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戸
口
の
把
纏
も
し
く
は
戸
籍
の
製
作
が
、
支
配
者
の
必
要
に
基
い
て
き
わ
め

て
十
日
く
か
ら
行
わ
れ
て
主
た
乙
と
は
、
著
者
も
本
書
の
は

じ
め
に
説

い
て
い

る
ν

そ
-つ
い
う
中
闘
に
お
け
y
、
長
い
戸
符
の
際
史
の
上
で、

明
代
の
賀
加
は
直

接
凹
賦
や
館
山
役
な
ど
の
賦
課
と
閥
述
し
て
造
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
特
異
な
地

位
を
占
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
制
度
的
な
整
備
と
い
う
鮎
で
も
比
類
が
な
い
、

と
い
う
の
が
黄
加
に
謝
す
る
著
者
の
許
債
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
許
僚
か
ら
出

毅
し
た
著
者
は
、

川
旦
富
な
史
料
に
基
い
て
賞
加
に
闘
す
ろ
も
ろ
も
ろ
の
制
度
を

解
明
す
ゐ
と
と
も
に
、
時
代
の
降
る
に
つ
れ
て
質
問
が
そ
の
質
質
的
意
義
作
」
失

け
て
行
く
泊
料
を
、
山
百
僚
制
度
と
一
附
A
W
絞
狗
の
後
肢
と
レ
う
で
而
か
ら
論
述
し

て
い
日
心
。
以
下
本
認
の
内
政
廿
を
術
開
早
に
創
刊
介
す
る
と
と
も
に
、
若
干
の
感
想
を

述

へ
お
こ
と
に
し
た
い
c

前
一吉
に
お
い
て
著
者
は
鼓
崩
制
度
解
明
の
副
学
問
的
意
義
を
論
じ
、
且

つ
ま
た

そ
の
解
明
は
質
問
制
度
の
み
を
孤
立
的
に
扱
う
の
で
な
く
、
全
健
の
枇
曾
事

情
、
具
健
的
な
歴
史
係
件

の
中
に
お
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

説

く
。
も
と
よ
り
製
諭
の
な
い
所
で
、
問
題
は
こ
の
よ
う
な
著
者
の
意
闘
が
本
書

中
に
と
こ
ま
で
有
効
に
迷
戒
さ
れ
て
い
ゐ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
章
は
「
貨
問
制
度
的
形
成
及
其
内
特
」

と
題
さ
れ
、

「黄
山
山
制
度
的

遁

際
史
淵
源
」
「
質
問
制
度
形
成
的
過
程
」
「
黄
珊
制
度
的
内
容
」
の
三
節
に
分

け
ら
れ
る
。
第
一
節
は
古
来
の
戸
口
管
理
、
戸
籍
に
つ
い
て
略
述
し
、
明
代
の

貨
問
は
唐
宋
の
戸
籍
管
理
制
度
の一

部
を
吸
牧
護
畏
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
元

制
の
影
響
を
も
受
け
た
も
の
で
あ
あ
と
す
る
£

概
論
す
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
が
、
五
口
人
は
唐
代
戸
籍
の
質
物
に

つ
い

て
知
見
を
有
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
明
代
の
黄
加
が
古
い
や
り
方
に
比
し
て
「
大
き
な
唆
動
と
護
展
が
あ
っ

た
」
(
一二
頁
)
と
い
う
の
な
ら
、
い
か
な
る
熱
を
指
し
て
そ
う
い

-
寸
こ
と
が

で
き
あ
の
か
、
も
う
少
し
目
パ
他
的
な
説
明
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
ι

繁
を

版
っ
た
の
か
、
著
者
は
敦
燈
な
と
で
設
比
さ
れ
た
唐
代
戸
籍
の
質
物
に

つ
いぜて

は
、全
く
言
及
し
て
い
た

い、

第
-
-
節

4

山、明
初

か
ら
洪
武
十
四
年
の
民
間
制
度

確
立
ま
で
の
経
過
で
あ
る
が
、
著
者
は
洪
武
元
年
に

一
部
地
面
で
均
工
夫
闘
舶

が
試
行
さ
れ
、
同
三
年
そ
れ
は
全
闘
的
に
行
わ
れ
た
戸
帖
制
度
に
よ
っ
て
と

っ

て
代
ら
れ
た
、
そ
の
戸
帖
制
度
が
洪
武
十
四
年
に
至

っ
て
さ
ら
に
賀
朋
制
度
に

縫
っ
た
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
e

し
か
し
こ
の
三
者
は
そ
れ
ぞ
れ
目
的

性
格
を
具
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
軍
純
に
後
の
者
が
前
の
者
に
代
っ
た
と
い

