私
二百
畝
｢
同
養
二
公
田
へ
公

事
畢
'
然
後
敢
治
二
私
事
1'
所
引
以
別
二野
人
1也
'
此
其
大
略
也
t

と
述
べ
て
あ
り
'
こ
の
l
文
の
最
初
の

｢
野
は
九

1
に
し
て
助
L
t
国
中
は
什

1
に
し
て
白
か
ら
賦
せ
し
む
｣
と
あ
る
の
ほ
'
野
で
は
九

1
に

し
て
助
す
る
井
田
法
が
行
な
わ
れ
'
国
中
は
什

1
に
し
て
臼
か
ら
賦
す
る
井
田
法
が
行
な
わ
れ
る
と
言
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
'
野

と
国
中
と
で
は
'
相
異
る
井
田
法
が
賓
施
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
野
は
九

一
に
し
て
助
す
る
と
言
う
の
は
'

1
井

九
百
畝
を
九
等
分
し
て
､
そ
の
中
央
の
百
畝
を
公
田
と
し
､
残
り
の
八
百
畝
を
百
畝
づ
つ
八
家
に
分
け
て
私
田
と
L
t
八
家
が
公
田
百
畝
を
共

同
耕
作
し
て
'
そ
の
収
穫
物
を
公
課
と
し
て
上
納
す
る
の
を
言
う
の
で
あ
っ
て
'
九
百
畝
の
中
の
育
畝
の
収
穫
物
を
公
課
と
す
る
か
tr(.
九

1

か

即
ち
九
分
の
一
の
税
と
な
る
の
で
あ
る
｡
､
こ
れ
を
助
と
言
う
の
は
'
次
に
引
用
せ
る
孟
子
に

｢助
者
'
籍
也
｣
と
あ
る
如
y
T
籍

す
と
言
う
意

か
す

味
で
あ
っ
て
'
こ
れ
に
封
す
る
後
漠
の
人

･
趨
岐
の
註
は

｢籍
者
'
借

也
'
猶
下
人
相
引
借
力
1
助
手
之
也
｣
と
言
い
'

民
衆
が
公
家
に
ガ
を
か

- 3-
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し
'
公
家
を
助
け
て
膏
畝
の
公
田
を
耕
作
す
る
か
ら
'
助
と
稀
す
る
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
｡
か
-
て
こ
の
公
田
を
設
け
る
井
田
法
は
野

の
地
域
で
行
な
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
そ
の
国
中
は
什

一
に
し
て
白
か
ら
賦
す
と
言
う
の
は
'

一
井
九
百
畝
を
全
部
私
田
と
し
て
'
九
家

に
百
畝
づ
つ
分
配
し
'

各
家
は
私
田
百
畝
を
耕
作
し
て
'

そ
の
収
穫
物
の
什

1
即
ち
十
分
の
1
を
公
課
と
し
て
上
約
す
る
の
を
言
う
の
で
あ

る
｡
つ
ま
り
こ
れ
は
公
田
を
設
け
な
い
井
田
法
で
あ
り
､
こ
れ
は
国
中
の
地
域
で
賓
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
日
か
ら
賦
す
と
言
う
こ
と

は
'
白
か
ら
賦
税
と
す
る
と
言
う
こ
と
に
他
な
ら
ず
'
趨
岐
は
こ
れ
を
貫
と
同
義
の
も
の
と
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
孟
子
の
侍
え
る
井
田
法
は
'

公
田
の
あ
る
も
の
と
無
い
も
の
と
の
二
種
で
あ

っ
て
'

公
田
の
あ
る
も
の
は
野
で
行
な
わ

tI

れ
'
･公
田
の
無

い
も
の
は
国
中
で
行
な
わ
れ
か
と
な
っ
て
い
る
が
､
孟
子
は
ま
た
同
じ
願
文
公
章
句
上
篇
の
所
で
'一

夏
后
氏
五
十
而
貢
､
段
人
七
十
而
助
'
周
入
官
畝
而
徹
'
其
賓
皆
什

一
也
'
徹
者
徹
也
､
助
者
籍
也
t

と
言
い
'
公
田
の
無
い
貢
法
'
即
ち
白
か
ら
賦
す
る
法
は
'
夏
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
井
田
法
で
あ
り
'
公
田
の
あ
る
助
法
は
段
に
お
い
て
行

な
わ
れ
た
井
田
法
で
あ
り
'
周
は
両
者
を
徹
し
て
'
即
ち
両
者
を
通
じ
て
'
二
つ
と
も
行
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
｡
な
お
鄭
玄
も
周
薩
冬
官
篇

考
工
記
の
匠
人
の
所
に
註
し
て
､

以
二載
師
職
及
司
馬
法
一論
レ
之
､
周
制
畿
内
用
二夏
之
貢
法
｢
税
レ夫
'
無
二公
田
r
以
11詩

･
春
秋

･
論
語

･
孟
子
]論
レ之
'
周
制
邦
国
用
二

段
之
助
法
1
割
二公
田
｢
不
レ税
レ
夫
'
貢
老
'
自
治
l夷
所
レ受
田
｢
貢
二其
税
穀
.･[
助
者
'
借
二民
之
力
へ
以
治
二公
田
(
叉
使
二政
敵
義

へ

畿
内
用
二頁
法
一着
へ
郷
途
及
公
邑
之
更
へ

旦
夕
従
二民
事
r
馬
下
其
促
レ之
以
レ公
使
せ
不
レ得
レ他
二其
私
(
.邦
囲
用
二助
法
1者
'

諸
侯
専
ニ
1

園
之
政
｢
馬
下
其
食
暴
税
レ民
無
41塾
t

と
言
い
'
周
の
井
田
法
で
は
'
国
王
の
直
轄
地
で
あ
る
畿
内
方
千
里
の
地
域
で
は
公
田
の
無
い
夏
の
貢
法
に
類
す
る
井
田
法
が
行
な
わ
れ
'
封

建
諸
侯
の
団
々
で
は
公
田
の
あ
る
段
の
助
法
に
類
す
る
井
田
法
が
行
な
わ
れ
た
と
述
べ
'
更
に
ま
た
国
王
の
直
轄
地
せ
諸
侯
の
国
々
と
で
相
異

な
る
井
貯
法
を
賓
施
す
る
理
由
を
も
説
明
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は
既
に
述
べ
て
あ
る
如
く

孟
子
の
願
文
公
上
筋
の
1
文
に
よ
り
'
国
王
の
直

轄
地
内
に
お
い
て
'
公
田
の
な
い
夏
の
貢
法
と
､
公
田
の
あ
る
殻
の
助
法
の
二
つ
の
系
統
に
ょ
る
井
田
法
が
行
わ
れ
た
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
ろ

4
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'
2

ぅ
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
鄭
玄
も
周
の
井
田
法
に
は
'
公
田
の
あ
る
も
の
と
無
い
も
の
と
の
二
つ
の
型
の
井
田
法
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
い
る
の

で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
周
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
井
田
法
に
は
↓

二
つ
の
種
類
の
も
の
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
'
い
ず
れ
の
場
合
に
も
民
衆
に
興
え

ら
れ
る
私
田
は
､
百
畝
が
基
本
単
位
で
あ
り
'

一
年
休
耕
'
二
年
休
耕
の
土
地
で
は
'
更
に
百
畝
乃
至
は
二
百
畝
の
田
土
が
増
し
て
興
え
ら
れ

る
の
で
あ
っ
て
'
民
衆
は
こ
の
私
田
の
使
用
用
益
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
公
家
が
こ
の
私
田
を
民
衆
に
班
給
す
る
に
普

っ
て
は
'
そ
の
班
給

の
基
準
は
何
に
置
い
て
い
た
か
と
い
う
に
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
服
部
宇
之
吉
博
士
の

｢
井
田
私
考
｣
に
は
'

即
ち
授
田
の
標
準
は
夫
妻
を
以
て

1
単
位
と
為
す
'
周
鰻
等
に
所
謂
幹
夫
と
は
男
子
丁
年
に
達
し
て
未
だ
妻
を
要
ら
ざ
る
者
を
云
へ
る
な

り
｡
丁
男
の
妻
を
要
り
し
者
は
正
夫
と
し
て
完
全
な
る
権
利
を
得
､
末
だ
室
を
有
せ
ざ
る
79
の
は
鉄
夫
と
し
て

1
部
分
の
権
利
を
得
る
の

み
Q
然
ら
ば
則
ち
丁
年
の
標
準
如
何
'
周
薩
獅
大
夫
の
職
に
国
中
自
二
七
尺
一以
及
二
六
十
TP
暦
日
二
六
尺
1以
及
二
六
十
有
五
1'
皆
征
レ之

と

あ
る
'
七
尺
及
び
六
尺
は
即
ち
丁
年
に
達
し
た
る
者
に
て
六
十
以
上
及
び
六
十
五
以
上
は
丁
年
の
過
ぎ
た
る
も
の
な
り
｡
征
は
役
に
廠
ず

る
こ
と
な
り
'
国
家
故
無
-
し
て
民
を
役
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
'
既
に
役
に
従
ふ
以
上
は
必
ず
之
に
封
し
て
相
首
の
権
利
を
興
ふ
.
即
ち

図
に
あ
り
て
は
七
尺
以
上
'
野
に
あ
り
て
は
六
尺
以
上
の
者
は
田
を
受
-
る
の
権
利
を
享
有
L
t
此
の
権
利
に
封
し
て
征
役
に
従
ふ
の
義

務
を
負
ふ
｡
但
し
其
の
丁
年
に
達
し
た
る
の
み
に
て
末
だ
室
を
有
せ
ざ
る
者
は
未
だ
完
全
の
権
利
を
享
有
す
る
を
許
さ
れ
ず
'
故
に
鉄
夫

と
云
ひ
て
正
夫
と
区
別
す
｡
権
利
既
に
完
全
な
ら
ざ
る
を
以
て
征
役
に
従
ふ
も
亦
限
り
有
り
'
周
鎧
に
よ
る
大
田
役
等
に
あ
ら
ざ
れ
は
飴

夫
悉
-
起
る
こ
と
無
き
は
是
な
り
｡
(
中
略
)

授
田
の
標
準
は
丁
年
に
達
し
室
を
有
す
る
者
を
正
夫
と
L
t

之
に
完
全
な
る

一
夫
の
権
利

を
興
ふ
る
に
あ
り
｡
云
云
｡

と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
服
部
博
士
の
説
明
は
'
井
田
法
に
お
け
る
授
田
の
原
則
を
遺
憾
な
-
論
断
し
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
'_
そ
の
後
身
で
あ

る
と
こ
ろ
の
晋
の
占
田

･
課
田
法
か
ら
始
ま
る
い
わ
ゆ
る
均
田
法
の
授
田
の
鉄
則
で
も
あ
る
｡
井
田
法
に
お
け
る
授
田
の
基
準
は
'
丁
男
で
あ⑳

っ
て
し
か
も
妻
を
繁

っ
て
室
を
構
え
た

一
夫
妻
を

一
つ
の
単
位
と
し
て
私
田
盲
畝
を
興
え
'
丁
男
で
は
あ
る
が
妻
を
撃

っ
て
お
ら
な
い
者
は

飴

5
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夫
と
稀
L
t
授
田
に
は
預
か
る
が
そ
の
受
け
る
面
積
は
百
畝
よ
り
少
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
り
'
･
こ
れ
等
の
授
田
に
封
す
る
民
衆
の

公
家
へ
の
反
封
給
付
の
絶
対
的
の
も
の
は
何
か
と
言
え
ば
'･
そ
れ
は
力
役
で
あ
り
'
そ
の
力
役
も
室
を
構
え
て
い
る
正
夫
は
全
量
を
負
拍
す
る

が
'
鉄
夫
は
全
量
を
負
培
し
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
｡
室
を
構
え
た

1
夫
婦
は
夫
家
と
稀
せ
ら
れ
た
.
そ
れ
は
周
絶
地
官
司
徒
第
の
途
人
の
職

掌
に
､以

二歳
時
7登
二英
夫
家
之
衆
寡
'
及
其
六
畜
車
聾
r

と
あ
る
夫
家
に
対
し
て
｢
.鄭
玄
は

｢
夫
家
猶
レ
言
二男
女
】也
｣

と
註
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
る
が
'

ま
た
時
に
は
軍
に
夫
と
も
栴
せ
ら
れ

た
｡
そ
れ
は
矢
張
り
同
じ
途
人
の
職
掌
に
'

ハ
ゴ
ト
こ

上
地
夫

一
厘
'
田
百
晦
'
莱
五
十
晦
'
飴
夫
亦
如
レ之
'

と
あ
る
こ
の
夫
に
封
す
る
授
田
に
'
鄭
衆
は

｢
戸
計
二
一
夫

1
婿
7而
賦
二之
田
こ

と
註
し
て
お
り
'
ま
た
孟
子
の
寓
章
章
句
下
篇
に
'

耕
者
之
所
レ獲
'

一
夫
百
畝
'
百
畝
之
糞
'
上
農
夫
食
二九
人
｢

と
あ
る

1
夫
百
畝
に
対
し
て
'

題
岐
は

｢
一
夫

1
婦
'
佃
二
田
百
畝
4'
百
畝
之
田
'
加
レ之
以
レ糞
'
云
云
｣

と
註
し
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
到

る
で
あ
ろ
う
｡

る
の
で
あ
る
｡
し
か
る
に
夫
と
妻
の
取
得
分
を
別
々
に
し
て
記
載
せ
ず
'
単
に
夫
の
み
に
輿
え
る
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
の
は
､
女
た
る
妻
に

は
授
田
に
預
か
る
資
格
が
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
疫
田
に
預
か
る
と
力
役
に
従
う
義
務
が
生
ず
る
こ
と
は
'
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

⑧

が
'
女
は
こ
の
力
役
が
科
せ
ら
れ
な
い
'
科
し
て
は
な
ら
な
い
階
級
で
あ

っ
た
｡
詩

経
の
大
雅
篇
陪
印
の
詩
に
'

ハ
シ

や

ム
ヤ

ノ

ヲ

婦
無
二公
事
｢

休

二
其

諾
織

｢

と
あ
る
の
も
'

婦
人
は
国
家
の
力
役
は
免
除
さ
れ
て
い
て
､

専
ら
家
庭
に
在

っ
て
票
織
に
力
む
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
｡
服
部
宇
之
吉
博
士
は
そ
の

｢
井
田
私
考
｣

の
中
で

｢婦
女
は
固
よ
り
征
役
に
従
ふ
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
｣

と
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ

6



253

う
に
し
て
'
女
に
は
力
投
が
及
ば
な
い
か
ら
'
従
っ
て
授
田
に
預
か
る
資
格
も
無
い
わ
け
で
あ
る
｡

室
を
構
え
た

一
夫
が
得
る
私
田
百
畝
は
t
.農
耕
地
で
あ
る
か
ら
'
家
屋
を
建
て
る
敷
地
は
'
別
に
興
え
ら
れ
た
.
孟
子
の
梁
恵
王
章
句
上
簾

や
壷
心
章
句
上
篇
に
'

五
畝
之
宅
'
樹
レ之
以
レ桑
'
五
十
着
可
二以
表
す
南
桑
'
鶏
豚
狗
裁
之
畜
'
無
レ失
二其
時
｢
七
十
着
可
二以
食
す
肉
莫
'
育
畝
之
田
'
勿
レ奪
こ

共
時
表

口
之
家
,
可
二以
無
駄

英
､
(請

謁

的
一

と
あ
る
の
や
､
萄
子
の
大
略
篇
に
'

家
五
畝
宅
'
百
畝
田
'
務
二其
業
]而
勿
レ奪
二共
時
r
所
ニ~以
富
]也
'

と
あ
る
よ
㌢
に
'
宅
地
と
し
で
五
畝
が
興
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡
こ
の
五
畝
の
地
は
た
だ
家
を
建
て
る
ば
か
り
で
な
く
t
.各
家
が
養

悪
の
た
め
の
桑
を
植
え
た
り
'
或
は
家
嵐
を
飼
養
し
た
り
'
野
菜
を
栽
培
す
る
場
所
に
使
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
｡
か
く
し
て
私
田
育

畝
と
宅
地
五
畝
と
で
'
人
類
が
生
活
す
る
に
は
事
か
か
ぬ
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
授
田
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

公
家
か
ら
土
地
の
班
給
を
う
け
た
民
衆
は
'
こ
れ
に
よ
う
て
公
家
に
負
う
義
務
に
は
'
力
役
が
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
'
こ
の
外
に
も

あ

っ
た
｡
孟
子
は
そ
の
轟
心
章
句
下
筋
で
'

有
二布
棲
之
征

･
粟
米
之
征

･
力
役
之
征
(
君
子
用
二英

一
]緩
二英
二
(
用
二英
二
】而
民
有
レ揮
'
用
二其
三
]而
父
子
離
､

と
述
べ
て
お
り
'
布
緯

･
粟
米

･
力
役
の
三
公
課
が
あ
る
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
'
こ
の
三
種
の
中
で
力
役
は
土
地
の
班
給
に
預
か
る
丁
男

が
負
う
べ
き
も
の
で
あ
り
'
粟
米
は
班
給
農
耕
地
の
田
租
で
あ
る
は
論
を
侠
た
な
い
こ
と

で
あ
る
が
'
布
綾
は
穀
類
の
′み
を
栽
培
す
る
私
田
で

は
生
産
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
養
麓
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
桑
を
栽
培
す
み
五
畝
の
宅
地
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能

な
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
宅
地
の
班
給
に
預
か
る
の
は
､
室
を
有
す
る
丁
男
で
あ
る
か
ら
'
室
を
有
す
る
'
換
言
す
れ
ば
戸
を
構
え
て
い
る
丁
男

が
負
揺
す
る
公
課
で
あ

っ
て
'
室
を
持
た
な
い
鉄
夫
は
負
捨
し
な
い
公
課
で
あ
る
｡
即
ち
こ
､れ
は
戸
を
客
膿
と
す
る
公
課
で
あ
る
｡
.
戸
を
客
鮭

と
す
る
公
課
は
'
菅
の
占
田

･
課
田
法
に
舶
ま
る
瀬
田
酌
な
土
地
法
で
は
'
声
調
即
ち
調
と
し
て
有
在
す
る
が
'
瀬
田
酌
な
土
地
潜
で
は
.
1こ

7
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の
謁
の
外
に
公
課
と
し
て
粗
と
力
役.
と
が
あ

っ
た
6
こ
の
謁
と
租
と
力
役
の
三
種
の
挽
役
は
､
井
田
法
の
上
記
の
布
接
の
征

･
粟
米
の
征

･
力

役
の
征
と
は
'
全
-
同

一
種
類
'
同

1
性
質
の
も
の
で
あ
る
は
'
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
知
り
得
る
が
'
中
国
中
世
に
行
な

わ
れ
た
均
田
的
な
土
地
法
は
'
土
地
制
度
そ
の
も
の
が
井
田
法
の
原
理
を
綾
承
し
た
だ
け
で
な
く

そ
の
土
地
制
度
に
随
伴
す
る
税
役
制
度
を

も
ま
た
'
そ
の
ま
ま
胎
承
し
た
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
な
周
の
井
田
法
は
'
西
周
の
時
に
ど
の
程
度
行
な
わ
れ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
'
こ
の
法
の
後
世
へ
の
影
響
は
極
め
て
大

き
く
'
こ
の
法
を
離
れ
て
は
'
中
国
中
世
の
均
田
的
な
土
地
法
を
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
.
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
'
こ
れ
よ
り
論
を
進

