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展

望

宋
代
の
佃
戸
と
主
客
戸
制

向島

居

康

宋
代
の
主
戸
客
戸
問
題
は
、
加
藤
繁
氏
の
提
起
以
来
、
す
で
に
約
四
十
年
に

及
ぶ
研
究
史
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
地
主
佃
戸
制
の
問
題
と
し

て
追
求
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
、
主
戸
・
客
戸
守・
地
主
・
佃
戸
等
の
諸
概
念
の
混

同
を
も
た
ら
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
研
究
者
の
関
で
共
通
に
確
認
し
う
る
概
念
規

定
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
し
、
ま
た
宋
代
の
地
主
佃
戸
関
係
の
中
園
史
に
お

け
る
位
置
づ
け
も
ま
だ
は
っ
き
り
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
間
題
に
か
ん
す
る

研
究
史
を
綜
括
し
た
最
新
の
も
の
は
、
柳
田
節
子
氏
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
氏
は

従
来
の
諸
設
を
整
理
し
た
の
ち
、

ー

以
上
の
如
き
一諸
見
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
的
根
援
を
も
っ
て
い
る
だ
け

に
、
た
だ
ち
に
一
つ
の
結
論
の
み
に
傾
斜
し
て
し
ま
う
こ
と
は
避
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
J

と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
宋
代
の
主
戸
客
戸
問
題
を
地
主
佃
戸
関
係
や
郷

村
制
、
或
い
は
科
牽
制
等
と
の
関
連
に
お
い
て
種
系
的
・
綜
合
的
に
把
揮
す
る

と
い
う
課
題
に
つ
い
て
は
氏
の
現
状
認
識
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
筆
者

は
主
客
戸
問
題
に
つ
い
て
の
み
言
え
ば
、
現
段
階
に
お
い
て
す
で
に
共
通
の
確

認
勲
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
剣
断
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
確
認
す
べ
き
鮎

と
は
、
最
初
に
加
藤
氏
が
示
し
た
主
戸
・
客
戸
直
分
の
基
準
そ
の
も
の
に
他
な

ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
地
主
佃
戸
関
係
ハ
加
藤
氏
は
地
主
小
作
関

係
と
呼
ぶ
が
)
に
つ
い
て
加
藤
氏
が
打
ち
出
し
た
方
向
に
つ
い
て
は
、
の
ち
の

諸
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
は
っ
き
り
分

け
て
お
き
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
主
客
戸
制
に
つ
い
て
は
加
藤
設
へ
の
回
婦
が

現
在
要
請
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
ふ
ま
詠
え
て
こ
そ
地
主
小
作
関
係

の
展
開
、
郷
村
制
の
形
成
等
と
い
っ
た
問
題
に
も
せ
ま
り
う
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
現
獄
認
識
と
展
望
で
あ
る
。

以
上
の
見
通
し
に
よ
っ
て
従
来
の
諸
氏
の
見
解
を
整
理
し
て
み
た
い
。
ま

ず
、
加
藤
氏
は
、
主
戸
と
客
戸
を
分
つ
基
準
は
不
動
産
(
回
宅
)
の
有
無
に
あ

る
と
し
、
次
い
で
、
お
そ
ら
く
主
戸
の
大
多
数
は
地
主
で
客
戸
の
大
多
数
は
小

作
人
で
あ
ろ
う
と
梯
測
し
て
、
主
客
戸
数
の
比
率
か
ら
地
主
小
作
制
の
普
及
を

よ
み
と
ろ
う
と
し
た
。
こ
れ
を
う
け
た
北
山
康
夫
氏
は
、
北
宋
期
の
主
客
戸
統

計
を
分
析
し
、
主
客
戸
比
率
が
ほ
ぼ
こ
劃
一
と
安
定
し
。て
い
る
事
責
か
ら
、
地

@
 

主
小
作
制
の
安
定
と
い
う
結
論
を
出
し
た
。

加
藤
氏
が
提
示
し
た
主
客
戸
匿
分
の
基
準
は
、
原
文
の
ま
ま
引
用
す
る
と
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