う
へ
き
で
は
あ
ゐ
ま
い
。
た
と
え
ば
戸
帖
は
各
戸
に
給
輿
さ
れ
ザ
む
も
の
で
、
質

問
と
線
級
し
て
そ
の
直
接
の
前
身
と
考
え
乙
へ
き
も
の
は
戸
帖
の
頒
紛
と
同
時

に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
戸
籍
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
L
ι
著
者
の
引
用
し
て

い
る
供
武
三
年
の
戸
帖
に
闘
す
る
詔
令

(
高
磨
曾
典

一
九
、
級
文
献
通
考

一

一二
)
に
も
、

「
籍
職
子
部
、
帖
給
子
民
」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
戸
部
に

蔵
せ
ら
れ
た
筈
の
戸
籍
に

つ
い
て
、
著
者
が

一
言
も
論
及
し
て
い
な
い
の
は
理

解
し
難
い
所
で
あ
る
。

戸
籍
と
戸
帖
と
の
こ
の
相
還
を
認
識
し
て
お
れ
ば
、
王

思
治
氏
(
歴
史
研
究
、
一
九
六

二

三

、
評
「
明
代
黄
朋
制
度
」
)
に
指
摘
さ

れ
る
ま
て
も
な
く
、
雨
品
刊
の
並
存
関
係
が
州
り
、
従
っ
て
洪
武
十
四
年
の
消
紛

制
度
施
行
に
よ
っ

て
、
戸
帖
が
臨
脱
却
相
し
た
と
考
え
る
必
要
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
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う
。
ま
た
均
工
夫
制
度
は
洪
武
元
年
に
設
定
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
震
の
翠

帳
た
る
均
工
夫
閣
朋
の
編
造
は
洪
武
三
年
七
月
の
こ
と
で
、
著
者
が
い
う
よ
う

に
洪
武
元
年
の
こ
と
で
は
な
い
。
著
者
は
明
史
食
貨
志
の
あ
い
ま
い
な
記
事
を

誤
解
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
均
工
夫
制
度
は
宣
徳
頃
ま
で
存
績
し
た

よ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
震
に
造
ら
れ
た
均
工
夫
圃
加
も
、
恐
ら
く
そ
の
頃
ま

で
一
部
地
域
に
存
績
し
た
と
考
え
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
均
工
夫

圃
加
が
戸
帖
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で

あ
り
、
さ
ら
に
黄
加
と
一
直
線
上
の
閥
聯
に
あ
る
も
の
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る

(
な
お
均
工
夫
に
つ
い
て
は
山
恨
孝
夫
『
明
初
の
均
工
夫
に
つ

い
て
』
東
洋
皐

報
三
九
|
三
、
藤
井
宏
『
明
初
に
於
け
る
均
工
夫
と
税
糧
と
の
閥
係
|
山
根
幸

夫
氏
の
新
設
を
め
ぐ
る
諮
問
題
』
東
洋
事
報
四
四
|
四
を
参
照
)
。
総
じ
て

著
者
は
黄
加
の
賦
役
蓬
帳
た
る
性
格
を
重
視
す
る
徐
り
、
筏
役
の
わ
り
あ
て
に

も
黄
加
が
高
能
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
ら
し

い
貼
が
窺
わ
れ

る
。
し
か
し
著
者
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
正
統
年
間
か
ら
は
一
部
地
方
で
均

筏
崩
の
作
ら
れ
て

い
た
事
賞
も
あ
り
、
そ
れ
が
恐
ら
く
賀
加
を
基
礎
と
し
て
作

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
も
せ
よ
、
逆
に
い
え
ば
賀
崩
だ
け
で
は
循
役
の
賦
課

に
不
使
、
不
充
分
な
貼
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
第
三
節
は

資
加
の
記
載
事
項
、
作
成
手
線
、
管
理
方
法
な
ど
制
度
の
内
容
を
具
穫
的
に
説

明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
資
崩
作
成
に
伴
う
弊
害
の
出
現
が
指
摘
さ