め
よ
う
｡

二

晋
の
律
令
の
成
立
と
そ
の
土
地
法

中
国
の
律
令
は
元
来
は
法
家
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
'
こ
れ
を
刑
法
的
な
律
と
非
刑
法
的
な
令
と
の
二
つ
に
大
別
す
る
の

が
そ
の
特
徴
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
し
か
も
令
よ
り
も
律
の
方
が
先
に
成
立
し
た
の
で
あ

っ
て
'
律
の
形
式
は
､
戦
国
時
代
の
初
め
の
頃
に

魂
の
文
侯
の
師
の
李
怪
が
法
経
六
篇
を
著
わ
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
'
初
め
て
整

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
律
は
そ
の
後
'
秦
の
商
軟
や
李
斯
'

及
び
漠
初
の
粛
何
な
ど
の
手
に
よ
っ
て
益
々
整
え
ら
れ
て
行

っ
た
が
'
令
も
既
に
戦
国
時
代
に
律
令
と
い
う
言
葉
が
生
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

か
ら
'
こ
の
頃
に
律
と
共
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
後
世
の
令
の
如
く
'
律
の
外
に
存
在
し
て
非
刑
法
的
な
法
典
を
な
し
て
は

い
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
'
律
に
随
伴
す
る
補
助
的
な
副
法
に
過
ぎ
ず
'
君
主
が
必
要
に
麿
じ
て
護
布
す
る
単
行
法
で
あ
り
'
従

っ
て
そ
の
内

容
は
刑
法
的
の
も
の
も
あ
り
'
非
刑
法
的
の
も
の
も
あ

っ
て

一
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
｡
そ
の
令
が
後
に
律
と
完
全
に
分
離
し
て
猪
立
し
た
非

刑
法
的
法
典
と
な
り
'
更
に
は
律
令
そ
の
も
の
の
性
格
が
法
家
的
の
も
の
か
ら
儒
家
的
の
も
の
へ
と
大
き
-
奨
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
'

前
漠
の
武
帝
が
儒
教
を
以
て
国
教
と
定
め
'
儒
教
以
外
の
諸
家
の
撃
を
摺
斥
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
｡

④

ノ

ル

ラ

.ノ

ニ

武
帝
が
儒
教
を
以
て
国
数
と
定
め
た
の
は
､
元
光
元
年
(
前

二
二
四
)
に
な
し
た
董

仲
野
の

｢
臣
愚
以
馬
'
諸

不
レ在
二
六
蛮
之
科
孔
子
之
術
]

8
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者
､
皆
絶
二其
道
｢
勿
レ使
二並
進
｢
邪
躍
之
説
滅
息
､
然
後
統
紀
可
レ
一
㌧
而
法
度
可
レ明
､
民
知
レ所
レ従
臭
｣

と
い
う
封
策
を
嘉
納
し
た
こ
と

に
よ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
'
小
島
拓
馬
先
生
は
､
こ
れ
に
つ
い
て
そ
の
著

『
古
代
支
那
研
究
』
に
収
め
て
い
る

｢支
那
の
学
問
の
固
定
性
と
漢

代
以
後
の
紅
合
｣
に
お
い
て
'

｢儒
家
の
経
典
は
漠
の
武
帝
の
時
代
に
然
り
し
如
-
'
そ
れ
以
後
に
於
い
て
も
依
然
と
し
て
支
那
社
食
の
政
治

上
の
根
本
法
典
で
あ
っ
た
.
す
べ
て
国
家
の
制
度
法
規
は
此
の
根
本
法
典
か
ら
流
出
す
る
の
で
あ
る
｣
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

武
帝
以
後
の
諸
王
朝

･
諸
国
家
は
'
武
帝
の
こ
の
儒
教
を
国
是
と
す
る
方
針
を
い
ず
れ
も
踏
襲
し
た
が
故
に
'
小
島
先
生
が
言
わ
れ
る
よ
う

に
'
武
帝
以
後
の
諸
王
朝
の
国
家
と
し
て
の
制
度
法
規
即
ち
律
令
は
､
儒
教
の
経
典
か
ら
流
れ
出
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
..
し
か
ら
ば
儒

教
の
経
典
の
中
で
法
典
的
性
質
の
も
の
は
何
か
と
言
え
ば
'
そ
れ
は
絶
類
で
あ
る
｡
虚

数
の
中
で
も
特
に
周
鐙
が
主
で
あ
り
､
薩
記
の
王
制
篇

も
ま
た
法
典
的
性
質
を
持

っ
て
い
る
.
絶
類
が
法
典
的
性
質
の
経
典
で
あ
る
に
つ
い
て
は
'
市
村
項
次
郎
博
士
が
そ
の
著

『
東
洋
史
統
』
竜

一

の

｢戦
国
時
代
の
大
勢
及
び
そ
の
文
化
｣
の
所
で
'

｢
周
初
の
薩
は
社
食
の
秩
序
を
整

へ
る
機
関
を
線
種
し
た
7?
の
で
'
そ
の
範
囲
は
極
め
て

磨
-
普
通
の
縫
儀
は
勿
論
'
制
度

･
法
律
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
居

っ
た
｣
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
前
漠
の
武
帝
が
儒
教
を
以
て
国
教
と
定
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
'
国
家
の
律
令
が
法
家
的
の
も
の
か
ら
儒
家
的
の
も
の
へ
と
襲
化

す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
'
こ
の
襲
化
は
直
ち
に
起

っ
た
か
と
言
う
に
'
保
守
的
な
古
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
'
徐
々
に
変
化
し
て
行
き
'
ま
た

律
と
令
と
の
分
離
も
周
鎧
の
第
日
の
影
響
な
ど
を
う
け
て
'
こ
れ
も
徐
々
に
行
な
わ
れ
て
'
律
令
の
儒
教
化
及
び
律
と
令
と
の
分
離
化
が
完
全

⑧

に
な
し
と
げ
ら
れ
た
の
は
'
晋

の
時
で
あ

っ
た
｡
そ
の
昔
の
律
令
の
編
纂
は
'
晋
の
武
帝
の
泰
始
三
年

(
二
六
七
)
に
終

っ
て
'
そ
れ
は
翌
四

年
に
武
帝
の
制
定
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
｡
そ
の
こ
と
は
晋
書
巻
三
十
刑
法
志
に
'

凡
律
令
合
二
千
九
百
二
十
六
傑

･
十
二
寓
六
千
三
百
言

･
六
十
巻
'
故
事
三
十
巻
､
春
始
三
年
'
事
畢
表
上
'
(中
略
)
四
年
正
月
'
大
Tf

赦
天
下
丁
乃
班
二新
律
｢

と
あ
る
の
や
'
晋
書
巻
三
武
帝
本
紀
に
'

泰
始
四
年
春
正
月
景
戊
､
律
令
成
'
封
レ爵
賜
レ畠
､
各
有
レ差
､

9
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と
あ
る
に
よ
っ
て
判
る
で
あ
ろ
う
｡
｢
こ
の
二
史
料
で
'
刑
法
志
は
泰
始
三
年
に
律
令
の
編
纂
の
仕
事
は
終
了
を
告
げ
､
翌
四
年
正
月
に
新
律
を

賛
布
し
た
と
言
い
'
武
帝
本
紀
は
た
だ
泰
始
四
年
正
月
に
律
令
が
出
来
上

っ
た
の
で
'
編
纂
関
係
者
に
論
功
行
賞
が
あ

っ
て
'
葦
布
の
こ
と
は

述
べ
て
お
ら
な
い
｡
こ
れ
は
泰
始
四
年
正
月
に
は
､
令
も
律
と
共
に
制
定
塗
布
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
刑
法
志
に
は
律
の
襲
布
の
み
を
言

っ
て
令
の
こ
と
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
の
ほ
'
刑
法
志
は
律
の
こ
と
を
の
み
取
扱
う
も
の
で
あ
る
か
ら
'
令
の
登
布
に
ま
で
は
言
及
し
な
か
.つ

た
の
で
あ
ろ
う
｡

菅
の
律
令
は
上
記
の
刑
法
志
に
あ
る
よ
う
に
'
二
つ
合
わ
せ
て
六
十
巻
'
即
ち
六
十
篇
で
あ
っ
た
が
'
こ
の
六
十
篇
の
中
で
律
は
二
十
嘉
で

居
り
'
令
は
四
十
篇
で
あ
っ
た
.
こ
の
令
四
十
篇
の
篇
目
H;
,
大
唐
六
典
巻
六
刑
部
第
の
刑
部
郎
中

･
員
外
部
の
職
掌
の
所
に
あ
る
李
林
甫
ら

の
註
に
'

′

晋
命
二頁
充
等
1'
挟
二令
四
十
篇
r
･1
戸
へ
二
畢
'
三
冥
土
'
四
官
品
'
五
吏
員
'
六
俸
摩
'
七
服
制
'
八
両
'
･九
戸
調
'
十
佃
'
十

一
復

除
'
十
二
閑
市
'
十
三
捕
亡
'
十
四
獄
官
'
十
五
鞭
杖
'
十
六
賢
察
疾
病
'
十
七
喪
葬
'
十
八
薙
上
'
十
九
薙
中
'
二
十
雑
下
へ
(中
略
)

三
十
三
至
二
三
十
八
]皆
軍
法
､
三
十
九

丁
四
十
皆
妊
法
t

と
見
え
て
い
る
｡
こ
の
律
令
の
外
に
'
晋
書
の
刑
法
志
に
は
'
故
事
三
十
巻
も
造
ら
れ
た
と
あ
る
｡
こ
の
故
事
と
は
､
大
唐
六
典
巻
六
の
同
じ

刑
部
郎
中

･
員
外
邸
の
職
掌
に
あ
る
李
林
甫
ら
の
註
に
'

蓋
編
三･線
普
時
制
勅
永
夢
蔭

則
｢
以
夢

政
事
]'
漠
建
武
有
二徴
令
故
事
上
中
下
三
篇
｢
皆
刑
法
制
度
也
'
青
票
充
等
撰
二
律
令
TP
兼
則
コ定

⑥

常
時
制
詔
之
保
1番
二故

事
三
十
巻
r
輿
二律
令
]並
行
'
梁
易
二故
事
1番
二染
料
三
十
巻
t.
察
法
度
所
二制
定
｢
陳
依
レ梁
'
後
貌
以
レ格
代
レ

科
t.

於
二麟
祉
殿
7制
定
'
名
馬
二麟
祉
格
7'

と
説
朋
し
て
い
る
如
く

･後
世
の
格
の
こ
と
で
あ
る
.
北
魂
の
時
か
ら
格
と
稀
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
.
更
に
は
ま
た
'
こ
の
頃

既
に
式
も
存
在
し
た
｡
そ
れ
は
菅
書
巻
二
十
大
食
貨
志
に
'

及
二平
レ英
之
後
T
(中
略
)
又
制
二戸
調
之
式
r
T
男
之
戸
'
歳
輸
二絹
三
匹

･
綿
三
斤
(
女
及
次
丁
男
為
レ
戸
者
'
年
輪
'
其
諸
過
郡
或
三

10
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分
之
二
㌧
達
者
三
分
之

一
'
英
人
輪
一奏
布
r
戸

一
匹
'
達
者
或

1
丈
t

と
あ
っ
て
'
戸
調
式
の
例
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡I
戸
調
は
令
と
し
て
既
に
泰
始
四
年

(
二
六
八
)
.
に
制
定
さ

れ
た
泰
始
令
四
十
篇
の
第
九
篇
目
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
'
上
掲
の
泰
始
令
の
第
日
の
説
明
に
よ
っ
て
知
ら
れ
よ
う
｡
そ
の
戸
調
令
の

施
行
細
則
と
し
て
の
式
が
'
平
レ英
之
後
に
制
定
さ
れ
た
と
言
う
の
で
あ
り
'

呉
を
平
定
し
た
の
は
太
康
元
年

(
二
八
〇
)
で
あ
る
か
ら
'
戸

調
の
本
命
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
'
十
数
年
後
に
そ
の
施
行
細
則
が
制
定
さ
れ
た
次
第
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
後
世
の
律

･
令

･
格

･
式
の

四
種
の
法
典
は
'
晋
の
時
に
既
に
律

･
令

･
故
事

･
式
の
名
稀
で
出
来
て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
菅
の
律
令
の
編
纂
者
は
頁
充
や
杜
預
ら
で
あ
る
が
'
杜
預
が
中
心
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
杜
預
は
法
律
家
で
あ
っ
た
と
共
に
､
春
秋

左
氏
侍
の
註
も
作
り
'
呉
を
平
定
す
る
際
の
将
軍
で
も
あ
り
､
度
支
尚
書
に
任
ぜ
ら
れ
る
程
の
政
治
家
で
も
あ

っ
た
｡
彼
は
律
令
を
編
纂
し
た

外
に
'
こ
の
律
令
の
註
解
も
作

っ
た
の
で
あ
る
が
'･
こ
の
註
解
を
武
帝
に
献
げ
る
際
の
上
奏
文
の
1
部
と
思
わ
れ
る
も
の
が
'
我
が
養
老
の
官

位
令
の
集
解
の
或
云

(咽
臥
駈
酎
誌

'露

人
一
の
中
に
含
ま
れ
て
残

っ
て

る
｡
そ
れ
は

杜
預
奏
事
云
､
古
之
刑
書
'
銘
二之
鼎
鐘
r
章
二之
金
石
l'
斯
所
刊.以
塞
二兵
端
】絶
中
異
理
上
也
'

凡
令
以
二教
職
山番
レ宗
'

律
以
二懲
正
一為
レ

本
'
此
二
法
雄
二前
後
異
7
時
'
並
以
レ仁
為
レ旨
也
t

と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
杜
預
の
逸
文
は
'
中
国
の
全
上
古
三
代
秦
漠
三
園
六
朝
文
の
中
の
全
音
文
に
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
'
我
が
国
に

⑦

だ
け
残

っ
て
い
る
杜
預
の
律
令
に
つ
い
て
の
大
切
な
逸
文
で
あ
る
｡
こ
の
杜
預
の
逸
文
に
お
い
て
は
､
先
ず
以
て
刑
書
が
春
秋
時
代
に
鼎
に
鋳

つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
言
い
'
次
に
令
は
教
令
法
で
あ
り
律
は
刑
罰
法
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
'
更
に
そ
れ
か
ら

｢此
二
億
薙
二前
後
異
7
時
｣

と
言

っ
て
律
と
令
と
の
成
立
は
同
時
で
な
く
て
時
を
異
に
し
て
い
た
と
述
べ
て
か
ら
､
最
後
に
律
TU
令
と
の
性
格
を
明
か
に
し
て
.r
並
以
レ仁

為
レ旨
也
｣
と
述
べ
て
結
論
と
し
て
い
る
O
｢
並
び
に
仁
を
以
て
旨
と
な
す
｣
と
は
'
晋
の
律
令
は
儒
教
の
最
高
道
徳
で
あ
り
'
儒
教
の
根
本
原

理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
仁
を
本
旨
と
し
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'
こ
れ
を
編
纂
者
の
赴
預
自
身
が
言
う
の
で
あ
る
か
ら
'

こ
れ
ほ
ど
確
か
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
｡
小
島
南
馬
先
生
の

｢中
国
の
国
家
の
倒
産
法
規
は
'
儒
教
の
根
本
法
典
か
ら
流
れ
出
る
｣
と
の
論

- ll-
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断
は
'
か
く
て
晋
の
律
令
に
至
っ
て
､
初
め
て
完
全
に
賓
現
を
見
た
次
第
で
あ
る
が
､
律
と
令
と
の
分
離
も
こ
の
時
に
完
全
に
出
来
､
ま
た
令

は
数
令
法
即
ち
非
刑
罰
的
な
民
政
法
典
'
律
は
ど
こ
ま
で
も
刑
法
典
と
成
り
終

っ
た
の
も
こ
の
時
で
凍
る
は
'
こ
れ
ま
た
杜
預
の
上
記
の
逸
文

が
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

以
上
の
如
き
律
令
に
つ
い
て
の
諸
改
編
は
'
い
ず
れ
も
育
以
後
の
律
令
に
影
響
し
'
晋
以
後
の
律
令
は
'
晋
の
律
令
の
方
針
を
そ
わ
ま
ま
踏

襲
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
ら
ば
晋
の
律
令
は
'
何
を
接
り
所
と
し
て
改
編
を
行
っ
た
か
と
い
う
に
'
こ
れ
は
儒
教
の
法
典
的
経
書
で
あ
る
周
鐙

に
掠

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
周
腔
は
天

･
地

･
春

･
夏

･
秋

･
冬
の
六
官
簾
か
ら
成
り
'
そ
の
中
で
秋
官
篇
が
刑
法
典
で
あ
る
以
外
の
残
り
の

r山

五
官
雷
は
､
い
ず
れ
も
非
刑
罰
的
な
民
政
法
典
を
な
し
'
刑
罰
と
非
刑
罰
と
が
完
全
に
区
別
さ
れ
た
法
典
を
な
し
て
い
る
｡
儒
教
的
な
律
令
を

編
纂
す
る
に
は
'
嘗
然
の
こ
と
と
し
て
周
薩
に
掠
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
完
全
に
儒
教
的
法
典
と
な
り
終

っ
た
晋
の
律
令
に

盛
ら
れ
て
い
る
土
地
法
は
'
こ
の
律
令
の
性
格
か
ら
し
て
も
'
儒
教
の
土
地
法
で
あ
る
と
こ
ろ
の
井
田
法
に
範
を
採
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
'
こ
の
土
地
法
の
内
容
を
究
め
な
-
て
も
'
十
分
に
想
察
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
｡
賓
際
ま
た
井
田
法
の
原
理
に
従
っ
て
｢
.管
の
土
地
法
は

立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
｣
｣
の
土
地
法
を
こ
れ
か
ら
説
く
こ
と
と
す
る
が
へ
そ
の
前
に
青
書
に
あ
る
こ
の
土
地
法
に
関
す
る
文
献
の
従
来

の
取
扱
い
方
に
つ
い
て
'
少
し
く
述
べ
て
置
-
必
要
が
あ
る
か
ら
'
そ
れ
か
ら
先
ず
述
べ
よ
う
｡
･

晋
の
土
地
法
は
泰
始
四
年

(
二
六
八
)
に
制
定
さ
れ
た
育
令
の
第
十
篇
目
の
佃
令
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
'
十
分
想
像
さ
れ
る
こ
と
で

⑧

あ
る
｡
佃

令
は
田
令
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
第
九
篇
目
の
戸
調
令
に
つ
い
て
は
､
そ
の
施
行
細
則
た
る
戸
調
式
が
呉
を
平
定
し

た
太
康
元
年

(
二
八
〇
)
の
後
に
制
定
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
て
あ
る
｡
更
に
ま
た
第
十

1
第
目
の
復
除
令
に
は

お
そ
ら
-
力
役
制
度
が
規
定
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
'
晋
の
土
地
法
は
第
十
篇
目
の
佃
令
即
ち
田
令
に
規
定
さ
る
べ
き
も

⑨

の
で
あ
り
'
租
税
の
一
種
で
あ
る
調
を
規
定
し
た
第
九
篇
目
の
戸

調
令
や
'
力
役
を
規
定
し
た
と
思
わ
れ
る
第
十

一
第
目
の
復
除
令
な
ど
の
取

扱
う
事
項
で
は
な
い
｡
言
わ
ん
や
調
の
施
行
細
則
た
る
戸
調
式
と
は
全
-
の
無
関
係
で
あ
る
は
'
最
早
や
何
等
の
説
明
も
必
要
と
し
な
い
の
で

あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
が
我
が
撃
界
で
は
誤
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
'
こ
の
誤
り
は
三
十
数
年
来
績
い
て
現
在
に
至
-
'
現
在
に
お
い
て
も
誤

12
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っ
て
い
る
の
で
あ
る
Q
我
が
国
に
お
い
て
､
こ
の
誤
り
の
先
頭
に
立
っ
た
の
は
仁
井
田
陸
氏
で
あ
ろ
-
O
そ
れ
は
同
氏
が
昭
和
八
年
三
月
に
刊

行
し
た

『唐
令
拾
遺
』
田
令
の
第
二
十
二
の
頁
六

二
二
の
所
に
'

青
戸
調
令

男
子

7
人
占
田
七
十
畝
'
女
子
三
十
畝
'
其
外
丁
男
課
田
五
十
畝
'
丁
女
三
十
畝
､
次
丁
男
牛
之
'
女
則
不
課
'
(
こ

一
､
替
書
巻
二
十
六
食
貨
季

通
典
竺

食
貨

高

調
上

戸
調
之
式
,ul
艶

LL
撃

男
三

人
占
望

十
畝
,
女
子
三
十
畝
,
(
以
下
輿

本
文
同
)

こ
こ
に
は

｢戸
調
之
式
｣
と
あ
る
が
'
晋
令
の
篇
目
に
い
ふ
戸
調
令
で
あ
ら
う
｡
程
樹
徳
氏
も
本
文
を
戸
調
令
の
分
類
に
入
れ
て
居

る
｡

_

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡-
｣
の
l
文
を
謹
ん
で
誰
人
も
先
ず
以
て
直
ち
に
気
づ
-
こ
と
は
'
仁
井
田
氏
が
令
と
式
と
の
区
別
'
及
び
そ
の
制
定
年

月
の
相
違
を
全
-
無
税
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
即
ち
仁
井
田
氏
は
泰
始
四
年

(
二
六
八
)
に
制
定
さ
れ
た
声
調
令
と
'
呉
を
平
定
し

⑩

た
太
康
元
年

(
二
八
〇
)
の
後
に
制
定
さ
れ
た
声
調
之
式
と
は
'.
同
十
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
こ
れ
は
式

は
令
の
施
行

細
則
で
あ
る
と
い
う
令
と
式
と
の
法
典
と
し
て
の
性
格
の
相
違
も
'
ま
た
両
者
の
制
定
年
月
の
相
違
も
'
全
-
無
税
し
て
の
議
論
で
あ
る
｡
こ

の
よ
う
に
し
て
仁
田
井
氏
は
勝
手
に
戸
調
之
式
を
ば
戸
調
令
に
改
め
へ
更
に
そ
れ
か
ら
進
ん
で
そ
の
戸
調
令
に
盛
ら
れ
て
い
る
と
し
で
晋
の
土

地
法
の
所
謂
る
占
田

･
課
田
法
を
候
文
化
し
て
掲
げ
て
い
る
O
こ
れ
は
菅
の
佃
令
即
ち
田
令
を
無
税
し
た
議
論
で
あ

っ
て
'
租
税
の
一
種
の
調

を
規
定
し
た
戸
調
令
に
'
土
地
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
等
は
な
い
の
で
あ
る
.
こ
れ
は
こ
の
租
税
と
し
て
の
声
調
が
創
っ
た
三
国
魂
の
声
調
を

⑳

見
て
も
'
ま
た
晋
の
律
令
を
縫
承
し
て
い
る
南
北
朝

･
情

･
唐
の
諸
律
令
を
見
て
も
判
る
こ
と
で
あ
る
｡
仁

井
田
氏
は
以
上
の
如
き
考
え
を
'

中
国
の
法
制
史
を
研
究
し
始
め
た
頃
か
ら
､
既
に
持

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
は
同
氏
が
中
国
法
制
史
家
と
し
て
最
初
に
顎
表
さ
れ
た
と

こ
ろ
の
国
家
撃
禽
雑
誌
第
四
三
巻
の
第
十
二
親

(昭
和
四
年
十
二
月
夜
行
)
に
載
せ
た
論
文

｢古
代
支
部

･
日
本
の
土
地
私
有
制
｣
H
の
頁
三

四
-
三
五
に
お
い
て
'

.
菅
の
世
祖
武
帝
が
呉
を
亡
し
て
間
も
な
く

.
土
地
私
有
の
最
高
限
度
を
規
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
云
云
｡

- 13■-
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と
述
べ
て
お
り
､
戸
調
之
式
が
制
定
さ
れ
た
平
英
之
後
の
時
に
､
土
地
法
の
規
定
が
出
来
た
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
､
そ
の
こ
と
が
窺

え
る
の
で
あ
る
｡
仁
井
田
氏
の
こ
の
誤
り
は
､
仁
井
田
氏
が
述
べ
て
い
る
如
-
'
程
樹
徳
氏
の

『
九
朝
律
考
』
巻
下
に
収
め
ら
れ
て
い
る
音
律

考
巻
下
に
'
戸
調
令
と
し
て
'･
青
書
食
貨
志
の
及
二平
レ呉
之
後
r
(中
略
)
叉
制
二戸
調
之
式
t
の
1
文
'
即
ち

.

丁
男
之
戸
､
歳
輪
二絹
三
匹

･
綿
三
斤
r
女
及
次
丁
男
馬
レ戸
者
､
年
輪
'
其
諸
連
郡
或
三
分
之
二
'い
達
者
三
分
之

二

英
人
輸
二軍
布
｢

一

戸

1
匹
'
遺
著
或

1
丈
へ
男
子

1
人
'
占
田
七
十
畝
､
女
子
三
十
畝
'
其
外
丁
男
｢
､課
田
五
十
畝
へ

丁
女
二
十
畝
'
次
丁
男
牛
レ之
'
女

.
則
不
課
'
男
女
年
十
六
己
上
至
二
六
十
山盛
二正
T
｢
十
五
己
下
至
二十
三
1'
六
十

1
己
上
室
二
六
十
五
一番
;1次
丁
7.
.十
二
己
下

こ
ハ
十
六
己

上
馬
二老
中
｢
不
レ事
､
遠
夷
不
課
田
老
'
輸
二義
米
1'
戸
三
斜
'
達
者
五
斗
'
極
達
者
輸
二算
鏡
r
人
二
十
八
文
､

一

を
掲
げ
'
末
尾
に
割
註
と
し
て

｢食
貨
志
引
戸
調
式
｣
と
記
し
て
い
る
の
を
信
じ
た
こ
と
に
困
る
の
で
あ
る
｡
程
樹
徳
氏
は
こ
の
1
文
全
部
が

声
調
式
で
あ
り
'
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
戸
調
令
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
､-
こ
れ
を
仁
井
田
氏
が
信
じ
て
上
記
の
如
く

声

調
式
を
以
て
戸

l

訊
令
と
し
へ
以
て
菅
の
土
地
法
を
説
-
に
至
っ
た
の
で
あ
る
.
仁
井
田
氏
の
外
に
も
､
そ
の
頃
に
こ
の
よ
う
な
説
明
を
な
す
学
者
が
我
が
国
に

1

は
存
在
し
た
が
,
こ
の
よ
う
な
撃
説
が
非
常
に
我
が
学
界
に
影
響
し
て
,
現
在
に
お
い
て
も
晋
の
土
地
法
を
戸
訊
式
で
説
-
の
が
,壷

界
の
常

1

識
と
な
っ
て
い
る
｡
私
も
初
め
は
こ
の
よ
う
な
説
を
信
じ
て
菅
の
土
地
法
を
取
扱

っ
て
い
た
が
'･

後
に
な
っ
て
晋
の
律
令
全
膿
を
究
め
る
に
及

t)

ん
で
'
そ
れ
が
大
な
る
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
次
第
で
あ
る
｡
尾
張
藩
の
儒
者

･
奥
田
永
業
は
､
そ
の
著
の
ー『
治
具
十
三
候
』
の
巻

一

田
賦
考
で
晋
の
戸
調
之
式
を
取
扱

っ
て
い
る
が
'
そ
れ
に
は
調
の
こ
と
だ
け
を
記
載
し
'
土
地
や
力
役
の
こ
と
は
記
載
し
て
お
ら
な
い
｡

上
掲
の
所
謂
る
育
書
食
貨
志
の
戸
調
之
式
の
一
文
は
'
初
め
に
戸
調
式
を
言
い
'
次
に
佃
令
即
ち
田
令
の
土
地
法
が
述
べ
ら
れ
'
次
に
戸
令

の
正
丁

･
次
丁

･
老
中
制
度
が
述
べ
ら
れ
て
'
最
後
に
復
除
令
に
よ
る
力
役
制
度
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
-
で
あ

っ
て
'
よ

れ
等
の
･諸
令
を
適

昔
に
混
え
て

1
文
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
従

っ
て

｢
及
二平
レ英
之
後
こ

と
い
う
の
は
戸
調
式
を
制
定
し
た
年
時
で
あ

っ
て
t.
こ
の
同
じ
年

に
土
地
法
等
が
施
行
さ
れ
た
と
い
う
の
は
へ
こ
れ
は
青
書
食
貨
志
を
読
み
誤

っ
た
も
の
で
あ
る
｡
土
地
法
即
ち
佃
令

(
田
令
)
に
つ
い
て
も
'

施
行
細
則
の
佃
式

(
田
式
)
が
制
定
さ
れ
た
も
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
｡
こ
こ
で
判
る
の
は
'
声
調
令
の
施
行
細
則
た
る
声
調
式
が
｢
.平
呉
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の
後
に
制
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
｡
従

っ
て
土
地
法
は
'
戸
調
式
か
ら
切
り
離
し
て
論
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
土
地
法
は
'

既
に
掲
げ
て
あ
る
如
く
､

男
子

一
人
'
占
田
七
十
畝
'
女
子
三
十
畝
'
其
外
丁
男
'
課
田
五
十
畝
､
丁
女
二
十
畝
'
次
丁
男
牛
レ
之
'
女
則
不
課
t

と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
､
我
･々
が
い
う
占
田

･
課
田
法
で
あ
る
｡
晋
の
律
令
は
'
既
に
紹
介
し
て
あ
る
如
-
'
儒
教
の
本
旨
に
別
し
て
編
纂
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
土
地
法
も
'
儒
教
の
土
地
法
で
あ
る
井
田
法
に
準
接
し
て
い
る
は
'
最
早
や
何
等
の
説
明
も
必
要
と
し
な
い
の

で
あ
る
｡
井
田
法
に
お
い
て
ほ
'
室
あ
る
丁
男
'
即
ち

1
夫
婦
に
百
畝
の
私
田
が
興
え
ら
れ
'
そ
の
外
に
同
居
の
丁
男
が
あ
れ
ば
'
そ
れ
は
飴

夫
と
し
て
t.
そ
れ
に
も

一
夫
婦
の
私
田
百
畝
よ
り
は
少
な
い
面
積
の
私
田
が
興
え
ら
れ
る
が
､
こ
の
土
地
の
班
給
に
預
か
っ
た
民
衆
の
公
家
に

封
す
る
反
封
給
付
の
絶
封
的
の
も
の
は
何
か
と
言
え
ば
'
そ
れ
は
力
役
で
あ
っ
た
｡
従

っ
て
力
役
を
負
揺
す
る
義
務
の
無
い
婦
女
子
は
.､
土
地

の
班
給
に
も
預
か
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
｡
以
上
が
井
田
法
の
骨
子
で
あ
る
が
'
晋
の
土
地
法
は
'
こ
の
井
田
法
の
原
則
に
従
っ
て
い
る
の
で

あ
る
｡
.
た
だ
異
る
と
こ
ろ
は
'
女
に
も
土
地
を
あ
か
ら
さ
ま
に
班
給
し
た
こ
と
で
あ
る
｡
井
田
法
で
も
室
あ
る
丁
男
に
輿
え
ら
れ
る
私
田
育
畝

の
中
に
は
'
_潜
在
的
に
妻
の
取
得
分
が
含
ま
れ
て
い
る
は
諭
を
供
た
な
い
こ
と
で
あ
る
が
'
晋
の
土
地
法
で
は
'
そ
れ
を
表
面
に
出
し
て

｢男

子

一
人
'
占
田
七
十
畝
'
女
子
三
十
畝
｣
と
定
め
て
｣
私
田
石
畝
を
ば
'
夫
は
七
十
畝
'
妻
は
三
十
畝
と
区
分
し
た
ま
で
で
あ
る
｡
井
田
法
の

室
あ
る
者
に
興
え
ら
れ
る
私
田
百
畝
を
,
後
世
で
は
占
田
と
も
言
っ
た
例
は
,
唐
の
陸
讐

陸
宜
公
奏
議
(器

量
首

六
壱

節
二賦
税
血

二

百
姓
1六
候
の
第
六
論
三乗
井
之
家
私
赦
重
二於
公
税
Jに
'

･
･

0
0

夫
物
之
不
レ
可
二掩
戒
1而
易
二以
関
税
一着
'
莫
レ著
二乎
田
宅
]'
臣
請
又
措
二其
宅
1
而
勿
レ議
'
且
撃
]占
田

一
事
1以
言
レ､之
'
古
先
哲
王
t

.

彊
封
理
天
下
]'
百
畝
之
地
'
親
日
三

夫
｢
蓋
以
ニ
l
夫
1受
レ
田
'
不
レ得
レ過
二於
百
畝
も

'
欲
レ使
下
人
無
二願
業
｢
田
無
中
晩
桝
ム

人
力

･

田
噂
二
者
適
足
'

と
あ
る
に
よ
っ
て
判
る
で
あ
ろ
う
｡
室
即
ち
戸
を
構
え
て
い
る

1
夫
婦
が
占
有
す
る
土
地
で
あ
る
か
ら
'
古
田
と
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
.
井
田

法
の
飴
夫
に
普
る
同
居
の
丁
男
に
は
'
戸
主
た
る
丁
男
よ
り
ほ
少

い
面
積
の
課
田
五
十
畝
が
輿
え
ら
れ
る
が
'
妻
た
る
丁
女
に
土
地
が
興
え
ら

15
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㊨

れ
る
か
ら
'
同
居
の
丁
女
に
も
'
同
居
の
丁
男
と
同
様
に
課
田
二
十
畝
が
輿
え
ら
れ
る
｡
更
に
は

次

丁
男
と
稀
す
る
十
三
歳
か
ら
十
五
歳
ま
で

の
男
子
と
'
六
十

一
歳
か
ら
六
十
五
歳
ま
で
の
男
子
に
も
課
田
二
十
五
畝
が
輿
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
を
何
故
に
課
田
と
稀
す
る
か
と
い
う
に
'
給

田
に
封
す
る
反
対
給
付
の
絶
封
的
の
も
の
は
力
役
で
あ
り
'
戸
を
構
え
て
い
な
い
故
に
､
占
田
の
如
-
声
調
の
義
務
が
な
い
か
ら
'
力
役
の
義

務
の
あ
る
田
'
即
ち
課
田
と
稀
す
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
女
で
も
妻
た
る
丁
女
は
占
田
三
十
畝
'
同
居
の
丁
女
は
課
田
二
十
畝
の
田
が
班
給
さ
れ

る
の
で
'
給
田
に
封
す
る
反
封
給
付
の
力
役
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
が
'
女
に
は
カ
役
を
科
し
て
は
な
ら
な
い
鉄
則
が
あ
る
の
で
'

⑱

､

こ
こ
に
こ
の
土
地
法
の
末
尾
に
､
｢
女

則
不
課
｣
と
い
う
但

し
書
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
は
女
に
も

土
地
を
班
給
す
る
が
'
し

か
し
力
役
の
義
務
は
免
除
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

課
田
と
言
い
'
女
則
不
課
と
言
う
と
こ
ろ
の
課
は
'
課
役
の
略
で
あ

っ
て
'
課
田
は
課
役
田
､
不
課
は
不
課
役
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
更

に
ま
た
女
則
不
課
は
'
女
則
不
課
役
で
あ
り
'
そ
れ
は
女
則
不
課
役
ロ
の
こ
と
で
あ

っ
て
'
女
は
不
課
ロ
ゼ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ

は
後
の
制
度
に
も
'
例
え
ば
魂
書
巻
百
十
食
貨
志
に
'

諸
氏
年
及
レ課
'
則
受
レ
田
'
老
免

(レ課
)
及
身
没
､
則
遠
レ
田
t

と
あ
り
'
及
レ課
と
は
課
役
を
負
揺
す
る
年
齢
に
達
す
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'
ま
た
蓉
唐
書
巻
九
玄
宗
本
紀
天
質
十
三
我
の
終
り
の
所
に
､

0
0

其
載
戸
部
計
二今
年
見
管
州
牌
戸
口
｢
(中
略
)
戸
九
百
六
十

一
高
九
千
二
百
五
十
四
'
三
百
八
十
八
寓
六
千
五
百
四
不
課
'
五
百
三
十
寓

0

0
O

O

l
千
四
十
四
課
'
ロ
五
千
二
百
八
十
八
寓
四
百
八
十
八
'
由

千
五
百
二
十

一
寓
八
千
四
百
八
十
不
課
､
七
百
六
十
六
寓
二
千
八
百
課
t

と
あ
り
､
課
役
を
負
揺
す
る
課
口

･
課
戸
と
'
課
役
を
負
捨
し
な
い
不
課
口

･
不
課
戸
の
こ
と
を
'
軍
に
課
と
不
課
で
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ

り
'
ま
た
新
唐
書
巻
五
十

一
食
貨
志
に
'

(

0
0
0

o
o

凡
主
戸
内
有
二課
口
7着
夢

森

戸
1'
若
二老
及
男
廃
疾

･
篤
疾

･
寡
妻
妾

･
部
曲

･′客
女

･
奴
稗
及
硯
九
品
以
上
官
7不
課
t

と
あ
り
'
寡
妻
妾
は
田
令
に
田
三
十
畝
を
班
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
'
課
役
を
免
じ
て
不
課
ロ
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
'
我
が

養
老
の
戸
令
の
戸
主
の
候
文
の
本
註
に
も
'

16



.263

O
O

O
O
O

不
課
'
謂
'
皇
親
及
八
位
以
上
'
男
年
十
六
以
下
'
井
蔭
子

･
者

･
療
疾

･
篤
疾

･
要
妾
女

･
家
人

･
奴
碑
t

と
あ
っ
て
'
不
課
口
を
ば
不
課
の
文
字
で
表
わ
し
て
い
る
｡
土
の
よ
う
に
し
て
課
は
課
役
の
略
で
あ
り
'
不
課
は
不
課
役
の
略
と
見
倣
し
て
も

そ
の
課
役
が
力
役
を
意
味
す
る
こ
と
を
次
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

課
役
の
語
は
既
に
後
漢
書
巻
六
十
二
の
奨
宏
博
に
､
｢課
TT役
童
隷
r
各
得
二其
宜
こ

と
あ
っ
て
､
使
役
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
､
そ

の
後
に
お
い
て
も
'
同
様
で
あ
っ
て
､
晴
書
巻
二
十
四
食
貨
志
に
'