れ
、
後
の
叙
述
の
伏
線
が
張
ら
れ
て
い
る
。

第
二
章
は
「
黄
加
制
度
建
立
初
期
所
起
的
作
用
」
と
い
う
題
で
、
そ
の
第
一

節
は
「
質
問
制
度
的
批
曾
基
礎
及
明
初
封
戸
政
的
整
頓
」
と
題
さ
れ
る
。
こ
こ

で
は
明
初
に
戸
口
の
安
定
と
増
加
、
そ
の
把
握
が
急
務
と
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し

て
明
朝
が
そ
れ
に
成
功
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

「
全
国
の
里
甲
に
編
入
し

た
人
戸

一
戸
ご
と
に
一
人
ご
と
の
具
程
的
情
況
を
掌
握
し
た
こ
と
」
は
「
明
以

前
の
封
建
五
割
引
が
な
し
え
な
か
っ
た
、
あ
る

い
は
完
全
に
は
な
し
え
な
か
っ

た

こ
と
で
あ
る
」
と
著
者
は
言
っ
て
い
る
(
四
三
、
四
四
頁
)
む
し
か
し
こ
の
黙

は
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
唐
の
戸
籍
な
ど
と
比
較
し
て
明
の
黄

加
が
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
勝
っ
て
い
る
と
言
い
切
れ
る
か
ど
う
か
、
い
さ
さ
か

問
題
で
あ
ろ
う
。
尤
も
諸
般
の
事
情
か
ら
考
え
て
、
明
初
の
資
加
は
大
穂
上
信

用
で
き
る
と
い
う
結
論
は
、
筆
者
も
ほ
ぼ
向
感
で
あ
る
。

第
二
節
は
「
質
問
制
度
輿
里
甲
制
度
的
閥
係
」
で
、
明
初
に
お
い

て
は
こ

の

雨
者
は
同
時
に
生
ま
れ
、
き
わ
め
て
密
楼
な
関
係
に
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
れ
は
常
識
と
い
う
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
著
者
が
明
朝
の
里
甲
制
度
を

重
ん
じ
た
事
例
と
し
て
、
監
生
が
里
長
に
首
っ
た
場
合
に
は
停
朗
字
国
家
し
て
役

に
面
応
じ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
三
節
「
軍

黄
崩
和
民
黄
朋
的
関
係
」
に
お
い

て
は
、
軍
黄
朋
自
趨
に

つ
い

て
解
説
し
、
軍

戸
と
民
戸
と
の
一
位
曾
的
地
位
の
昔
一
定
に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
軍
貧
血
山
は
民
黄
山
山

を
基
礎
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
す
る
。
第
四
節
「
黄
崩

和
魚
鱗
闘
加
的
関
係
」
で
は
、
魚
鱗
闘
加
の
沿
革
と
そ
の
内
容
を
説
明
し
、
こ

れ
が
黄
般
と
互
に
経
緯
の
関
係
を
な
し
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て

い

る
。
前
回
開
王
思
治
氏
は
洪
武
二
十
年
に
魚
鱗
闘
加
が
作
ら
れ
た
と
す
る
著
者
の

見
解
を
、
大
い
に
疑
わ
し

い
と
い
う
が
、
全
国
的
な
質
施
の
問
題
と
し
て
考
え

れ
ば
、
洪
武
二
十
年
設
を
否
定
す
る
積
極
的
な
根
嬢
は
無
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ

の
節
で
は
洪
武
二
十
六
年
の
全
園
土
田
八
百
八
十
高
四
千
六
百
二
十
三
頃
六
十

八
畝
と
い
う
数
字
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う。

著
者
は
こ
れ
を
後
湖
志
谷
二
、

黄
朋
事
産
の
肱
怖
か
ら
取
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
年
代
を
省
末
の
附
表
で
は
洪

武
二
十
四
年
と
し
て
い
る。

二
十
四
年
が
黄
加
大
迭
の
年
で
あ
る
か
ら
、
黄
崩

事
産
で
あ
る
以
上
笛
然
そ
の
年
の
も
の
だ
と
見
て
改
め
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
な
ら
二
十
六
年
と
い
う
年
代
は
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
が
問
題
に
な
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る
。
著
者
も
表
一
の
注
(
二
川
七
頁
)
で
述
べ
る
よ
う
に
、
洪
武
二
十
六
年
の

数
字
を
穆
げ
て

い
る
文
献
は
少
く
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
貼
に
つ
い
て
は
藤
井

教
授
の
『
明
代
田
土
統
計
に
闘
す
る

一
考
察
』
(
東
洋
撃
報
三
O
|
三

・削、

三一

|

一
)
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ら
そ
れ
に
よ
れ
ば
洪
武
二
十
六
年

の
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
数
字
は
、
も
と
諸
司
批
判
掌
に
記
放
さ
れ
た
も
の
で
、

洪
武
二
十
六
年
と
い
-
つ
の
は
同
蓄
の
刊
行
さ
れ
た
年
で
あ
る
に
と
と
空
り
、
統

計
数
字
が
こ
の
年
の
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
ι

八
八
O
高
徐
頃
と

い
う
蚊

字
は
恐
ら
く
洪
武
二
十
年
の
土
問
駁
貨
の
結
果
出
て
き
た
魚
鱗
剛
山
山
系
統
の
も

の
で
、
し
か
も
現
在
の
耕
地
の
ほ
か
に
将
来
の
可
耕
地
を
も
加
算
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
、
武
郎
山
系
統
の
弘
治
十
五
年
の
数
字
な
ど
と
直
接
比
較
す
へ
き
で
は

な
い
。
供
武
年
間
の
糞
崩
系
の
数
字
と
し
て
は
、
太
組
貫
録
洪
武
二
十
川
年
末

の
と
こ
ろ
に
記
さ
れ
た
三
八
七

高
齢
跡
頃
を
皐
げ
る
へ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
て
み
る
と
著
者
が
八
八
O
潟
徐
頃
の
数
字
ぞ
「
明
代
闘
家
政
権
が
直
接

控
制
し
た
耕
地
政
額
の
最
多
な
る
も
の
」
(
七
七
頁
)
と
レ

っ
て
い
る
の
も
、

い
さ
さ
か
ま
と
外
れ
の
許
債
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
，っ
。
第
五
節
「
質
崩
制
度
封

明
初
恢
復
総
務
和
数
回
明
王
朝
政
機
的
作
用
」

で
は
、
質
問
に
よ
る
戸
口
管
理

の
強
化
が
政
機
の
把
握
す
る
戸
口
敏
の
著
し
いr
増
加
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果

各
戸
の
賦
役
負
婚
が
抑
制
滅
さ
れ
公
卒
に
な
っ
た
と
論
じ
、
そ
れ
に
よ
る
小
農
終

演
の
安
定
が
、
明
朝
の
経
済
的
基
礎
を
強
固
な
ら
し
め
た
と
す
る
。

第
三
章
は
「
黄
般
的
管
理
工
作
情
況
」
の
解
明
で
あ
っ
て
、
非
常
に
具
標
的

か
つ
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
っ
き
の
五
節
に
分
け
ら
れ
る
。
第

一
節
「
南

京
後
湖
質
問
庫
和
地
方
官
府
的
責
崩
庫
」
、
第
二
節
「
後
湖
黄
粉
庫
封
質
問
的

保
管
、
整
理
和
利
用
工
作
」
、
第
三
節
「
大
盗
黄
山
山
和
駁
崩
」
、
第
問
節
「
後
湖

的
森
厳
戒
伽
」
、
第
究
節
「
捌
子
推
行
政
崩
制
度
的
経
費
問
題
」
。
背
筋
庫
特
に

後
湖
の
そ
れ
は
極
め
て
厳
重
に
管
理
さ
れ
、

一
般
人
民
に
と
っ
て
近
づ
き
え
な

い
存
在
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
賞
間
庫
を
人
民
か
ら
隔
絶
し
て
威
厳
と
紳
泌
を
保

た
し
め
る
た
め
に
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
賀
川
山
保
全
の
た
め
に

不
慮
の
事
故
を
防
く
と
い
-
つ
面
か
ら
の
制
限
も
厳
し
い
わ
け
で
、
そ
の
た
め
庫

内
で
仕
事
を
す
る
監
生
な
と
の
勤
務
係
件
が
苛
献
に
な
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ

た
ι

後
湖
賛
珊
障
の
仕
事
は
態
に
貨
舶
を
保
管
す
る
だ
け
で
な
く
、
十
年
ご
と

に
作
ら
れ
て
く
る
質
問
の
検
討
(
大
査
質
問
)
と
そ
れ
に
基
く
統
計
資
料
の
作

成
が
あ
り
、
地
方
か
ら
迭
ら
れ
て
き
た
謎
朋
に
錯
毅
を
護
見
す
れ
ば
、
迭
り
返

し
て
一訂
正
を
求
め
る
(
駁
倒
)
ら
こ
れ
ら
の
作
業
に
は
人
員
と
資
川
を
要
す
る

か
、
人
員
は
闘
子
監
の
監
生

か
動
員
さ
れ
た
e

経
後
に

つ
レ
て
は
廿
回
初
関
係
す

る
レ
く
つ
刀
の
街
門
が
共
同
で
白
川
射
し
て

い
た
が
、
、
氷
山
島
町
濯
都
以
後
は
主
と
し

て
上
元
、

江
山
学
二
豚
の
負
指
と
な
っ
た
ε

の
わ
駁
費
の
法
が
行
わ
れ
乙
に
及
ん

で
、
質
問
山
庫
は
は
じ
め
て
猟
自
の
財
源
を
も

つ
こ
と
に
な
る
c

駁
資
と
い
う
の

は
駁
加
の
際
、
錯
誤
に

つ
い
て
責
任
の
あ
る
地
方
色
官
吏
等
に
謀
寸
乙

一
種
の

罰
金
で
あ
る
@
こ
れ
は

一
見
合
理
的
な
る
か
の
如
く
で
あ
る
が
、州
総
費
十削
で
の

目
的
は

一
熔
迷
せ
ら
れ
た
に
し
て
も
、

一
方
で
は
隊
期
せ
ざ
vu
弊
害
を
生
む
こ

と
に
な
る
。

第
附
章
「
従
菰
加
制
度
看
明
代
官
僚
政
治
」
は
、
政
叫
山
制
度
の
各
市
に
附
随

す
ゐ
弊
害
を
述
へ
た
も
の
と
い
-つ
へ
き
で
、
第

一
節

「
殿
重
的
食
汚
鉾
弊
」
で

は
、
黄
朋
の
作
成
に
関
聯
し
た
諸
種
の
弊
害
を
、
官
僚
、
里
長
、
里
量
一
回
、
地
主
、

出
円
吏
な
ど
と
そ
の
主
穂
別
に
解
説
し
、
そ
の
一
部
は
既
に
明
初
か
ら
現
れ
た

こ
と
を
述
べ
て

い
る

3

第
二
節
「
駁
費
的
苛
擾
和
分
紙
不
均
」
で
ほ
、
前
述
の

駁
費
の
法
が
行
わ
れ
て
以
後
、
そ
れ
が
人
民
に
と
っ
て
は
新
た
な
災
難
以
外
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
、

一
方
官
僚
の
間
で
は
こ
れ
を
手
段
と

し
て
人
民
か
ら
と
り
ヒ
げ
た
金
の
分
配
を
め
ぐ
る
字
い
が
生
じ
、
従
加
工
作
が

上
は
泉
南
市
か
ら
各
級
官
吏
、
さ
ら
に
は
皇
警
や
地
主
ら
に
至
る
ま
で
に
金
儲
け

s
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の
事
業
と
さ
れ
た
と
い
う
。
第
三
節
「
監
生
的
消
極
怠
工
及
其
輿
貧
朋
工
作
的

矛
盾
」
で
は
後
湖
貨
制
庫
に
お
け
る
監
生
の
勤
務
欣
況
、
勤
務
係
件
の
悪
化
と

監
生
の
不
卒
不
満
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
作
業
内
容
の
低
下
が
論
述
さ
れ
る
。