ク
ル

ノ

青
白
三中
原
喪
乳
'
元
帝
寓
Tf居
江
左
r
百
姓
目
抜
南
奔
老
'
並
謂
二之
僑
人
r
(中
略
)
都
下
人
'
多
夢
藷

王
公

･
貴
人
左
右
佃
客

･
典

卜

計

･
衣
食
客
之
類
｢
皆
無
二課
役
｢
官
品
第

1
･
第
二
㌧
佃
客
無
レ過
二
四
十
戸
r
(中
略
)
官
品
第
六
己
上
'
井
得
二衣
食
客
三
人
1'
第
七
･

ハ
ナ
シテ
ニ
か

ル
ノ
ヲ

第
八
二
人
'
第
九
及

(中
略
)
特
級
冗
従
武
責

･
命
中
武
責

･
武
騎

i
人
'
客
皆
注
レ家
､

籍

二
其

課
1'

と
ル

と
あ
り
､
晋
の
時
に
は
'
王
公
貴
族
に
は
佃
客

･
衣
食
客
と
稀
せ
ら
れ
る
所
謂
る
蔭
附
戸
が
興
え
ら
れ
た
が
'
こ
れ
等
は

｢皆
無
二課
役
こ

と

㊨

あ
る
如
-
'
国
家
の
課
役
は
な
か
っ
た
が
'
し
か
し

｢客
皆
注
レ家
'
籍

二共
謀
こ

と
あ
る
如
-
'
彼
等
は
王
公
貴
族
の
家
に
隷
入
さ
れ
て
'

そ
の
課
役
を
提
供
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
と
あ
る
が
'
こ
の
制
度
は
晋
の
前
の
三
国
魂
の
時
に
既
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
'
菅
書

巻
九
十
三
外
戚
侍
の
王
悔
樽
に
'

魂
氏
給
二公
卿
己
下
粗
牛

･
客
戸
｢
数
各
有
レ差
'
自
後
小
人
慣
レ役
'
多
禁
鳥
レ之
､
貴
勢
之
門
'
動
有
二百
数
｢
又
大
原
諸
部
､
亦
以
]丁何

奴
胡
人
1為
二
田
客
｢
多
者
数
千
t

はば
か

と
見
え
て
い
る
｡
魂
氏
即
ち
三
国
魂
の
時
に
'
公
卿
貴
族
は
客
戸
即
ち
衣
食
客
や
田
客
を
持
っ
て
居
り
'

｢小
人
の
役
を
慣
る
者
は
'
多
-
楽

し
ん
で
こ
れ
に
な
っ
た
｣
と
い
う
が
'
こ
れ
は
国
家
の
力
役
が
無
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
'
前
掲
の
障
害
食
貨
志
の

｢皆
無
二課
役
こ

に
相
麿
ず
る
も
の
で
あ
る
｡

国
家
の
力
役
は
免
除
さ
れ
る
が
'
そ
の
隷
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
主
家
に
封
し
て
は
'
努
働
奉
仕
の
義
務
を
負
う
所
謂
る
蔭
附
戸
の
制
度
は
'

既
に
先
秦
の
時
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
､
周
末
の
書
で
あ
る
韓
非
子
の
五
義
第
に
'

17
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i
サ
く
ん
ぞ

つ
か

へ
テ

ニ

r(

チ

鰐
危
之
所
レ在
也
'
民
安

得
レ
勿
レ避
'
故
事

二

私
門

一

而
完

二

解
合

｢

解
合
完
則
遠
レ戦
､
遠
レ戦
則
安
､

と
あ
り
へ
こ
の

｢事
二私
門
一而
完
二解
合
こ

と
い
う
こ
と
は
'
王
公
権
貴
に
蔭
附
し
て
'
そ
の
庇
護
に
よ
っ
て
公
の
力
役
の
義
務
を
免
れ
る
と

の
こ
と
で
あ
る
.
解
合
と
は
'
周
薩
な
ど
に
い
う
施
合
と
同
じ
で
あ
っ
て
'
力
役
免
除
の
こ
と
で
あ
り
'

太
田
方
の
韓
非
子
巽
轟
に
は
､
｢解

合
'
謂
レ兎
二審
役
7也
｣
と
説
明
し
て
い
る
｡
儒
家
は
施
合
と
言
い
'
法
家
は
解
合
と
言
う
が
'
い
ず
れ
も
力
役
免
除
の
こ
と
で
あ
る
｡
韓
非

子
の

｢事
二私
門
T而
完
T1解
合
こ

と
い
う
こ
と
を
'
貌

･
管
が
行
な
っ
た
ま
で
で
あ
り
'
そ
の
後
に
お
い
て
も
へ
魂
書
巻
百
十
食
貨
志
に
'

㊨

貌
初
不
レ
立
二
三
長
｢
故
民
多
蔭
附
､
蔭
附
老
'
皆
無
二官
役
｢
豪
壇
徽
赦
'
倍
二於
公

賦
｢

⑬

と
あ
る
如
く
'
北
魂
で
も
こ
れ
は
行
な
わ
れ
て
い
た
｡
北

魂
以
後
に
も
行
な
わ
れ
た
｡
し
か
も
こ
の
親
書
の

｢皆
無
二官
役
こ

は
へ
桑
の
隔
書

食
貨
志
の

｢皆
無
二課
役
こ

に
相
嘗
る
こ
と
は
'
少
し
の
説
明
も
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
っ
て
'
課
役
は
官
役
の
こ
と
で
あ
る
を
表
わ
し
て
い

る
｡こ

の
よ
う
に
し
て
課
役
は
力
役
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
到
れ
ば
'
課
田
や
女
則
不
課
は
力
役
を
以
て
説
明
す
べ
き
こ
と
が
到
り
'
更
に
は
儒

教
の
本
旨
に
準
接
し
て
作
ら
れ
た
菅
の
田
令
の
所
謂
る
占
田

･
課
田
法
は
'
全
く
儒
教
の
土
地
法
で
あ
る
井
田
法
に
則
し
て
い
る
こ
上
が
判
る

の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
革
に
土
地
法
だ
け
で
な
-
'
土
地
法
と
相
表
裏
を
な
す
税
役
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
?

井
田
法
の
税
役
は
既
に
述
べ

て
あ
る
如
く
'
布
綾
之
征

･
粟
米
之
征

･
力
投
之
征
の
三
種
で
あ
る
｡
布
綾
之
征
は
'
室
即
ち
戸
に
封
す
る
税
で
'
そ
の
品
物
は
布
樫
で
あ
る

⑳

が
'
菅
で
は
戸
調
の
名
に
お
い
て
絹

･
綿
が
戸
に
課
せ
ら
れ
た
｡
次
に
粟
米
之
征
は
班
給
さ
れ
た
土
地
に
封
す
る
租
で
あ
る
が
'
菅
で
も
菅

故

事
に

｢
凡
民
丁
課
田
'
夫
五
十
畝
'
収
三組
四
斜

･
絹
三
匹

･
綿
三
斤
こ

と
あ
る
如
く

班
給
し
た
課
田
か
ら
租
を
収
め
て
い
る
事
賓
か
ら
し

て
も
租
の
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
｡
最
後
に
力
役
之
征
は
'
こ
れ
は
文
字
通
り
人
を
対
象
に
科
せ
ら
れ
る
希
役
で
あ
る
が
､

菅
に
も
力

役
の
あ
っ
た
こ
と
は
'
課
田
や
女
則
不
課
に
現
わ
れ
て
い
る
外
に
'
既
に
掲
げ
て
あ
る
青
書
食
貨
志
に
､
｢
十
二
己
下

･
六
十
六
己
上
馬
二老

ト
セ

中
｢
不
レ
事
｣
と
あ
る
の
は
'

十
二
歳
以
下
の
小
丁
'
及
び
六
十
六
歳
以
上
の
老
丁
に
は
力
役
は
科
せ
ず
'

そ
れ
以
外
の
十
六
歳
以
上
六
十
歳

ま
で
の
正
丁
'
及
び
十
三
歳
か
ら
十
五
歳
ま
で
と
六
十

1
歳
か
ら
六
十
五
歳
ま
で
の
次
丁
に
は
'
力
役
を
科
す
る
と
い
-
こ
と
を
示
し
て
い
る

18
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ト
せ

の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
不
レ事

の
文
字
が
説
明
し
て
い
る
b

不
レ事
と
は
､
漠
書
巻

1
下
高
組
七
年
正
月
の
僕
に

｢
民
産
レ子
､
復
勿
レ事
二
歳
｣

トス
ヲ

の
勿
レ事
に
対
し
て
'
唐
の
顕
師
古
は

｢
勿
レ事
へ
不
二役
使
一也
｣
と
註
し
'

ま
た
管
子
の
入
園
第
に

｢
三
年
然
後
事
レ之
｣

と
あ
る
事
に
封
し

て
'
唐
の
房
玄
齢
は

｢事
'
謂
二供
レ国
之
職
役
一也
｣
と
註
L
t
ま
た
周
鮭
地
官
司
徒
篇
の
郷
師
の
職
掌
に

｢
凡
邦
事
'
令
レ作
二秩
鼓
こ

と
あ

る
事
に
封
し
て
､
鄭
玄
は

｢事
'
功
刀
之
事
｣
と
註
L
t
更
に
ま
た
鎧
記
の
王
制
簾
に

｢興
レ事
任
レカ
｣
と
あ
る
事
に
対
し
て
､
鄭
玄
ほ

｢事
'

謂
レ築
二邑
慮
宿
市
t也
｣
と
註
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
事
と
は
力
役
の
こ
と
で
あ
り
'

従

っ
て
勿
レ事
と
か
不
レ事
と
い
う
こ
と
は
､
力
役
を

科
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
我
が
堀
川
撃
沈
の
伊
藤
長
胤

(東
涯
)
も
'
そ
の
著
の

『制
度
通
』
の
第
九
成
丁
ノ
事
の
項
に
'

晋
ノ
時
男
女
年
十
六
己
上
六
十

1
マ
テ
ヲ
正
丁
ト
ス
'
十
五
己
下
十
三
マ
テ
ト
六
十

1
己
上
六
十
五
マ
テ
ヲ
次
丁
ト
ス
へ
十
二
以
下
六
十

六
以
上
ヲ
老
中
ト
テ
役
ヲ
ユ
ル
ス
'
其
ノ
後
宋
弊
以
下
マ
テ
ノ
法
'
亦

コ
レ
ニ
準
ス
'

と
述
べ
て
'
不
レ事
を
ば

｢
役
ヲ
ユ
ル
ス
｣
と
書
き
改
め
て
'
不
レ事
が
力
役
免
除
の
こ
と
で
あ
る
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
ま
た
奥
田
永
業
も

一

そ
の
著

『
治
具
十
三
候
』
の
第
三
戸
口
考
で
晋
の
こ
の
力
役
制
度
を
取
扱
い
'
｢(
上
略
)
寸

二
以
下
六
十
六
以
上
を
老
中
と
な
し
て
､
諸
役
を

19

兎
ず
｣
と
述
べ
,
長
胤
と
同
様
に
,
不
レ事
は
諸
役
免
除
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
.
こ
の
よ
う
に
不
レ事
が
力
役
免
除
の
こ
と
で
あ
る
の
が

l

到
れ
ば
'
不
レ事
に
預
か
る
老
中
以
外
の
正
丁
及
び
次
丁
に
は
'
力
役
が
及
ぶ
も
の
で
あ
る
は
へ
最
早
や
説
明
を
要
し
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

私
は
既
に
昭
和
二
八
年
に
出
版
し
た
拙
著
の

『均
田
法
と
そ
の
税
役
制
度
』
な
ど
で
'
晋
の
占
田

･
課
田
法
は
井
田
法
の
精
神
を
う
け
た
も

の
で
あ
り
'
後
の
均
田
法
の
母
膿
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
'
そ
の
後
の
新
た
な
史
料
の
護
見
等
に
よ
っ
て
も
'
自
説
の
正
し

さ
を
益
々
信
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
と
共
に
'
巷
説
を
補
訂
す
る
必
要
を
も
感
じ
た
の
で
､
以
上
の
如
-
改
め
て
晋
の
占
田

･
課
田
法
を
論
じ
た

の
で
あ
る
｡
学
界
各
位
に
こ
の
際
望
む
と
こ
ろ
は
'
速
か
に
戸
調
式
に
よ
っ
て
占
田

･
課
田
法
を
取
扱
う
こ
と
は
や
め
に
し
て
'
菅
律
令
の
編

纂
者
た
る
杜
預
の

｢
晋
の
律
令
は
､
並
び
に
仁
を
以
て
本
旨
と
し
て
い
る
｣
と
い
う
立
法
精
神
を
よ
-
合
得
さ
れ
て
か
ら
'
冷
静
な
態
度
で
青

書
食
貨
志
に
あ
る
晋
の
土
地
法
を
手
が
け
て
戴
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
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三

均
田
法
と
そ
の
名
栴
及
び
性
格

井
田
法
に
則
し
た
土
地
法
の
占
田

･
課
田
法
を
創
め
た
晋
は
'
四
十
年
程
を
経
て
外
民
族
の
歴
迫
を
避
け
て
東
南
に
遣
っ
て
束
管
と
な
り
'

華
北
の
地
は
外
民
族
の
五
胡
の
操
摘
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
'･
や
が
て
鮮
卑
族
の
北
魂
が
統

一
し
て
北
朝
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
り
'
東
南

の
地
で
は
宋
が
束
管
に
替

っ
て
南
朝
の
最
初
の
王
朝
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
'
晋
の
占
田

･
課
田
法
が
賓
施
さ
れ
た
期

間
は
あ
ま
り
長
-
ほ
な
く
'
い
つ
と
は
な
-
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
が
'
こ
れ
を
北
魂
の
孝
文
帝
が
再
興
し
た
｡
こ
れ
が
世
に
言
う
均
田
法
で

あ
る
o
孝
文
帝
は
中
国
の
文
化
を
慕
い
'
同
胞
の
鮮
卑
族
に
封
し
て
華
化
政
策
を
強
力
に
推
し
進
め
た
と
共
に
.[
儒
教
的
な
諸
制
度
を
打
ち
立

て
た
君
主
で
あ
る
こ
と
は
､
人
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
均
田
法
も
ま
た
彼
の
中
華
化
し
た
君
主
と
し
て
の
政
策
の
一
環
と
し
七
行
iiLJ

っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
均
田
法
は
大
和
九
年
(
四
八
五
)
に
顎
布
さ
れ
た
が
'
こ
の
法
を
作

っ
た
直
接
の
動
機
は
'
李
安
世
の
上
言
に
あ

っ
た
｡
李
安
世
の
上
言
は
､
魂
書
巻
五
十
三
の
李
孝
伯
侍
に
含
ま
れ
て
い
る
彼
の
博
に
見
え
て
い
る
が
'
そ
れ
は
彼
が
主
客
給
事
中
に
任
ぜ
ら

れ
た
時
に
､
｢
民
困
飢
流
散
t.
豪
右
多
有
二占
奪
こ

の
弊
あ
る
に
気
づ
い
て
'
そ
の
弊
の
匡
正
を
要
望
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
O
AJ
の
上

言
は
長
文
を
な
し
て
い
る
が
'
要
す
る
に
そ
の
骨
子
は
'
｢今
雄
二桑
井
難
b
復
'
宜
下更
均
量
'
審
二其
径
術
(
令
申
分
蛮
有
レ準
'
力
業
相
稀
Jlr
細

民
獲
二資
生
之
利
lr
豪
右
腕
二飴
地
之
盈
(
則
無
レ私
之
揮
'
乃
播
TT均
於
兆
庶
｢
云
云
｣
と
言
う
に
あ

っ
て
'
土
地
の
均
分
を
求
め
た
も
の
で
あ

る
｡
こ
の
上
言
を
要
約
し
た
も
の
が
,
資
治
通
鑑
聾
白
三
十
六
奔
紀
世
租
武
帝
永
明
三
年
(醐
閲
詣

訊
%
)
d
ts
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
,

そ
の

｢
雄
二桑
井
難
丁
復
｣
と
あ
る
桑
井
に
封
し
て
'
元
入

･
胡
三
省
は
'

桑
井
'
謂
下古
老
井
田
之
制
'
五
畝
之
宅
'
樹
二糖
下
1以
冶
桑
也
'

と
註
し
て
い
る
｡
し
か
ら
ば
こ
の
桑
井
と
は
井
田
法
の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
'
井
田
法
を
今
復
活
せ
し
め
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ

る
が
'
そ
の
主
旨
に
沿
う
て
土
地
の
均
分
を
行
え
と
､
李
安
世
の
上
言
は
要
望
し
た
も
の
で
あ
る
｡

彼
は
こ
の
上
言
の
初
め
の
所
で
も
'
｢
臣

⑱

閤
'
量
レ
地
宝
レ野
'
経
レ周
大
式
'
邑
地
相
参
'
致
レ治
之
本
'
井

税
之
興
'
其
楽
日
久
'
田
莱
之
敦
､
制
レ
之
以
レ限
､
蓋
欲
レ使
下
士
不
レ傾
レ功
､
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民
岡
レ藩
レカ
､
堆
垣
之
家
'
不
レ猪
二膏
朕
之
美
｢
単
随
之
夫
､
亦
有
中
頃
畝
之
分
上｣
と
言
っ
て
､
井
田
法
を
誼
歌
し
て
い
る
の
で
あ
る
ひ
こ
の

井
田
法
の
よ
う
な
土
地
の
均
分
政
策
を
賓
行
せ
よ
と
主
張
し
た
彼
の
上
貫
に
封
し
て
､
高
租
孝
文
帝
は
､
李
安
世
の
博
に
よ
る
と
'

高
租
深
嗣
レ之
'
後
均
田
之
制
'
起
こ於
此
一兵
t

と
あ
っ
て
'
深
-
こ
れ
を
嘉
嗣
し
た
が
'
こ
れ
に
よ
っ
て
均
田
法
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
｡
こ
の
高
組
孝
文
帝
が
大
和
九
年
に
顎

布
し
た
均
田
法
な
る
も
の
の
内
容
は
'
貌
書
巻
百
十
の
食
貨
志
に
載
せ
ら
れ
て
あ
り
へ･
私
も
拙
著

『
均
田
法
と
そ
の
税
役
制
度
』
の
中
に
解
説

し
て
あ
る
が
'
こ
の
法
の
大
綱
は
'
男
夫
の
年
十
五
以
上
の
も
の
は
露
田
四
十
畝
t
.そ
の
婦
人
は
二
十
畝
'
合
計
し
て

一
夫
婦
で
六
十
畝
が
班

給
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
'
こ
れ
は
井
田
法
の
私
田
膏
畝
に
比
嘗
さ
れ
て
穀
類
が
栽
培
さ
れ
る
所
で
あ
り
'
昔
時
の
耕
作
方
法
は
連
作
は
行
な

わ
れ
ず
'

一
年
休
耕
と
か
二
年
休
耕
の
方
法
で
あ
っ
た
か
ら
'
露
田
は
二
倍
乃
至
は
三
倍
の
面
積
が
箕
際
は
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
｡
こ
の
霜
田
は
後
の
口
分
田
に
普
る
も
の
で
あ
る
.
こ
の
霜
田
の
外
に
戸
を
な
す
べ
き
男
夫
に
は
桑
田
二
十
畝
が
支
給
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
後

の
世
業
田

(永
業
田
)
に
普
る
も
の
で
あ
り
'
桑

･
稔

･
弟
な
ど
の
樹
木
を
植
え
る
所
で
あ
る
か
ら
し
て
､
井
田
法
の
宅
地
の
系
統
に
屠
す
る

も
の
で
あ
る
｡
更
に
ま
た
家
を
建
て
る
所
と
し
て
'
宅
地
が
良
人
は
三
口
に
つ
き

一
畝
､
奴
稗
は
五
ロ
に
つ
い
て
一
畝
の
割
合
い
で
興
え
ら

れ
'
ま
た
野
菜
を
作
る
た
め
に

1
ロ
に
つ
き
五
分
の
一
畝
あ
て
の
園
地
も
興
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
O
こ
の
宅
地
と
園
地
は
後
の
均
田

J-

法
に
も
園
宅
地
と
し
て
存
在
し
た
｡
井
田
法
の
五
畝
の
宅
地
は
､
北
魂
の
桑
田
と
宅
地
と
園
地
と
を
合
せ
た
も
の
に
嘗
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の

よ
う
に
し
て
後
の
唐
な
ど
の
均
田
法
の
口
分
田

･
世
業
田

(永
業
田
)
･
園
宅
地
の
匡
別
制
度
は
'
北
親
の
時
に
露
田

･
桑
田
1
宅
地

･
園
地

の
形
式
で
出
来
上
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
な
内
容
を
な
す
北
魂
の
均
田
法
は
'
北
親
自
身
で
こ
れ
を
均
田
法
と
呼
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
｡
北
親
の
普
事
老
自
身
が
こ
の
土
地

法
を
均
田
法
と
呼
ん
だ
と
い
う
琵
接
は
'
私
は
ど
こ
に
も
孝
見
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
魂
書
巻
七
上
の
高
組
孝
文
帝
本
紀

⑳

上
の
大
和
九
年
十
月
丁
未
の
保
に
あ
る
孝
文
帝
が
均
田
法
を
賛
布
す
る
に
普

っ
て
の

詔

に
'

今
遣
二使
者
一循
ゴ
行
州
郡
l'
興
二牧
守
]均
TT
給
天
下
之
田
r
遠
受
以
二生
死
]馬
レ断
'
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と
あ
る
そ
の
-
｢均
コ
給
天
下
之
田
こ

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
'
民
間
の
俗
稀
と
し
て
こ
の
名
が
生
れ
出
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.