以
上
三
節
の
題
目
は
そ
れ
ぞ
れ
よ
く
内
容
を
示
し
て
い
る
が
、
本
章
全
慢
の
題

目
と
し
て
は
「
従
覧
船
制
度
着
明
代
官
僚
政
治
」
と
い
う
の
は
や
や
ず
れ
て
い

る
感
じ
が
す
る
。
明
代
官
僚
の
貧
汚
腐
敗
ぶ
り
が
賛
加
制
度
の
面
に
も
は
っ
き

り
現
れ
て
い
る
こ
と
は
判
る
が
、
そ
こ
か
ら
官
僚
政
治
の
特
質
と
い
っ
た
よ
う

な
こ
と
ま
で
議
論
を
進
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

第
五
掌
は
「
品
質
朋
制
度
的
瓦
解
」
で
あ
る
。
質
所
は
種
々
の
理
由
か
ら
そ
の

存
在
意
義
を
失
い
、
空
虚
な
形
式
と
化
し
て
ゆ
く
。
第

一
節
「
黄
加
制
度
的
敗

壊
」
で
は
、
弘
治
以
後
そ
の
よ
う
な
現
象
が
著
し
く
な
っ
た
と
し
て
、
ま
ず
紙

質
の
低
下
、
僅
裁
の
不
揃
い
、
保
管
の
不
良
、
作
成
の
遅
延
な
ど
形
式
的
な
面

で
の
問
題
を
明
か
に
す
る
。
そ
れ
に
封
し
て
質
的
な
面
に

つ
い
て
は
、
ま
ず
第

二
節
「
賦
役
不
均
」
に
お

い
て
、
明
の
中
葉
以
後
回
賦
傍
役
の
負
掘
が
繁
重
と

な
り
、
こ
れ
を
副
知
れ
ト
ナ
う
と
し
て
質
問
の
記
載
を
ご
ま
か
す
者
が
ふ
え
る
、
そ

の
結
果
著
し
い
負
強
の
不
均
衡
が
生
じ
、
斑
加
は
豪
強
が
貧
弱
な
だ
ま
す
根
嫁

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
述
へ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
賞
加
制
度
は
目
的
な
り
機
能
な

り
に
お
い
て
そ
の
制
定
嘗
初
と
質
質
上
全
く
反
封
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
節
で
弘
治
に
至
っ
て
黄
珊
記
載
の
回
土
が
字
減
し
た
と

述
へ

ら
れ
て
い
る
の
が
笛
ら
ぬ
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
第
三
節

「
戸
籍
不
明
」
で
は
、
ま
ず
戸
籍
を
類
別
固
定
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に

匠
戸
、
竃
戸
な
と
が
非
常
な
困
苦
を
強
い
ら
れ
、
そ
の
た
め
逃
絶
や
戸
籍
の
改

鼠
が
多
く
、
黄
崩
の
混
慨
が
甚
し
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
更
に

一
般
民
戸
を
含

め
て
、
統
計
上
に
現
れ
た
戸
口
数
の
漸
減
は
、
後
期
に
お
、
て
脱
漏
の
多
か
っ

た
こ
と
を
物
語
乙
と
し
て
、
そ
の
具
健
的
欣
況
を
説
明
し
て
し
い
る
、
逃
亡
貧
民

の
行
方
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
中
で
も
豪
張
地
主
に
身
頁
り
し
た
場
合
の
契
約

文
書
が
、
婚
書
な
ど
と
い
う
よ
う
な
擬
接
的
名
稽
で
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

興
味
深
い
。
と
に
か
く
戸
口
脱
漏
の
増
加
は
里
甲
制
を
支
離
滅
裂
な
ら
し
め
、

明
朝
は
そ
の
封
策
に
苦
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る。

逃
民
を
現
住
地
に
お

い
て
附
籍
せ
し
め
る
寄
籍
と
い
う
の
も
そ
の
封
策
の

一つ

で
あ
る
が
、
と
こ
で

著
者
が
寄
籍
の
場
合
、
原
籍
に
お
け
る
税
糧
数
額
等
が
そ
の
ま
ま
ひ
き
つ
が
れ

る
と
解
し
て
い
る
(
一
二
七
頁
)
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
c