北
魂
は
後
に
東
西
の
商
魂
に
分
れ
'
西
魂
か
ら
ほ
更
に
北
周
が
生
れ
'
ま
た
東
貌
か
ら
は
北
哲
が
生
れ
た
が
､
い
ず
れ
も
均
田
的
な
土
地
法

を
賓
施
し
た
.
こ
の
南
王
朝
の
土
地
法
に
つ
い
て
は
'
拙
著

『
均
田
法
と
そ
の
税
役
制
度
』
に
述
べ
て
あ
る
が
'
北
斉
の
均
田
法
に
つ
い
て
は

別
に
文
化
第
二
七
巻
第
三
暁
所
載
の
拙
稿

｢北
帝
の
均
田
法
～

西
嶋
定
生
民
の
駁
論
に
答
う
･T

｣
に
も
詳
述
し
て
あ
る
｡
先
ず
西
貌

･
北

周
の
も
の
か
ら
'

そ
の
大
綱
を
紹
介
し
よ
う
｡

西
魂
の
樺
臣
で
あ
り
北
周
の
始
組
で
あ
る
宇
文
泰
は
'

周
の
制
度
を
慕
っ
て
周
穫
学
者
の
蘇

縛

･
慮
痔
を
重
用
L
t
周
鰻
を
直
諾
し
た
よ
う
な
制
度
を
つ
く
っ
て
西
貌
及
び
北
周
に
賓
施
し
た
｡
そ
の
こ
と
は
周
書
の
大
敵
文
帝
(宇
文
泰
)

本
紀

･
蘇
給
俸

･
慮
痔
侍
や
障
害
の
諸
志
類
に
見
え
て
い
る
｡
そ
の
土
地
法
は
隔
書
巻
二
十
四
食
貨
志
に
'

後
周
太
組
作
レ相
'
創
ゴ
制
六
官
r
載
師
掌
二任
レ
土
之
法
｢
塀
二夫
家
田
里
之
数
(
(中
略
)

司
均
掌
二
田
里
之
政
令
r
凡
人
口
十
己
上
へ
宅

五
畝
'
ロ
九
己
上
､
宅
四
畝
'
五
口
己
下
'
宅
二
畝
へ
有
レ室
者
'
田
百
四
十
畝
'
丁
老
田
百
畝
'

㊨

と
あ
る
｡.
土
地
法
を
掌
る
官
に
は
'
載
師
及
び
司
均
が
あ

っ
た
が
'
こ
れ
等
は
い
ず
れ
も
周

鐙
に
同
名
及
び
類
似
の
官
が
あ
り
'
そ
の
職
掌
も

同
様
な
も
の
で
あ

っ
た
が
'
土
地
制
度
そ
の
も
の
も
井
田
法
に
頗
る
似
て
い
る
｡
即
ち
土
鞄
は
井
田
法
の
分
類
に
従
っ
て
'
田
即
ち
私
田
と
宅

地
､の
二
種
類
と
L
t
妻
を
繁

っ
て
･い
る
丁
男
は
'
井
田
法
の
稀
呼
と
同
様
に
有
レ室
者
と
言
い
､
私
田
及
び
宅
地
の
面
積
も
'
井
田
法
の
五
畝

之
宅

･
百
畝
之
田
に
準
じ
て
少
し
-
幅
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
?
こ
の
西
魂

･
北
周
の
土
地
法
は
'
自
か
ら
は
何
ん
と
稀
し
た
か
は
不
明
で
あ

る
｡
し
か
し
周
穂
に
全
面
的
に
則
し
て
立
て
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
か
ら
'
井
田
法
と
呼
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

次
は
北
資
の
土
地
法
で
あ
る
.J
北
斧
の
土
地
法
は
河
清
三
年

(
五
六
四
)
の
律
令
制
冠
に
よ
っ
て
'
初
め
て
施
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
そ

の
内
容
は
や
は
り
晴
書
巻
二
十

四
の
食
貨
志
に
見
え
て
い
る
.
そ
れ
は

京
城
四
面
諸
坊
之
外
､
三
十
里
内
歩

1公
田
r
受
二公
田
1着
'
三
牌
代
遷
内

(戸
)
執
事
官

1
品
己
下
'
逮
二千
羽
林
武
貴
r
各
有
レ差
t
,

㊨

其
外
幾
郡
'
華
人
官
第

言
叩
己
下
'
羽
林
武
貴
己
上
'
各
有
レ差
'
職
事
及
百
姓
請
二
墾

田
1着
､
名
馬
二永
田
r
奴
稗
受
田
老
'
親
王
止
]]

三
百
人
｢
嗣
王
止
二
二
盲
人
｢
第
二
品
嗣
王
己
下
及
庶
姓
王
､
止
二
一
膏
五
十
人
｢
正
三
品
己
上
及
皇
宗
'
止
三

百
人
｢
七
品
己
上
'
限
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止
二
八
十
人
1'
八
品
己
下
至
二庶
人
4'
限
止
二
六
十
人
t.
奴
稗
限
外
不
レ給
レ
田
老
'
皆
不
レ輸
'
其
方
百
里
外
及
州
人
'

一
夫
受
三露
田
T<
十

畝
｢
婦
四
十
畝
'
奴
稗
依
二良
人
(
限
教
典
二在
京
百
官
一同
'
丁
牛

一
頭
'
受
田
六
十
畝
'
限
止
二
四
年

(午
)
T
叉
毎
レ丁
給
二永
業
二
十

I

畝
｢
為
一]桑
田
)'
其
車
種
二桑
五
十
板

･
愉
三
根

･
乗
五
板
r
不
レ在
一t,q
受
之
限
｢
非
二此
田
]老
'
悉
入
二遠
受
之
分
1.
不
レ
宜
レ桑
老
'
給
Tt

鹿
田
一如
二桑
田
法
｢

と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
北
斉
の
土
地
法
の
1
文
を
読
ん
で
直
ち
に
判
る
こ
と
は
'
北
雫
の
首
都
の
郭
を
中
心
と
し
て
'
そ
こ
か
ら
四
方
へ

各
三
十
里
の
問
と
へ
そ
の
外
側
の
三
十

一
里
か
ら
百
里
ま
で
の
間
と
'
更
に
そ
の
外
側
の
国
内
全
域
に
亙
る
問
の
三
地
域
に
分
け
て
授
田
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
､
こ
れ
は
既
に
本
論
文
の
第

1
節

｢
井
田
法
の
概
要
｣
の
所
に
紹
介
し
て
あ
る
よ
う
に
'
井
田
法
で
は
天
子
の
直

轄
地
方
千
里
は
'
首
都
を
中
心
と
し
て
四
方
へ
百
里
ま
で
の
郊
の
地
と
'
そ
の
外
側
の
五
百
里
ま
で
の
野
と
に
大
別
し
て
､
そ
の
郊
と
野
と
で

は
異
な
っ
た
井
田
法
を
賓
施
し
'
更
に
邦
を
ば
五
十
里
を
境
と
し
て
近
郊
と
遠
郊
と
に
分
け
る
と
い
う
そ
の
井
田
法
の
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
ま
た
薩
記
の
王
制
篇
に
'

天
子
首
里
之
内
､
以
共
レ官
'
千
里
之
内
'
以
馬
レ御
t

と
あ
り
'
天
下
の
直
轄
地
方
千
里
の
中
で
'
首
都
か
ら
四
方
百
里
ま
で
の
問
の
土
地
か
ら
の
田
粗
は
'
官
府
の
費
に
嘗
て
'
そ
れ
か
ら
外
の
残

り
の
方
千
里
の
土
地
か
ら
の
田
楓
は
'
天
子
の
服
御
飲
食
の
費
に
普
て
る
と
あ
っ
て
‥
土
地
か
ら
得
る
税
収
の
支
途
を
'
百
里
を
以
て
区
別
し

て
い
る
の
に
も
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
o
北
斉
の
土
地
法
で
は
'
百
里
を
以
て
境
と
L
t
百
里
内
の
土
地
は
官
員
軍
人
を
中
心
に
し
て
班
給
さ

れ
'
百
里
か
ら
外
の
土
地
は

一
般
人
に
班
給
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
百
里
の
内
も
三
十
里
を
以
て
更
に
区
切
り
へ
三
十
里
の
内
の
土
地
は
鮮
卑

人
出
身
の
も
の
'
即
ち
日
本
流
に
言
え
ば
旗
本
御
家
人
に
興
え
､
三
十

一
里
か
ら
百
里
ま
で
の
土
地
は
漢
人
出
身
の
も
の
に
輿
え
る
の
で
あ
っ

た
｡
井
田
法
で
は
'
百
里
内
の
郊
の
地
に
公
田
の
無
い
形
式
の
土
地
が
班
給
さ
れ
る
の
ほ
'
こ
れ
は
中
央
政
府
の
官
員
達
が
そ
の
班
給
に
預
か

る
の
で
あ
り
'
彼
等
は
公
務
が
忙
し
-
て
公
田
を
共
同
耕
作
す
る
義
務
を
果
す
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
公
田
の
な
い
私
田
の
み
が
興
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
'
北
斉
の
土
地
法
に
お
い
て
も
'
首
里
内
は
主
と
し
て
官
員
軍
人
達
に
輿
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
｡
そ
の
百
里
の
外
で
行
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な
わ
れ
る

l
般
人
転
封
す
る
土
地
法
は
'
北
魂
の
制
度
に
従
っ
て
'
夫
に
は
露
田
八
十
畝
､
そ
の
妻
に
は
四
十
畝
が
興
え
ら
れ
､
ま
た
桑
田
は

戸
を
な
す
丁
男
に
二
十
畝
が
興
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡
そ
の
外
に
'
宅
地
や
園
地
も
興
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
が
'
史
に
は
そ
の
こ
と
は
見
え
な
い
｡

以
上
の
よ
う
な
内
容
を
な
す
北
哲
の
土
地
法
は
'
西
魂

･
北
周
ほ
ど
で
は
な
い
が
'
北
貌
以
上
に
井
田
法
に
近
い
も
の
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
は

北
哲
の
律
令
は
'
巧
柔
の
如
き
薩
経
専
門
家
が
そ
の
編
纂
に
首

っ
た
が
故
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
の
こ
と
は
拙
稿

｢北
斉
の
均
田
法

卜
西
嶋

定
生
氏
の
駁
論
に
償
う
-

｣
に
述
べ
て
あ
る
｡
こ
の
北
哲
の
土
地
法
を
常
時
何
ん
と
構
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
｡
し
か
し
均
田
法
と
は
言
っ

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.
そ
れ
は
隔
書
巻
二
十
七
百
官
志
に
あ
る
北
哲
の
職
官
の
所
に
'
土
地
制
度
の
運
営
に
嘗
る
慶
安
尚
書
の
配
下
の
石

戸
に
つ
い
て
､

右
戸
掌
二天
下
公
私
田
宅
粗
調
等
事
｢

と
あ
っ
て
'
革
に
公
私
田
宅
を
掌
る
と
言
っ
て
'
均
田
を
掌
る
と
言
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
判
る
で
あ
ろ
う
｡
均
田
と
は
言
わ
ず
'
む

し
ろ
井
田
と
言

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
｡

北
朝
の
北
周
は
西
暦
五
七
七
年
に
北
帝
を
威
し
て
､
そ
の
地
を
合
わ
せ
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
'
そ
の
北
周
も
間
も
な
く
西
暦
五
入

1
年

に
外
戚
の
楊
堅
に
滅
さ
れ
て
'
楊
堅
は
隅
を
興
し
た
.

こ
れ
が
情
の
高
租
文
帝
で
あ
る
｡
文
帝
は
西
暦
五
八
九
年
に
南
朝
の
陳
を
平
げ
て
､
中

国
統

1
の
業
を
な
し
遂
げ
た
o
･
こ
の
晴
は
北
周
か
ら
出
た
王
朝
で
は
あ
る
が
'
北
周
の
制
度
に
は
あ
ま
り
従
わ
な
い
で
'
北
帝
の
制
度
を
多
く

採
用
し
た
.
こ
れ
は
北
周
の
制
度
が
あ
ま
り
に
も
周
薩
に
依
存
し
過
ぎ
て
現
賓
的
で
な
か
っ
た
の
で
'
現
賓
的
な
北
帝
の
制
度
を
採
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
.
そ
の
土
地
法
も
北
帝
の
も
の
を
採
用
し
た
の
で
あ
っ
て
'
晴
書
巻
二
十
四
.Q
食
貨
志
に
は
､
情
の
土
地
法
を
鼓
し
て
'

ノ

ノ

､

フ

ニ

エ
せシ
ム

うウ
ル
ニ

テ

ビ
ヲ

其
丁
男

･
中
男
永
業

･
露
臥
'
皆
遵
二後
背

(北
賛
)
之
制
1'
並

課

三

樹

以

二桑

･
穐
及
尭
｢
英
国
宅
'
率
三
口
絵
三

畝
.'
奴
婦
則
五

口
絵
二
一
畝
T

と
あ
り
'
丁
男

･
中
男
に
露
田
と
永
業
田
を
班
給
す
る
制
度
は
'
一後
管
即
ち
北
哲
の
制
度
に
逢

っ
た
事
案
を
述
べ
て
い
る
.
ま
た
園
宅
地
の
班

⊥ 2 4
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給
制
度
も
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
晴
の
土
地
法
は
､
情
で
は
何
ん
と
稀
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
ひ
北
腎
の
制
度
を
遵
守
し
た
の
で
あ
る
か
ら
､
或

㊨

い
は
井
田
法
と
稀
し
た
の
で
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
が
'
確
か
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
｡
た
だ

資
治
通
鑑
奄
百
七
十
入
隅
紀
の
高
租
文
帝
開

皇
十
二
年
十
二
月
の
候
に
'

･
時
天
下
戸
口
歳
埠
'
京
輔
及
三
河
'
地
少
而
人
衆
'
衣
食
不
レ給
'
帝
乃
脊
レ便
四
出
'
均
二天
下
之
田
｢
其
狭
郷
'
毎
丁
繰
至
二
二
十
畝
(

老
小
文
少
鳶
'

と
あ
り
'
こ
れ
に
は

｢均
二天
下
之
田
こ

と
述
べ
ら
れ
て
い
て
'
あ
た
か
も
均
田
法
が
行
な
わ
れ
た
如
-
に
感
ぜ
ら
れ
る
が
'
こ
れ
は
鹿
田
が

不
均
衡
に
な
っ
て
来
た
か
ら
'
均
平
に
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
て
'
均
田
法
と
い
う
土
地
法
を
賓
施
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
同
様
な
こ

㊨

と
が
資
治
通
鑑
巻
百
八
十

一
隅
紀
の
煩
帝
大
業
五
年
正
月
英
未
の
候
に
も
'

詔
二天
下
一均
レ
田
'

i

と
見
え
て
い
る
｡

晴
に
替
っ
た
の
は
唐
で
あ
る
｡
唐
は
律
令
が
完
成
さ
れ
た
時
で
あ
り
'
従

っ
て
均
田
法
も
完
成
さ
れ
た
時
で
あ
る
｡
唐
の
時
に
は
令
は
高
組

の
武
徳
七
年
'
太
宗
の
貞
観
十

1
年
'
高
宗
の
永
微
二
年
'
玄
宗
の
開
元
三
年
､
開
元
七
年
'
開
元
二
十
五
年
に
各
改
訂
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
'
均
田
法
は
そ
の
田
令
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
1
例
と
し

て通
典
巻
二
食
貨
篇
田
割
下
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
開

元
二
十
五
年
の
も
の
を
掲
げ
る
な
ら
ば
'

丁
男
給
二永
業
田
二
十
畝

･
口
分
田
八
十
畝
｢
其
中
男
年
十
八
以
上
'
亦
依
二
丁
男
蕗

'
老
男

･
篤
疾

･
療
疾
各
給
口
分
田
四
十
畝
へ
寡

妻
妾
各
給
口
分
田
三
十
畝
'
畢
氷
業
者
､
通
充
口
分
之
数
'
黄
小

･
中
丁
男
子
及

･
寡
妻
妾
普
レ戸
者
､
各
給
二永
業
田
二
十
畝

･
口
分
田

二
十
畝
｢
庶
レ給
二寛
郷
｢
並
依
二所
レ定
数
｢
若
狭
郷
所
レ受
者
'
減
二寛
郷
口
分
之
牛
｢
其
給
二
口
分
田
一着
'
易
田
則
倍
給
t

と
あ
り
'
丁
男
及
び
中
男
の
年
十
八
以
上
の
も
の
に
は
'
百
畝
の
田
を
班
給
L
t
そ
の
百
畝
の
中
で
二
十
畝
は
永
業
田
'
八
十
畝
は
口
分
田
と

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
異
な
る
の
ほ
'
妻
に
は
班
給
し
な
い
と
い
う
鮎
に
あ
る
｡
永
業
田
に
は
'
こ
れ
ま
で
の
も
の

25
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と
同
様
に
桑

･
愉

･
束
を
植
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
'
こ
の
永
業
田

･
口
分
田
と
は
別
に
､
園
宅
地
も
興
え
ら
れ
た
｡
そ
れ
は
通
典
の
同

所
に
'

～

鷹
レ給
二固
宅
地
7着
'
良
口
三
口
以
下
'
給
二
一
畝
1'
毎
二
三
口
一加
ュ
1
畝
1'
賎
口
五
口
給
ニ
T
畝
[
毎
二
五
ロ
]加
二
一
畝
｢
並
不
入
二永
業

･

ロ
分
之
限
｢
其
京
城
及
州
郡
解
郭
下
園
宅
'
不
レ在
71此
例
T

と
見
え
て
い
る
｡
唐
で
は
開
元
二
十
五
年
以
後
は
'
律
令
の
編
纂
を
行
な
わ
な
か
っ
た
.
従

っ
て
開
元
二
十
五
年

(
七
三
七
)
の
令
は
'
唐
朝

の
香
と
し
て
は
最
後
の
も
の
で
あ
り
'
ま
た
均
田
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
令
の
最
後
の
も
の
で
も
あ
る
｡
何
故
な
ら
ば
'
常
時
は
均
田
法
が
行

な
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
開
元
二
十
五
年
の
律
令
の
編
纂
者
は
､
中
書
令
の
李
林
甫
や
侍
車
の
牛
仙
客
ら
で
あ
る
が
､
李
林
甫
ら
は
同
年

㊨

に
唐
律
疏
議
も
編
纂
し
た
の
で
あ
や
'
ま
た
翌
開
元
二
十
六
年
に
は
'
玄
宗
の
御
撰
で
あ
る
大

唐
六
典
に
も
註
を
は
ど
こ
し
て
'
こ
れ
を
完
成

し
た
の
で
あ
る
｡
大
唐
六
典
は
周
鰻
の
大
官
篇
に
擬
し
て
'
律
令
を
巧
み
に
織
り
ま
ぜ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
大
唐
六

典
は
'
唐
朝
の
最
後
の
律
令
を
作

っ
た
人
に
よ
っ
て
そ
の
編
纂
が
完
成
さ
れ
'
そ
の
註
ま
で
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
書
の
編
纂
註

梓
者
で
あ
る
李
林
甫
は
'
常
時
は
宰
相
の
任
に
在

っ
た
か
ら
'
こ
の
六
典
に
盛
ら
れ
て
い
る
諸
制
度
の
賓
施
に
も
白
か
ら
普

っ
て
い
た
わ
け
で

あ
る
｡
所
謂
る
均
田
法
は
'
こ
の
大
典
の
省
三
戸
部
麓
に
詳
し
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
'
こ
の
六
典
で
は
'
寓
人
が
等
し
-
稀
し
て

い
る
均
田
法
と
言
わ
れ
る
土
地
法
を
ば
'
均
田
法
と
は
呼
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
｡
井
田
法
と
稀
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
同
書
巻
三
戸

部
篇
に
'

o
O

戸
部
尚
書

･
侍
郎
之
職
'
掌
二天
下
戸
口
･
井
田
之
政
令
｢

と
あ
る
.
荷
書
省
の
六
部
の
1
つ
で
あ
る
戸
部
は
'
天
下
の
土
地
や
戸
口
や
賦
税
な
ど
を
管
掌
す
る
官
既
で
あ
り
､
そ
の
長
官
は
戸
部
尚
書
t
､

次
官
は
戸
部
侍
邸
で
あ
り
'
そ
の
下
の
局
長
や
課
長
に
普
る
官
に
戸
部
郎
中
や
戸
部
員
外
部
な
ど
が
あ

っ
た
｡
こ
の
長
官
た
る
戸
部
尚
書
や
次

官
た
る
戸
部
侍
都
の
職
務
の
t
つ
は
'
天
下
の
井
田
の
政
令
を
掌
る
､こ
と
で
あ
る
と
言
い
'
均
田
の
政
令
を
掌
る
と
は
申
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
'
奮
唐
書
巻
四
十
三
職
官
志
の
戸
部
尚
書
の
所
に
も
'

-261･-
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0
0

(戸
部
)
郎
中

･
(戸
部
)
員
外

(郎
)
之
職
､
掌
下
分
封
理
戸
口
･
井
田
]之
事
山

と
あ
っ
て
､
奮
唐
書
も
や
は
り
井
田
と
言
い
'
均
田
と
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

l

唐
の
所
謂
る
均
田
法
が
'
均
田
法
の
名
に
お
い
て
賓
施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
'
こ
の
所
謂
る
均
田
法
が
寮
施
さ
れ
て
い
た
時
の
天
子
の

御
撰
の
書
で
あ
り
'
時
の
宰
相
が
そ
の
編
纂
に
嘗
り
'
註
樺
ま
で
書
い
た
法
典
で
あ
る
大
唐
六
典
に
は
､
必
ず
や
均
田
と
書
か
れ
て
あ
る
管
で

あ
る
｡
そ
れ
が
井
田
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
'
唐
の
両
税
法
案
施
以
前
に
行
な
わ
れ
て
い
た
土
地
法
の
公
の
名
稀
は
'
均
田
法
で
は
な
く
て
井

田
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
'
雄
痔
に
物
語

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
啓
唐
富
は
'
内
藤
虎
次
郎
先
生
の
著

『
支
那
史
学
史
』
の
第
九
章

｢宋

代
に
於
け
る
史
学
の
進
展
｣
の
新

･
菌
唐
書
の
比
較
の
所
に
は
'

沓
唐
書
は
主
も
に
賓
錬
等
に
出
て
い
る
こ
と
で
'
官
過
の
材
料
の
正
確
な
も
の
を
取
っ
た
の
に
封
L
t
新
唐
書
は
多
く
小
説

-

こ
れ
は

慣
作
の
も
の
で
は
な
い
'
逸
事

･
評
判
記
の
額
で
'
責
任
な
き
著
述
を
指
す
O
-

を
材
料
と
し
た
O

㊨

と
述
べ
ら
れ
て
あ
る
よ
う
に
'
官
連
の
記
録
を
主
と
し
て
奮

唐
書
は
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
'
そ
の
史
料
の
取
扱
い
は
大
唐
六
典
と
同
じ
傾

向
の
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
官
適
の
正
確
な
史
料
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
い
う
蓉
唐
書
に
井
田
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
､
こ
れ
ま
た
唐
の
均
田
法

と
言
わ
れ
る
も
の
の
公
の
名
稀
は
'
井
田
法
で
あ

っ
た
こ
と
を
立
謹
し
て
い
る
の
で
あ
る
O
こ
の
唐
の
井
田
法
め
公
稀
で
呼
ば
れ
る
土
地
法
は

唐
の
時
に
突
如
と
し
て
出
現
し
た
の
で
は
な
-
て
'
こ
れ
を
段
々
と
潮
れ
ば
周
鎧
の
井
田
法
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
既
に
本
論

文
で
こ
れ
ま
で
私
が
た
ど
っ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
北
魂
か
ら
唐
ま
で
の
土
地
法
は
均
田
法
の
名
稀
で
一
般
に
呼
ば
れ
て
い
る
が
'
こ
の
名

稀
を
公
稀
と
七
て
用
い
た
史
料
は
私
は
未
だ
見
た
こ
と
が
な
く
'
均
田
法
と
言
う
の
は
'
ど
こ
ま
で
も
俗
稀
で
あ
り
'
公
稀
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
｡
公
稀
は
井
田
法
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
'
少
な
く
と
も
唐
で
は
井
田
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
名
稀
が
井
田
法
で
あ
っ
た
ば
か
り
で

な
く
'
そ
の
内
客
質
態
も
ま
た
井
田
法
に
準
接
し
て
い
た
こ
と
は
､
こ
れ
ま
た
こ
れ
ま
で
私
が
本
論
文
で
説
い
て
来
た
事
柄
に
よ
っ
て
判
る
で

あ
ろ
う
.
こ
b
A,
と
は
既
に
唐
人

･
陸
資
が
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
o
そ
れ
は
彼
の
陸
宜
公
奏
議
聾

ハ
(開
脚
叢
一
の
均
節
義

祝
l慨
毒

姓
一六

侯
の
第

7
僕

｢
論
二両
税
之
弊
須
b有
二髭
革
こ

に
'

2 7 -で
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古
老
､

1
井
之
地
､
九
夫
共
レ之
､
公
田
在
レ中
､
籍
而
不
レ税
'

私
田
不
レ善
則
非
レ更
､

公
田
不
レ善
則
非
レ民
j

事
頗
級
数
､

難
二於
防

検
1'
春
秋
之
際
'
己
不
レ能
レ行
｢.
故
国
家
襲
二其
要
一而
去
二其
煩
r
T
男

1
人
へ
授
田
百
畝
'
但
歳
約
､ニ粗
粟
二
石
-而
己
'
(下
略
)

と
述
べ
て
あ
り
'
唐
の
土
地
法
は
'
井
田
法
の
要
を
襲
い
煩
を
去

っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
'
ま

た
加
藤
繁
博
士
も
そ
の
著

『支
那
古
田
制
の
研
究
』
の
中
で
'
随
所
に
井
田
法
と
後
世
の
均
田
法
と
を
比
較
し
て
､
均
田
法
が
井
田
法
の
影
響

を
受
け
て
い
る
事
案
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
'
加
藤
博
士
は
こ
の
書
の
中
で
均
田
法
の
文
字
を
使
用
す
る
に
普

っ
て
は
'一
そ
の
最
初
の
も
の

に

は

'後
世
即
ち
後
場
･.茜

･後
周
･隔
壷

の
諸
朝
で
'
土
地
公
有
制
を
頂

し
た
時
の
制
度
即
ち
所
謂
均
田
法
'
云
云
｡
(
諸

鐙

露

望

と
あ
る
よ
う
に
'
所
謂
の
文
字
を
頭
に
冠
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
加
藤
博
士
も
均
田
法
と
い
う
名
稀
は
公
の
も
の
で
は
な
く
'
俗
稀
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
'
何
か
気
づ
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

四

結

語

以
上
の
如
く
'
私
は
中
国
中
世
の
土
地
法
で
あ
る
均
田
法
な
る
も
の
の
名
稀
及
び
賓
態
を
調
べ
て
来
た
｡
.
こ
の
土
地
法
は
中
国
だ
け
の
も
の

で
は
な
-
'
日
本
を
始
め
と
す
る
東
宝
の
諸
園
に
俸
播
し
て
そ
の
国
々
の
土
地
法
と
な

っ
た
も
の
で
あ

っ
て
'
世
界
的
な
性
質
を
持
つ
重
要
な

土
地
法
で
あ
っ
た
.
こ
の
土
地
法
は
本
論
文
で
論
じ
て
あ
る
如
く
'
古
代
の
井
田
法
と
は
､
そ
の
名
稀
ま
で
が
同

1
で
あ
る
よ
う
に
'
ま
っ
た

く
井
田
法
の
後
身
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
の
井
田
法
は
儒
家
の
土
地
法
で
あ

っ
て
'
法
家
の
土
地
法
で
は
な
い
｡
法
家
の
土
地
法
は
商
軟

の
政
策
を
見
て
到
る
如
-
'
井
田
法
と
は
全
く
反
射
の
均

1
主
義
を
打
破
す
る
土
地
法
で
あ
る
.
法
家
の
法
治
主
義
を
採
用
し
た
秦
で
は
'
こ

の
儒
教
の
井
田
法
が
行
な
わ
れ
る
管
は
な
く

前
漠
の
初
め
の
頃
は
ま
だ
秦
の
律
令
を
総
承
し
て
賓
施
し
て
い
た
か
ら
'
秦
と
同
様
で
あ

っ
た

が
'
既
に
述
べ
て
あ
る
如
く
'
前
漠
の
武
帝
が
儒
教
を
因
数
と
定
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
'
こ
こ
に
小
島
拓
馬
先
生
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
'

｢
す

べ
て
国
家
の
制
度
法
規
は
儒
家
の
経
典
か
ら
流
出
す
る
よ
う
に
な

っ
た
｣
の
で
あ
る
｡
こ
の
儒
家
の
経
典
に
盛
ら
れ
て
い
る
土
地
法
は
何
か
と
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言
え
ば
､
そ
れ
は
井
田
法
で
あ
る
を
以
て
'
儒
教
的
に
編
纂
さ
れ
た
晋
の
律
令
の
土
地
法
で
あ
る
所
謂
る
占
田

･
課
田
法
が
'
土
地
の
公
有
に

か
か
る
井
田
法
の
原
則
に
従

っ
て
い
る
の
は
常
然
の
こ
と
で
あ
り
'
そ
の
後
の
所
謂
る
均
田
法
も
ま
た
同
様
で
あ
る
｡
井
田
法
の
制
度
を
最
も

詳
し
く
記
載
し
て
い
る
の
は
周
鎧
で
あ
り
'
従

っ
て
占
田

･
課
田
法
や
均
田
法
を
研
究
す
る
こ
と
だ
け
を
以
て
し
て
も
'
先
ず
以
て
周
薩
を
究

ノ

め
る
必
要
が
あ
る
が
'
周
鮭
は
単
に
土
地
法
だ
け
で
な
く
'
後
世
の
律
令
が
取
扱

っ
て
い
る
事
項
は
'
悉
-
こ
の
書
が
取
扱

っ
て
い
る
を
以
て

律
令
撃
の
研
究
は
先
ず
以
て
周
鐙
か
ら
始
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
私
が
初
め
て
唱
え
る
も
の
で
は
な
く
､
小
島
先
生
が
既
に

言

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
'
小
島
先
生
と
は
革
に
言
葉
の
表
現
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
が
'
小
島
先
生
の
師
で
あ
り
京
都
の
中
国
撃
の
創
始
者

の
1
人
で
あ
る
狩
野
直
喜
先
生
が
早
く
か
ら
'
こ
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
ら
れ
て
い
た
.
狩
野
先
生
は
明
治
三
十
六
年
か
ら
十
年
間
'
臨
時
童

暫
啓
慣
調
査
合
に
関
係
さ
れ
'
構
図
行
政
法
の
編
纂
に
従
わ
れ
た
が
､
そ
の
際
に
経
ら
れ
た
鰹
験
は

｢清
朝
の
諸
制
度
で
も
段
々
と
潤

っ
て
行

け
ば
'
速
に
は
周
鎧
に
到
達
す
る
｣
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
'
私
は
こ
の
こ
と
を
昭
和
四
年
頃
に
先
生
か
ら
直
接
聡
か
さ
れ
た
と
共
に
'

｢中

国
の
法
制
経
済
史
を
修
め
る
の
で
あ
れ
ば
'･
必
ず
先
ず
周
腔
を
読
む
よ
う
に
｣
と
い
う
こ
と
も
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
狩
野
先
生
が
こ
の
よ

う
な
考
え
で
あ
ら
れ
た
か
ら
'
先
生
が
織
田
寓
博
士
と
共
に
編
纂
の
責
任
に
嘗
た
ら
れ
た
清
国
行
政
法
が
'
周
薩
等
に
制
度
の
起
源
を
求
め
て

㊨

い
る
の
は
論
を
供
た
な
い
こ
と
で
あ
る
が
∵

｣
の
編
纂
の
協
力
者
の
1
人
で
あ

っ
た

加

藤
博
士
が
'

そ

の
支
那
古
田
制
の
研
究
を
完
成
さ
れ
た

の
も
こ
の
時
代
の
こ
と
で
あ

っ
て
､
こ
の
書
で
加
藤
博
士
が
周
の
井
田
法
が
後
世
の
所
謂
る
均
田
法
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
て
い
た
事
賓
を
指

摘
し
て
い
る
の
も
'
そ
の
所
以
が
よ
-
窺
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
加
藤
博
士
の
外
に
'
東
川
徳
治
氏
も
ま
た
協
力
者
の
一
人
で
あ

っ
た
が
'

同
氏
も
常
に
周
薩
を
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
て
'
晩
年
に
は
周
鰻
の
講
義
録
の
顎
行
を
さ
え
企
て
ら
れ
て
い
た
o
狩
野
先
生
を
始
め
と
す
る
こ
れ
等

一
連
の
撃
者
達
が
中
国
の
諸
制
度
即
ち
律
令
の
研
究
に
周
薩
を
重
ん
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
'
全
く
正
し
い
の
で
あ

っ
て
'
均
田
法
の
正
し
い
名
稀

は
井
田
法
で
あ
る
と
い
う
こ
の
1
事
を
以
て
し
て
も
'
如
何
に
周
鰭
が
律
令
の
研
究
に
大
切
で
あ
る
か
が
判
る
で
あ
ろ
う
.
周
濃
を
離
れ
て
は

律
令
の
重
要
な
部
分
を
な
す
土
地
法
を
正
し
-
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
｡
近
時
我
が
学
界
に
お
い
て
は
'
均
田
法
の
研
究
が
盛
ん

な
よ
う
で
あ
る
が
t
､私
は
こ
こ
で
均
田
法
の
研
究
者
各
位
に
'
狩
野
先
生
の
数
え
で
あ
る

｢
菟
ず
周
薩
を
修
め
よ
し
と
い
う
言
葉
を
'
十
分
玩
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昧
す
る
よ
う
切
に
望
ん
で
や
ま
な
い
の
で
あ
る
｡

2

註①

山
堂
考
索
の
こ
の
困
解
と
同
様
な
図
解
が
'
欽
定
周
官
義
疏
巻
四
十
頑

韓
国
や
欽
定
稽
記
義
疏
巻
七
十
八
稽
解
団
に
も
載
せ
ら
れ
て
i
る
｡

④

静
夫
の
こ
と
は
､
加
藤
繁
博
士
著

『
支
那
古
田
制
の
研
究
』
貢
二
三
-

二
五
㌧
及
び
頁
二
四
六
に
も
取
扱
わ
れ
て
お
り
'
静
夫
に
封
す
る
授
田
は

二
十
五
畝
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

⑧

こ
の
詩
経
の
捨
印
の
詩
は
'
白
揚
社
版

『支
那
政
治
史
』
上
巻
に
収
め

ら
れ
て
い
る
那
波
利
貞
博
士
執
筆
の

｢隔
唐
五
代
政
治
史
｣
の
中
に
引
用

さ
れ
て
い
る
の
で
'
私
は
知
り
得
た
｡

○
④

稲
井
重
雅
氏
は
'
史
学
雑
誌
第
七
六
編
第

1
坂
に
載
せ
た
論
文

｢儒
敬

成
立
史
上
の
二
三
の
問
題
｣
に
お
い
て
'
前
漢
の
武
帝
が
董
仲
野
の
封
策

を
納
れ
て
儒
教
を
以
て
国
数
と
定
め
た
事
賓
を
否
定
さ
れ
て
い
る
が
､
儒

教
が
武
帝
の
時
か
ら
隆
盛
に
な
っ
た
こ
と
は
認
め
て
い
る
｡

⑤

我
が
法
制
史
撃
界
の
者
宿

･
中
田
薫
先
生
も
'
そ
の
法
制
史
研
究
第
三

冊
に
載
せ
ら
れ
た
論
文

｢律
令
法
系
の
敬
遠
に
つ
い
て
の
補
考
｣
に
お
い

て
'
律
と
令
と
の
完
全
な
分
離
は
'
晋
の
律
令
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
｡

qJ陪
書
巻
三
十
三
経
籍
志
に
は
'
管
故
事
四
十
三
巻
と
し
て
見
え

て

い

る
｡

①

刑
書
を
鼎
に
鋳
つ
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､
拙
著

『
日
中
律
令
論
』
に

説
明
し
て
あ
る
｡

⑧

佃
の
文
字
は
一
般
に
小
作
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が

資
治
通
鑑
巻
百
七
十
六
陳
紀
長
城
公
下
の
至
徳
二
年
四
月
庚
子
の
候
に
あ

る

｢
不
レ
可
二贋
佃
こ

と
あ
る
佃
に
封
し
て
'
胡
三
省
は

｢作
レ
田
也
｣
と

註
し
て
い
る
よ
う
に
'
翠
に
耕
作
と
い
う
意
味
も
あ
る
字
で
あ
る
｡

⑨

声
調
は
そ
の
名
が
示
す
如
-
'
戸
を
客
髄
と
す
る
公
課
で
あ
っ
t
t
こ

の
税
は
三
国
魂
の
曹
操
の
頃
か
ら
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
'
貌
志
巻