正
統
元

年
令
の
照
数
納
糧
と
い
う
句
は
、
寄
籍
地
に
お
け
る
己
成
の
家
業
に
つ
い
て
の

こ
と
と
解
す

へ
き
で
あ
ろ
う
。
第
山
節
「
賞
徴
文
朋
的
出
現
」
で
は
、
中
葉
以

後
に
お
け
る
そ
の
移
動
の
激
し
さ
か
ら
、
黄
崩
で
は
土
地
所
有
の
寅
態
が
把
爆

で
き
ず
、
ま
た
戸
口
に
つ
い
て
も
震
情
か
ら
遠
く
、
賦
役
を
割
り
笛
て
る
根
嬢

と
し
て
使
え
な
く
な
り
、
そ
れ
に
代
っ
て
諸
種
の
質
徴
文
加
が
州
豚
街
門
で
作

ら
れ
、
黄
崩
は
た
だ
賦
役
総
額
の
根
緩
た
る
意
味
を
持
つ
に
す
ぎ
な
く
な
っ

た

こ
と
が
述

へ
ら
れ
る
。
第
五
節
「
賀
行

一
篠
鞭
法
輿
黄
加
制
度
的
瓦
解
」
で

は
、
一
篠
鞭
法
賞
施
の
結
果
、
賞
加
は
賦
役
割
笛
の
作
業
と
正
式
に
閥
係
を
紹

つ
に
至

っ
た
と
論
ず
る
e

す
な
わ
ち
従
来
は
戸
と
丁
と
回
の

三
者
に
よ

っ
て
賦

役
を
わ
り
あ
て
た
が
、
中
で
も
戸
が
中
心
閥
単
位
で
あ
っ
た
巳
そ
れ
が
戸
籍
亥
蹴

の
現
欣
を
認
め
て
回
を
中
心
箪
位
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
c

そ
れ
に
は
張
居
正

の
丈
量
が
重
要
な
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
丈
量
の
結
果
作
ら

れ
た
新
魚
鱗
闘
崩
が
、
新
し
い
賦
役
制
度
に
適
合
し
た
の
み
な
ら
ず
、
覧
船
に

代
る
重
要
な
働
き
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
c

同
時
に
一
篠

鞭
法
の
官
牧
官
解
と
い
う
方
法
は
、
里
甲
組
織
と
賦
役
工
作
を
分
離
し
た
。
編

審
の
車
位
は
呈
か
ら
州
懸
に
鎖
大
し
、
黄
加
制
度
は
完
全
に
時
代
遅
れ
の
も
の

と
な
っ
た
。
係
機
賦
役
加
と
か
賦
役
全
書
と
い
っ
た
も
の

が
、
首
時
の
賦
役
工

作
と
密
接
に
結
ひ

つ
い
た
船
籍
と
し
て
作
成
さ
れ
、
資
制
は
で
た
ら
め
に
作
ら

phu 
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れ
る
形
式
た
け
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
と。

こ
の
最
後
の
と
こ
ろ
は
割
り

切
り
す
き
て
結
論
が
行
き
す
ぎ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

明
の
中
葉

以
後
黄
加
の
内
容
が
次
第
に
信
頼
し
が
た
い
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
し
、
従
っ
て
賦
役
賦
課
の
翠
帳
と
し
て
不
充
分
に
な
り
、
他
に
種

種
の
帳
簿
が
作
ら
れ
た
こ
と
も
事
質
で
あ
る
。
し
か
し
賦
役
全
書
の
よ
う
な
も

の
は
、
著
者
も
い
う
よ
う
に
、
間
早
位
地
百
四
に
お
け
る
賦
役
の
新
し
い
定
額
を
示

す
と
い
う
意
味
は
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
具
種
的
な
各
人
各
戸
に
封
す
る
賦

謀
の
事
一帳
と
は
な
り
得
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
ど
う
底

理
さ
れ
た
の
か
、
著
者
の
説
明
は
十
分
で
な
い
。
質
徴
文
加
と
か
質
徴
黄
明
と

呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
の
役
割
を
果
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
著
者
の
説
明

で
は
そ
れ
ら
が
一
線
鞭
法
の
質
施
に
と
も
な
っ
て
係
鞭
賦
役
加
や
賦
役
全
書
と

呼
ば
れ
る
も
の
に
と
っ

て
代
ら
れ
た
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
も
し
著
者
が
そ
う

理
解
し
て
い
る
の
な
ら
誤
り
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
貨
は
筆
者
は
質
徴
文
加

と
か
質
徴
賀
川
出
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
知
見
を
あ
ま
り
も
っ

て
い
な
い

の
で
、
明
確
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
著
者
に
従
っ
て
そ
れ
が
形
骸
化
し
た
黄

加
に
代
る
活
き
た
黄
加
で
あ
る
と
解
す
る
限
り
、
賦
役
全
書
の
類
の
も
の
は
そ

れ
に
代
り
得
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
そ
れ
ら
は
賦
役
全
書
な
ど
と
卒
行
し
て

明
末
ま
で
存
在
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
右
に
述
べ
た
ほ

か
に
今
一
つ
の
理
由
と
し
て
、

一
一
係
鞭
法
寅
施
以
後
に
お
い

て
も
、
や
は
り
戸

口
の
把
握
が
必
要
で
あ
っ
た
し
、
従
っ
て
戸
籍
も
し
く
は
そ
れ
に
代
り
う
る
も

の
の
存
在
が
笛
然
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は

一
篠
鞭
法

以
後
回
土
が
賦
役
の
封
象
と
し
て
重
要
に
な
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
徐
り
、

戸
口
の
把
握
は
殆
ど
無
用
に
な
っ
た
か
の
如
く
説
く
が
、
藤
井
教
授
の
研
究

(
『
-
係
鞭
法
の
一
側
面
』
和
田
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
所
牧
)
に
も
あ

る
よ
う
に
、
一
般
に
丁
に
封
す
る
賦
課
は
存
在
し
た
し
、
そ
の
限
り
少
く
と
も

丁
数
の
把
握
は
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
黄
崩
に
代
る
質
徴
文
加
が
ど
の
程

度
度
く
行
わ
れ
た
か
は
明
か
で
な
い
が
、
も
し
そ
う
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、

質
態
と
は
か
な
り
の
距
離
を
生
じ
て

い
た
に
も
せ
よ
、
や
は
り
黄
加
が

一
つ
の

準
銭
と
し
て
の
機
能
を
果
、
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
本
文
の
3
か
、
谷
頭
に
洪
武
戸
帖
・
清
崩
供
車
な
ど
十
一
一
種
の
文
書

の
官
局
員
を
掲
げ
、

ま
た
谷
末
に
は
全
因
分
直
進
解
質
問
統
計
表
以
下
、
戸
口
・

回
畝
・
税
糧
と
凹
種
の
表
を
掲
げ
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
表
は

い
ず
れ
も
後
湖
志

省
二
に
見
え
る
数
字
に
よ

っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ο

後
湖
志
は
本
書
の

最
も
主
要
な
材
料
と
な
っ
た
も
の
で
、
著
者
が
随
廃
に
引
用
し
て
い
る
所
か
ら

考
え
る
と
、
黄
聞
に

つ
い
て
の
一

番
ま
と
ま
っ
た
文
献
と
み
て
よ
い
よ
う
で
あ

る
が
、
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
わ
が
闘
に
お
け
る
所
蔵
を
知
ら
な
い
し
、
ま
た
わ

が
闘
の
研
究
者
で
こ
の
書
を
使
用
し
た
例
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
史
整

文
志
や
千
頃
堂
書
目
な
ど
に
は
出
て
い
る
け
れ
ど
も
、
質
物
は
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
未
知
の
書
物
で
あ
る
。
出
世
頭
篤
同
県
の
中
に
後
湖
志
の
撹
造
鼓
冊
格
式
の
部

分
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
寓
本
の
よ
う
で
あ
り
、
中
園
で
も
そ
れ
ほ
ど
侍
存
し
て

い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
か
く
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
後
湖
志
自
鰻
に

つ
い
て
の
解
説
も
欲
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
本
書
の
内
容
を
略
述
し
、
併
せ
て

い
く
つ

か
の
私
見
そ
述
べ
た
。
評
者

の
言
は
或
は
本
書
の
液
批
を
あ
げ
つ

ら
う
の
に
急
で
あ
る
か
の
如
く
受
け
と
ら

れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
も
し
然
ら
ば
そ
れ
は
本
惑
で
は
な
い
コ
明
代
の
政
治

や
財
政
、
税
役
等
々
の
研
究
を
進
め
る
に
際
し
、
貧
血
山
制
度
を
よ
く
理
解
し
て

お
く
こ
と
は
重
要
な
基
礎
工
作
で
あ
り
、
そ
の
震
に
は
本
書
は
恰
好
の
参
考
書

と
な
る。

明
代
史
研
究
者
に
と

っ
て
必
殺
の
書
と
恩
わ
れ
る
が
故
に
、
敢
て
管

見
を
呈
し
て
讃
者
の
参
考
に
供
し
た
わ
け
で
あ
る
。
首
ら
な
い
鮎
は
著
者
な
ら

び
に
讃
者
の
寛
恕
を
請
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

岩

見

宏

)
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