一

建
安
九
年
九
月
の
候
の
斐
松
之
の
註
に
引
け
る
王
沈
の
親
書
に
､
｢其
収
二

田
粗
｢
畝
四
升
'
戸
出
二絹
二
匹

･
綿
二
斤
一而
己
'
他
不
レ得
二檀
興
登
こ

と
見
え
'
そ
の
巻
二
三
趨
僚
侍
に
は
'
こ
の
絹
綿
を
以
て
声
調
と
稀
し
て

い
る
｡
こ
の
声
調
は
井
田
法
の
布
績
之
征
ど
全
く
同
じ
税
法
で
あ
る
を
以

て
'
井
田
法
を
復
活
し
た
晋
の
占
田

･
課
田
法
に
お
い
て
も
'
そ
の
ま
ま

の
税
名
税
法
で
公
課
の
一
つ
と
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡

⑲

現
代
の
高
等
学
校
で
用
い
ら
れ
て
い
る
日
本
史
及
び
世
界
史
の
教
科
書

に
は
'
大
抵
律
令
格
式
の
こ
と
は
記
載
さ
れ
て
お
り
､
し
か
も
そ
の
式
に

つ
い
て
は
､
律
令
の
施
行
細
則
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
'
ど
こ
の
学
校
で

も
生
徒
に
封
し
て
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
は
高
等
学
校
の
現

場
の
先
生
達
に
よ
っ
で
編
纂
さ
れ
た

『
日
本
史
用
語
集
』

『
世
界
史
用
語

集
』

(
い
ず
れ
も
山
川
出
版
社
か
ら
電
行
)
に
は
'
ど
れ
も
そ
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
｡
従
っ
て
現
代
の

高
校
教
育
を
う
け
た
人
々
は
'
式
は
律
令
の
施
行
細
則
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
大
抵
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡

⑪

仁
井
田
氏
は
晩
年
に
至
る
ま
で
t.
こ
の
誤
り
に
は
菊
づ
か
な
か
っ
た
よ

-
で
あ
る
｡
そ
の
竃
壕
に
は
､
昭
和
三
九
年
に

『
唐
令
拾
遺
』
を
重
刊
し
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て
い
る
が
'
そ
れ
に
は
こ
の
こ
と
は
訂
正
し
て
お
ら
な
い
の
で
あ
り
'
ま

た
国
家
学
令
雑
誌
に
掲
載
し
た
論
文

｢古
代
支
那
･日
本
の
土
地
私
有
制
｣

も
､
そ
の
ま
ま
の
も
の
を
昭
和
三
五
年
に
刊
行
し
た
同
氏
の
論
文
集

『
中

豊

制
宗

盈

細
管

に
収
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡

⑲

次
丁
男
と
構
す
る
律
令
語
は
'
暫
以
後
の
中
国
の
律
令
に
は
現
わ
れ
て

釆
な
い
が
､
我
が
律
令
に
は
現
わ
れ
て
乗
る
の
で
あ
る
｡
即
ち
養
老
の
戸

令
の
老
残
の
候
文
に
は
'

｢凡
老
残
'
並
馬
二次
丁
こ

と
あ
り
'
六
十

1

歳
か
ら
六
十
五
歳
に
至
る
老
男
と
'
少
し
く
身
髄
に
障
害
の
あ
る
残
疾
者

と
を
以
て
､
次
丁
即
ち
次
丁
男
と
す
る
と
定
め
て
い
る
｡
こ
の
次
丁
男
の

一
事
を
以
て
し
て
も
'
我
が
律
令
は
唐
の
律
令
の
み
を
継
承
し
た
も
の
で

な
い
こ
と
が
則
る
で
あ
ろ
う
｡

0
0

0

⑲

我
が
学
界
に
は
こ
の
女
則
不
課
を
ば
｣
次
丁
女
則
不
課
田
と
い
う
よ
う

に
態
々
文
字
を
加
え
て
'
文
章
を
改
め
て
'
自
か
ら
が
欲
す
る
意
味
に
解

揮
し
て
い
る
撃
者
が
あ
る
が
'
こ
れ
は
青
書
の
著
者
の
杜
預
ら
の
意
圏
と

は
全
-
相
反
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

⑲

こ
の
隔
書
食
貨
志
の
一
文
は
､
｢
(上
略
)
客
皆
注
レ家
､
籍
二其
課
｢
丁

男
調
'
布
絹
各
二
丈
､
練
三
両
'
綿
八
両
'
緑
絹
八
尺
'
緑
綿
三
両
二

分
'
粗
米
五
石
'
碩
米
二
石
､

丁
女
並
牛
レ之
'
(下
略
)｣
と
あ
っ
て
'

籍
二共
謀
あ

次
に
一
般
の
丁
男
及
び
丁
女
に
封
す
る
租
詞
な
ど
の
公
課
の

規
定
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
句
讃
鮎
の
つ
け
か
た
は
'
民
国
二
十
五

年
に
上
海
の
大
光
書
局
か
ら
蔓
行
さ
れ
た

『
中
国
歴
代
食
貨
志
』
も
'
私

と
同
様
で
あ
る
｡
こ
の
籍
二共
謀
一と
次
の
丁
男
調
'
布
絹
各
二
丈
'
云
云

と
は
'
別
文
と
し
て
取
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
私
は
以
上

の
よ
う
な
考
え
の
も
と
に
､
拙
著

『
均
田
法
と
そ
の
税
役
制
度
』
の
第
三

章
第

一
節
で
南
朝
の
土
地
税
役
制
度
を
論
じ
た
際
に
は
t
T
男
詞
､
布
絹

各
二
丈
'
以
下
を
引
用
掲
載
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
る
と
こ
ろ
'
鈴
木
俊

氏
は
'

『
中
央
大
学
七
十
周
年
記
念
論
文
集
』
に
掲
載
さ
れ
た
同
氏
論
文

｢占
田
'
課
田
と
均
田
制
｣
の
頁

]
九
-
二

1
に
お
い
て
､
籍
二其
課
7の

0
0

共
謀
と
は
､
衣
に
乗
る
丁
男
調
'
布
絹
各
二
丈
の
丁
男
に
つ
け
て
'
其
課

丁
男
調
'
布
絹
各
二
丈
と
す
べ
き
を
'
私
が
故
意
に
脱
漏
し
て
丁
男
と
し

た
も
の
で
あ
る
と
断
定
し
､

｢曾
我
部
博
士
が
こ
れ
を
腕
し
て
論
ぜ
ら
れ

て
い
る
の
は
'
甚
だ
不
思
議
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
｣
と
批
評
さ
れ
て
い

る
が
'
こ
れ
は
全
-
無
賓
を
誕
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
私
は
こ
の
よ
う

な
脱
漏
行
為
は
な
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
o
筒
お
こ
の
こ
と
は
､
法
制
史

研
究
第
七
冊
に
掲
載
し
た
拙
稿

｢
西
涼
及
び
商
魂
の
戸
籍
と
我
が
古
代
戸

籍
と
の
関
係
｣
に
詳
述
し
て
あ
る
｡

⑮

賦
と
は
'
周
碓
地
官
簾
の
小
司
徒
の
職
掌
に
見
え
る
貢
賦
に
封
し
て
'

鄭
玄
は

｢
貢
'
謂
二九
穀
山
滞
之
材
1也
'
賦
'
謂
下
出
二串
徒
]絵
札
顔
役
上

也
｣
と
註
し
て
い
る
如
-
､
元
来
は
車
徒
を
出
し
て
軍
の
格
役
に
供
す
る

の
を
言
う
の
で
あ
る
｡

⑲

北
魂
以
後
の
唐
や
五
代
や
我
が
国
で
も
'
蔭
附
戸
の
制
度
が
行
な
わ
れ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
､
日
本
歴
史
第

1
四
九
貌
所
載
の
拙
稿

｢
日
中
の
蔭

附
戸
｣
に
論
じ
て
あ
る
｡

⑰

こ
の
管
故
事
の
一
文
は
'
初
学
記
巻
二
十
七
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
'
こ
の
こ
と
を
軍
見
し
た
の
は
吉
田
虎
雄
氏
で
あ
り
'
同
氏
の
著

書

『
魂
晋
南
北
朝
租
税
の
研
究
』
な
ど
に
引
用
さ
れ
て
い
る
｡

⑲

こ
の
井
税
と
は
'
井
田
の
賦
税
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ず
'
商
務
印
書

館
襲
行
の
鮮
源
績
編
に
は
､
井
賦
と
い
う
熟
語
を
か
か
げ
'
そ
の
説
明
と

､

し
て
'
周
産
地
官
簾
中
司
徒
の
職
掌
に
'

｢
乃
経
]]土
地
1而
井
TT牧
其
田

野
]'
以
任
二地
事
｢
而
令
二其
貢
賦
こ

と
あ
る
井
田
法
の
1
文
を
載
せ
て
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い
る
｡

⑲

こ
の
君
は
､
魂
書
巻
百
十
食
貨
志
に
も
'

｢
大
和
九
年
'
下
レ詔
均
引給

天
下
民
田
こ

と
あ
る
｡

⑳

周
綬
地
官
司
徒
猿
に
は
載
師
と
碍
す
る
官
が
あ
り
'そ
の
職
掌
は

｢掌
)1

任
レ土
之
法
r
以
物
二地
番
｢
掌
二他
職
｢
而
待
二其
政
令
｢
云
云
｣
と
逓
べ

て
お
り
､
ま
た
均
人
と
碍
す
る
官
が
あ
り
､そ
の
職
掌
は

｢掌
下
均
二地
政
｢

均
t免
守
｢
均
二他
職
r
均
申
人
民

･
牛
馬

･
率
輩
之
刀
政
ご
苔
だ

と
述

べ
て
お
り
'
更
に
ま
た
土
均
と
構
す
る
官
が
あ
り
､

そ
の
職
掌
は

｢
掌
下

卒
二土
鞄
7之
政
qr
以
均
二地
守
1'
以
均
二地
番
]'
以
均
二地
貢
｢
云
云
｣
と

述
べ
て
お
る
o

⑳

こ
の
墾
田
の
語
は
'
こ
こ
で
は
重
要
な
語
を
な
し
て
い
る
｡
墾
田
の
語

は
'
我
が
律
令
時
代
に
も
使
用
さ
れ
て
､
こ
れ
を
ハ
リ
タ
と
讃
み
'
新
ら

し
-
開
墾
し
た
田
を
種
す
る
の
で
あ
る
が
'
中
国
で
は
'
い
つ
の
時
代
で

も
軍
に
農
耕
地
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
'
こ
れ
は
各
正
史
の
食
貨
志
や

地
理
志
'
及
び
各
通
典
の
田
制
や
各
通
考
の
田
賦
考
や
冊
府
元
勉
の
邦
計

都
田
制
な
ど
だ
け
を
見
て
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
り
'
私
も
こ
の
こ
と
は

文
化
第
二
七
巻
第
三
鶴
掲
載
の
拙
稿

｢
北
軍
の
均
田
法
-
西
嶋
定
生
氏
の

駁
論
に
答
う
ー
｣
に
述
べ
て
あ
る
｡
中
国
で
は
'
新
し
-
土
地
を
開
く
こ

と
を
叙
述
す
る
場
合
は
'
必
ず
墾
表
栗

田
)
(安
治
通
鑑
撃

一六
九
)
之

か
､
撃
東
田
l
(同
上
書
巻
二
八
八
)
と
か
'
墾
Tf起
公
私
荒
田
7
(通
輿

巻
十
五
本
註
)'
撃
垂
田
)
(漠
書
巻
七
十
七
)､
開
二荒
地
一
(
三
国
志
魂

志
巻
十
三
)'
墾
ニー殖
荒
田
｢
請
コ射
荒
田
]
(共
に
文
献
通
考
撃

二
､
四
'

五
､
七
)
と
あ
る
よ
う
に
､
荒
田
､
荒
地
'
草
田
な
ど
の
語
が
く
っ
つ
い

て
現
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
っ
て
､
翠
に
墾
田
と
し
て
現
わ
れ
て
来
る
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
｡
我
が
国
で
も
墾
田
を
以
て
悉
-
新
開
墾
田
の
意
味
に

使
用
し
て
い
た
か
と
い
う
に
'
そ
う
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
'
例
え
ば
日

本
書
紀
の
孝
徳
天
皇
大
化
元
年
八
月
庚
子
の
健
に
､

｢其
於
二倭
国
六
解
7'

被
レ遺
使
者
'
宜
下
達
二戸
籍
一井
校
中
田
畝
上｣
と
あ
る
と
こ
ろ
の
本
註
に
'

｢
謂
レ検
ニー顧
墾
田
頃
畝
及
戸
口
年
紀
こ

と
あ
っ
て
'

田
畝
に
封
し
て
墾

田
を
富
て
､
田
畝
と
墾
田
と
は
同

1
で
あ
る
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
判
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
大
抵
の
場
合
は
'
我
が
国
で
は
新
開
墾
田
と

解
輝
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
我
が
国
と
中
国
で
は
､
墾
田

の
解
樺
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
が
､
彼
の
解
樺
は
軍
に
農
耕
地
を
意
味
す

る
こ
と
に
菊
づ
い
た
の
ほ
'
私
を
以
て
初
め
と
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ

っ
て
'
徳
川
時
代
の
撃
者
達
が
既
に
そ
の
よ
う
な
研
究
を
な
し
､
ま
た
そ

の
よ
う
な
解
樺
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
先
ず
第

1
に
挙
げ
ら
れ
る
の

は
ハ

伊
藤
長
胤

(東
庄
)
の

『
制
度
通
』
で
あ
る
O
こ
の
書
は
享
保
九
年

(
7
七
二
四
)
に
出
来
た
も
の
で
あ
り
'
そ
の
奄
八
に

｢墾
田
並
二
税
糧

縛
数
ノ
事
｣
と
い
う
項
を
設
け
て
'
漢
代
か
ら
明
代
ま
で
の
墾
田
に
つ
い

て
の
文
献
を
掲
げ
て
'
墾
田
と
は
田
地
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
'

更
に
は
'
藻
の
定
墾
田
'
隅
の
任
墾
田
の
文
例
ま
で
も
掲
げ
'
定
墾
田
に

つ
い
て
は

｢定
-
テ
作
り
付
タ
ル
田
島
ナ
リ
｣
と
の
解
輝
ま
で
つ
け
て
い

る
｡
伊
藤
長
胤
の
他
に
'
尾
張
藩
の
席
者

･
奥
田
永
業
の
文
化
十
年
乃
至

は
十

1
年
頃

(
1
八

1
三
I

l
四
)
に
著
し
た

『治
具
十
三
傑
』
O
.第

1

田
賦
考
に
は
'

｢墾
は
土
地
を
起
し
反
す
る
こ
と
な
や
'
墾
田
は
天
下
に

て
墾
耕
す
る
程
の
地
を
云
｣
と
言
い
'
墾
田
は
墾
耕
す
る
土
地
で
あ
る

と
姐
べ
て
お
り
'

ま
た
水
戸
藩
の
尊
者
の
藤
田
幽
谷
も
'
寛
政
十

1
年

(
一
七
九
九
)
頃
に
脱
稿
し
た

『
勧
農
或
問
』
巻
上
の
勧
農
纏
論
の
所
で
'

墾
田
の
語
に
封
し
て

｢
ツ
ク
ル
ベ
キ
田
地
｣
と
い
う
振
仮
名
を
つ
け
て
い

る
｡
以
上
の
よ
う
に
徳
川
時
代
の
≡
先
哲
は
､
い
ず
れ
も
墾
田
を
以
て
農
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耕
地
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
新
開
墾
地
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
｡
≡
先
哲
は
軍
に
墾
田
の
解
樺
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
'
他
の
事
柄
で

も
多
-
の
鮎
で
柏
共
通
せ
る
解
輝
を
下
し
て
い
る
｡
そ
の
二
㌧
三
の
例
を

挙
げ
る
な
ら
ば
､
復
や
復
除
に
つ
い
て
は
'
制
度
通
巻
六
に
は

｢復
卜
云

ハ
其
身
ノ
役
ヲ
ユ
ル
ス
コ
ト
ナ
リ
｣
と
言
い
'
治
具
十
三
傑
の
第
三
戸
口

考
に
は

｢復
'
諸
役
御
免
の
こ
と
な
り
｣
と
言
い
､
勧
農
或
問
巻
下
に
は

｢
ヤ
ク
ヲ
ノ
ゾ
ク
｣

と
の
振
仮
名
を
つ
け
て
お
り
'

そ
の
不
レ事
に
つ
い

て
は
'
制
度
通
は
既
に
本
論
文
の
第
二
節
の
晋
の
力
役
の
説
明
に
引
用
し

て
あ
る
よ
う
に
'

｢役
ヲ
ユ
ル
ス
｣
と
解
樺
し
て
お
り
'
ま
た
治
具
十
三

傑
も
そ
の
所
で
制
度
通
と
同
様
に

｢諸
役
を
兎
ず
｣
と
説
明
し
て
お
り
'

同
書
は
更
に
第
三
戸
口
考
で
も

｢
事
と
云
ほ
諸
役
の
こ
と
な
り
､
勿
算
事

と
は
算
賊
を
免
れ
'
諸
役
を
兎
ぜ
し
な
り
｣
と
言
い
'
勘
農
或
問
も
巻
下

に

｢
ヤ
ク
ヲ
ユ
ル
ス
｣
と
振
仮
名
を
つ
け
て
い
る
｡
ま
た
周
樽
の
施
合
に

つ
い
て
は
'
制
度
通
巻
九
に

｢
周
穏

･
穫
記

二
載
ス
ル

(舎
及
ビ
不
レ従
レ

政
)

ハ
､
ソ
ノ
身
ノ
夫
役
ヲ
ユ
ル
ス
ハ
カ
-
ナ
リ
｣
と
言
い
'
治
具
十
三

候
の
第
四
職
役
考
に
は

｢余
は
除
也
'
貴
人
己
下
老
人
病
身
の
者
杯
は
'

夫
役
に
使
ふ
事
を
除
せ
り
｣
と
言
い
'
勧
幾
或
問
奄
下
に
は

｢
(上
略
)
其

ヤ
ク

ユル
ス

貴
賎
老
幼
療
疾
を
所
じ
､
凡
征

役

の

施

合

を
為
す
｣
と
の
振
仮
名
を
つ
け

て
お
り
'
更
に
ま
た
課
役

･
課
戸

･
不
課
戸
な
ど
に
つ
い
て
は
､
制
度
通

は
'

そ
の
巻
九
で
は
課
役
に
つ
い
て

｢
(上
略
)
三
位
以
上
ノ
親
族
並
二

ス

ヲ

兎
二課
役
7'
コ
レ
ハ
終
身
ノ
免
役
卜
兄

へ
タ
L
J

と
言
い
'
巻
五
で
は
課

戸

･
不
課
戸
に
つ
い
て

｢古

へ
ハ
民
家

二
課
戸
不
課
戸
卜
云
コ
ト
ア
リ
'

(中
略
)
課
ト
ハ
役
ノ
コ
ト
｣
と
述
べ
て
い
る
が
､
治
具
十
三
傑
の
第
四

戸
口
考
に
は
､

｢諸
役
を
務
る
家
を
課
戸
と
云
'
不
課
戸
と
云
は
官
田
･

動
田

･
高
年

･
療
疾
の
親
の
課
役
を
除
ず
る
家
也
｣
と
言
い
'
勘
農
或
問

(幽
谷
自
筆
本
)
巻
下
に
は
不
課
戸
に
つ
い
て

｢
一
戸
の
主
と
い
ヘ
ビ
も

官
職
あ
る
人
か
者

･
老

･
篤
疾

･
中
子

･
寡
を
ば
不
課
戸
と
定
む
事
也
｣

皆
ヤ
ク
ナ
シ

テ

セ
バ

ト

と
あ
り
'
ま
た
課
役
に
つ
い
て
は

｢延
書
式
に
凡
人
生

二

五
男
一成
lニ

止
丁

一

′々‖ノJ･
･

兎
二父
課
役
1'
維
三

人
閑
7
簡
従
二兎
除
1
と
い
ふ
事
あ
り
'
是
多
-
育
レ

子
も
の
の
篠
役
を
ゆ
る
め
て
民
生
を
蕃
く
す
る
こ
と
を
勧
む
'
云
云
｣
と

言
い
'
不
課
戸
に
は
皆
ヤ
ク
ナ
シ
と
い
ふ
説
明
を
つ
け
'
課
役
に
封
し
て

格
役
の
語
を
雷
て
て
お
る
O
こ
の
よ
う
に
三
先
哲
共
に
課
役
は
橋
役
即
ち

力
役
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
'
そ
の
力
役
を
負
損
す
る
戸
が
課
戸
で
あ
り

負
据
し
な
い
戸
が
不
課
戸
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
｡

こ
の
三
先
哲
の
学
問
著
作
に
つ
い
て
は
'
先
ず
伊
藤
長
胤
に
つ
い
て
狩

野
直
喜
先
生
は
､
そ
の
著
の

『
著
書
纂
飴
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る

｢伊
藤

蘭
嶋
の
超
撃
｣
の
中
で
'

｢東
涯

(長
胤
)
は
篤
賓
護
摩
の
君
子
で
'
能

-
家
聾
を
紹
通
し
'
其
の
撃
は
博
治
に
し
て
書
と
し
て
窺
ほ
ざ
る
な
く
'

詩
文
に
至
る
ま
で
誠
に
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
｣
と
'
極
め
て
長
胤
の
人

物
や
学
問
を
は
め
ら
れ
て
お
り
'
ま
た
狩
野
先
生
の
高
弟
の
1
人
で
あ
る

吉
川
幸
次
郎
博
士
は
､
長
胤
の
制
度
通
を
校
訂
し
て
岩
波
文
庫
本
と
し
て

出
版
さ
れ
て
い
る
が
'

そ
の
解
題
で

｢
(上
略
)
こ
の
書
物
は
'
結
果
に

於
て
､
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
東
亜
制
度
史
と
な
っ
て
い
る
｡

(中
略
)
そ

の
す
ぐ
れ
た
鮎
は
'
記
述
の
正
確
さ
に
あ
る
｡
こ
の
書
物
の
中
か
ら
'
記

述
の
誤
り
を
指
摘
す
る
こ
と
は
'
む
ず
か
し
い
｡
ま
た
引
用
文
の
誤
頚
も

絶
無
に
近
い
よ
う
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
正
確
さ
は
'
主
と
し
て
東
涯
の
人

柄
に
よ
っ
て
生
れ
た
と
思
わ
れ
る
｡
東
涯
が
篤
賓
な
君
子
人
で
あ
っ
た
こ
､

と
は
'
数
々
の
挿
話
が
物
語
る
通
り
で
あ
る
｡
(下
略
)｣
と
述
べ
ら
れ
て

こ
れ
ま
た
長
胤
の
人
物
や
そ
の
著
の
制
度
通
を
審
欺
さ
れ
て
い
る
.
衣
に
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奥
田
永
業
に
つ
い
て
は
'
瀧
本
誠

1
博
士
が
彼
の
著
の
治
具
十
三
傑
を
､

そ
の
編
纂
せ
る
日
本
濯
済
大
典
第
四
十
四
巻
に
納
れ
る
に
嘗
っ
て
の
解
竃

で
は
'

｢本
書
は

(中
略
)
東
涯
の
制
度
通
に
類
す
る
も
の
な
れ
ど
も
'

制
度
通
の
如
-
煩
墳
な
ら
ず
し
て
'
首
尾

1
質
し
た
大
著
作
で
あ
る
｣
と

は
め
ら
れ
て
い
る
｡
最
後
の
藤
田
幽
谷
に
つ
い
て
は
'
そ
の
弟
子
の
禽
浮

正
志
欝
が

『
及
門
遺
範
』
に
お
い
て
'

｢先
生
好
讃
二周
官
r
謂
'
聖
人

経
Ti緯
天
地
]'
網
引
紀
国
家
r
悉
備
二於
此
書
丁
其
所
二軍
明
(
大
抵
前
賢
所
レ

未
レ軍
｣
と
か
'

｢先
生
講
討究
経
史
)'
畢
無
レ不
レ該
｣
と
言
い
'
幽
谷
は

周
頑
を
喜
み
､
前
賢
の
蔓
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
も
の
を
聾
明
し

あ
た

た
と
か
､
撃
の
該

ら
ざ
る
も
の
は
無
か
っ
た
な
ど
と
'
大
い
に
は
め
て
い

る
｡
長
胤
ら
三
先
哲
の
学
説
が
全
-
同
じ
で
あ
る
の
は
'
そ
の
研
究
方
法

が
同
じ
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
､
学
問
の
根
底
を
軽
挙
､
特
に
周
穂
に
置

い
て
い
た
が
故
で
あ
ろ
う
｡

ひ
る
が
え
っ
て
現
代
の
我
が
東
洋
史
学
界
を
見
る
に
'
こ
の
北
軍
の
均

田
法
に
現
わ
れ
る
墾
田
を
ば
'
こ
れ
を
最
も
早
-
新
開
墾
田
と
解
樺
し
た

の
は
仁
井
田
陛
氏
で
あ
っ
て
'
昭
和
四
年
十
二
月
聾
行
の
国
家
撃
曹
雑
誌

奄
四
三
の
十
二
親
所
載
の
論
文

｢古
代
支
那

･
日
本
の
土
地
私
有
制
｣
H

で
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
'
こ
れ
に
唐
い
た
の
が
西
嶋
定
生
民

(和
田

博
士
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢
所
収
の

｢北
軍
河
清
三
隼
田
令
に
つ
い
て
｣
)

で
あ
り
'
更
に
績
い
た
の
が
西
村
元
佑
氏

(史
林
五
〇
の
二
所
載

｢
均
田

法
に
お
け
る
受
田
と
賦
課
に
関
す
る
1
考
察
｣)

で
あ
る
.

こ
れ
等
の
撃

者
達
は
西
域
文
化
研
究
禽
な
る
も
の
を
組
織
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

判
る
如
-
'
同
じ
系
統
の
学
者
で
あ
り
'
従
っ
て
同
じ
よ
う
な
研
究
を
し

て
同
じ
よ
う
な
学
説
を
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
軍
に
墾
田
だ
け
で
な
く

課
役

･
課
戸

･
不
課
戸

･
復

･
復
除

･
不
レ事

･
施
舎
及
び
そ
の
他
に
つ

い
て
も
､
同
じ
よ
う
な
解
程
を
採
っ
て
お
り
､
そ
れ
等
の
悉
-
が
長
胤

･

永
業

･
幽
谷
ら
の
説
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
.あ
る
｡
仁
井
田
氏
等
の
説

の
よ
う
な
こ
と
を
卒
中
苓
次
氏
も
唱
え
ら
れ
て
い
る

(同
氏
著
中
国
古
代

の
田
制
と
税
法
所
収
の

｢漠
代
の
復
除
と
周
榎
の
施
舎
｣
)
｡
こ
こ
で
私
が

我
が
学
界
の
各
位
に
望
む
こ
と
は
'
仁
井
田
氏
ら
の
学
説
と
長
胤
ら
の
畢

∴
説
の
い
ず
れ
が
是
で
あ
り
'
い
ず
れ
が
否
で
あ
る
か
を
'
こ
の
際
'
十
分

に
調
べ
て
貰
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
展
理
は
唯

一
つ
で
あ
る
か
ら

ど
ち
ら
か
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
両
者
の
学
説
を
虚
心
卒
意
な
態

度
で
十
分
比
較
し
て
原
典
に
よ
っ
て
検
討
を
加
え
れ
ば
'
誰
人
も
必
ず
や

狩
野
先
生
を
始
め
と
す
る
語
学
者
の
長
胤

･
永
業

･
幽
谷
に
封
す
る
批
評

の
言
は
､
少
し
も
正
鵠
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
に
菊
づ
か
れ
る
で
あ
ろ
う

L
t
ま
た
現
代
の
我
が
学
界
に
は
'
い
か
に
多
く
の
誤
っ
た
学
説
が
流
布

さ
れ
て
定
説
化
し
て
い
る
か
が
則
る
で
あ
ろ
う
｡
各
位
が
現
状
を
直
税
し

て
正
邪
を
群
別
L
t
邪
説
に
は
惑
わ
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
'
正
し
い
研
究

の
道
を
ど
こ
ま
で
も
歩
ま
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
次
第
で
あ
る
｡

⑳

こ
の
1
文
は
障
害
撃

7十
四
食
貨
志
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
｡

⑳

こ
の
1
文
は
情
書
巻
≡
煩
帝
本
紀
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
｡
..,

⑳

大
唐
六
典
の
編
纂
に
つ
い
て
は
､
拙
著

『
日
中
律
令
論
』
に
通
べ
て
あ

る
｡

⑳

通
典
巻
二
十
三
職
官
篇
の
戸
部
郎
中
の
所
の
本
註
に
は
'
そ
の
職
掌
と

し
て

｢掌
ニ
(上
略
)
園
宅

･
口
分

･
永
業
等
こ

と
言
い
'
均
田
と
も
井

田
と
も
述
べ
て
お
ら
ず
'
ま
た
新
唐
書
巻
四
十
六
百
官
志
に
は
､

｢戸
部

尚
書
掌
二天
下
土
地

･
人
民

･
鏡
穀
之
政

･
貢
賦
之
差
㌻
････戸
部
郎
中

･

員
外
郎
掌
二
戸
口
･
土
田

･
賦
役

･
貢
献

･
鋼
兎

･
優
復

･
相
宿

･
勉
嗣

之
事
こ

と
あ
っ
て
､
新
唐
書
も
ま
た
'
均
田
と
も
井
田
と
も
言
っ
て
お
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ら
な
い
b

⑳

加
藤
繁
博
士
の
没
後
に
博
士
の
侍
記
を
主
と
し
た

『
中
国
経
済
史
の
開

拓
』
な
る
一
書
が
榎

一
雄
博
士
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
が
'
こ
の
書
に
寄

せ
た
和
田
清
博
士
の
序
文
に
は
'

｢加
藤
博
士
は
'
就
職
の
関
係
か
ら
京

都
大
学
へ
行
っ
て
'
織
田
寓
博
士

･
狩
野
直
喜
博
士
監
修
の
下
に
清
団
行

政
法
の
編
纂
に
興
り
'
専
ら
清
朝
の
官
制
や
土
地
制
度
'
産
業
や
貨
幣
の

調
査
に
嘗
ら
れ
た
.
こ
の
数
年
問
が
異
に
博
士
の
修
養
時
代
で
'
そ
の
間

に
後
年
の
博
士
を
し
て
大
な
ら
し
め
る
素
地
を
作
っ
た
と
共
に
'
博
士
を

し
て
経
済
史
家
た
ら
し
め
る
運
命
を
決
定
的
に
し
た
の
で
あ
る
｣
と
述
べ

て
'
加
藤
博
士
の
畢
問
の
基
礎
は
､
京
都
で
の
清
国
行
政
法
編
纂
時
代
に

築
か
れ
た
と
し
て
い
る
｡

昭
和
四
十
二
年
九
月
二
十
五
日
稿
了

追
記

上
記
の
註
㊥
の
中
に
紹
介
し
て
あ
る
復
と
か
復
除
は
'
往
復
の
復
の.

字
が
特
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
れ
は
養
老
の
賦
役
令
の
人
在
二狭
郷
1

の
候
文
の
集
解
の
跡
云
に
､

｢復
､
謂
レ令
レ
遠
二本
業
一也
'
去
l一本
居
｢
己

担
二英
産
業
7故
､
云
云
｣
と
あ
る
よ
う
に
'
人
が
徴
蚤
さ
れ
て
本
居
本
業
を

去
っ
て
他
所
に
往
っ
て
力
役
に
従
っ
て
い
た
の
が
'
ゆ
る
さ
れ
て
本
居
本
業

0
に
復
え
る
こ
と
か
ら
'
復
に
力
役
が
ゆ
る
さ
れ
る
と
い
う
意
味
が
生
ず
る
の

で
あ
る
･｡
復
が
こ
の
よ
う
な
意
味
に
用
い
ら
れ
た
場
合
の
音
は
ホ
ク
で
あ
っ

て
'
そ
や

｣
と
は
唐
の
教
師
古
が
漢
書
の
奄

1
を
始
め
と
す
る
各
所
で
｢音
'

方
目
反
｣
と
い
う
音
註
を
つ
け
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
る
で
あ
ろ
う
｡
こ

の
力
役
免
除
の
意
味
が
あ
る
復
の
字
も
'
漠
頃
に
な
る
と
'
既
に
租
税
を
免

除
す
る
意
味
に
も
磨
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
t
.
そ
れ
は

漠
書
巻

一
上
の
高
租
本
紀
二
年
二
月
英
末
の
候
に
'

萄
漠
民
給
二軍
事
1労
苦
､
復
勿
)租
税
三

歳
'

(中
略
)
民
年
五
十
以
上

有
二修
行
]能
帥
レ衆
焦
レ善
'
匿
以
夢
二
二
老
]'
(中
略
)
復
勿
二構
成
t.

と
い
う
復
が
租
税
の
免
除
に
も
力
役
免
除
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
例
に
よ
っ

て
到
る
で
あ
ろ
う
.

し
か
し
本
来
の
意
味
は
ど
こ
ま
で
も
力
役
免
除
で
あ

る
｡
そ
の
こ
と
は
'
馬
端
臨
の
文
献
通
考
巻
十
三
職
役
考
に
も
'
｢古
之
所
レ

謂
復
除
者
'
復
二其
構
成
こ

と
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
従
っ
て
伊
藤
長
胤

･
奥

田
永
業

･
藤
田
幽
谷
が
'
復
を
以
て
力
役
免
除
と
解
揮
し
て
い
る
の
は
､
こ

の
文
字
の
本
来
の
意
味
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
正
し
い
解
樺
で
あ

る
｡
律
令
の
傑
文
中
に
使
用
さ
れ
た
場
合
は
､
力
役
免
除
と
い
う
愚
昧
だ
け

の
も
の
で
あ
っ
て
'
租
税
免
除
の
も
の
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
の
こ
と

は
春
秋
左
氏
博
昭
公
二
十
七
年
春
の
僕
に
'

｢
(楚
)
左
司
馬
沈
声
成
帥
三
都

君
子
輿
二王
馬
之
属
｢以
済
レ師
｣
と
あ
る
所
の
杜
預
の
註
に
は
'

都
君
子
在
二都
邑
1之
士
､
有
二復
除
一着
､
王
馬
之
腐
'
王
之
養
レ馬
官
虜
'

校
人
也
､
済
益
也
t

と
あ
っ
て
'
都
君
子
は
復
除
の
特
権
を
持
っ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
が
'

-

こ
れ
を
唐
の
孔
穎
達
は
敷
術
説
明
し
て
正
義
即
ち
疏
に
お
い
て
'

都
謂
二国
都
｢
在
レ都
君
子
'
明
是
在
二都
邑
一之
士
也
'
都
邑
之
士
以
二君

二

ル
レ

ル

タ
ルヲ
フ
ハ

シ

ヲ

ク
ト
ノ

ヲ

子
l馬
レ貌
'
故
知
下是
有

二
復

除
]者
上
､
謂

優

ニー復
其

身
1'

除

二
其

篠

役

t'

雪

ハ

フ

カ

達
云
レ然
'
然
今
之
律
令
猶
名
下
放
二課
役
7着
上夢
一復
険
｢
是
漢
世
以
来
'

有
二此
亭

也
'
此
人
或
別
有
二功
努
r
或
曲
琴
恵
滞
]'
平
常
琴
真
橘
役
｢

事
急
'
乃
使
レ之
也
t

と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
唐
の
孔
穎
達
の
説
明
に
よ
っ
て
､
唐
の
律
令
の
中
に

用
い
ら
れ
て
い
る
復
除
と
い
う
語
は
'
専
ら
力
役
免
除
の
み
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
則
る
で
あ
ろ
う
.

(昭
和
四
十
三
年

1
月
十

1
日
'
徐
白

に
追
記
す
｡)
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On the Narne and the Actuality

of the J un-tian ~ ffi System

Shizuo Sogabe

The *m jing-tian system has been traditionally regarded as a system

of landownership' used during the Xia ~, Shang f§j, and Zhou J!J dynasties.

At that time, all the land in the country was public-owned, and the people

only used it and benefited by it. According to the jing-tian system in the

Zhou dynasty, every man and his wife as a unit would be allowed to have

100 mu as their personal share for planting cereals 'and in addition a 5 mu lot

for building houses, keeping livestocks, and planting mulberry trees, etc.

This jing-tian system advocated by the Confucianists found expression

in the decrees that were basic to the administration of the nation since the

time of Emperor W u :ll:\1i'l of the H an ~ who adopted Confucianism as the

Inational cult. It changed fr?mlegalistic to confucian contents and finally

with the decrees of the fin 'if became entirely confucian.

The zhan-tian' ~m and ke-tian ~m system of the fin generally based

on confucian decrees, naturally had to parallel the same logic as in the jing

tian system; as a matter of fact, their contents were very similar to it. It was

Emperor Xia-wen %:)(rrtr of Northern Wei ~ta who inherited th~se fin

decrees and also adopted the landownership system very akin to them which

was known as the jun-tian system. This system went on under the Northern

Zhou ~tJ!J, Northern Qi ~t~, and Sui~, and continued as a working system

during the Tang n! until the time of Emperor De-zong ~*, when" Double

Tax Method " Pf.j~r! was established. In the Tang dynasty, the system was

officially called the jing-tiat} system. This is clearly shown in the section

on a Hu-bu shang-shu pfffi~HI and Slti-lang fflf1l) in the Da-Tang liu

dian *n!~~ book 3 and in the section on H u-bu shi-lang ~fffif1l)9=' a~d

Yuan-Wai-lang ~j'}f1l) in the Zi-guan-zhi ~1r;=t of the fiu Tang-shu

!i!~f3. The name, jun-tian system, was at the time merely a popular term.

We may surmise that this might also have been true during the previous
. ,

periods of Northern Wei, Northern Zhou, Northern Qi, Sui and Tang,

which signifies that the so-called jun-tian system not only carried the same

name as the ancient jing-tian system but also had similar contents in

actuality.
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