宋
代
に
於
い
て
は
明
か
に
不
動
産
の
有
無
に
依
っ
て
主
戸
客
戸
を
直
別
し
た

の
で
、
主
戸
の
大
部
分
は
土
著
の
民
で
あ
っ
た
ろ
う
け
れ
ど
も
、
而
一
も
土
著

の
民
と
雄
も
産
を
失
へ
ば
客
戸
に
編
入
せ
ら
れ
、
叉
た
客
戸
は
主
と
し
て
外

来
の
民
で
は
あ
っ
た
ら
う
が
、
国
宅
を
得
れ
ば
主
戸
の
列
に
加
へ
ら
れ
た
。

ま
た
氏
は
雨
続
を
負
指
し
た
の
は
主
戸
で
あ
っ
て
客
戸
は
負
掘
し
な
か
っ
た
と

し
て
い
る
。
の
ち
に
柳
田
氏
や
草
野
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
「
有
国
無
税
」

の
客
戸
や
、
「
有
国
納
税
」
の
客
戸
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
史
料
解
稼
の
誤
ま

り
等
の
問
題
黙
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
加
藤
訟
を
修
正
す
る
に
は
至
っ
て

:、。
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加
藤
氏
の
訟
で
問
題
と
す
べ
き
黙
は
、
地
主
小
作
制
の
把
撞
に
際
し
て
と
ら

れ
た
方
法
論
広
あ
っ
た
。
土
地
所
有
者
の
白
人
般
か
は
地
主
で
あ
り
、
土
地
を
所

有
し
な
い
者
の
大
部
分
は
小
作
人
で
あ
る
、
と
い
う
剣
断
は
、
方
法
論
、
と
し
て

は
微
量
的
な
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
氏
の
方
法
論
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
北
山
氏

が
、
宋
代
に
お
け
る
地
主
小
作
制
の
安
定
と
い
う
結
論
を
出
し
た
の
は
そ
の
た

め
で
あ
る
。
史
料
の
多
〈
は
周
知
の
如
く
、
決
し
て
宋
代
の
地
主
小
作
制
一
が

安
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
加
藤
氏
は
地
主
小
作

踊
係
と
し
て
抱
揮
し
た
の
で
あ
っ
て
、
地
主
佃
戸
関
係
と
し
て
の
把
握
は
行
な

わ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
土
地
を

所
有
す
る
者
主
所
有
し
な
い
者
と
の
聞
に
地
主
小
作
閥
係
が
成
立
し
う
る
の
は

た
し
か
で
あ
り
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
主
戸
は
地
主
で
あ
り
、
客
戸
は
小
作
人

で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
氏
自
ら
も
い
う
よ
う
に
「
但
し
主
戸
が
綿
ぺ
て
地
主
で

あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
客
戸
が
悉
く
小
作
人
で
あ
っ
た
の
で
な
い
こ
と
は
云
ふ

ま
で
も
な
い
』
の
で
あ
る
。
都
市
の
坊
郭
戸
も
主
客
に
匡
分
さ
れ
た
こ
と
は
氏

も
指
摘
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
周
藤
氏
は
、
宋
代
の
戸
口
統
計
上
の
宅
戸
は
必
ず
し
も
「
佃
戸

(H小
作
人
ど
で
は
な
く
、
雇
傭
人
が
か
な
り
含
ま
れ
て
お
り
、
漏
戸
も
多

い
こ
と
、
ま
た
、
主
戸
の
中
に
も
地
主
以
外
に
自
作
農
や
自
作
品
京
小
作
農
が
い

た
こ
と
を
賓
謹
し
た
上
で
、
し
た
が
っ
て
爾
者
日
比
率
か
ら
地
主
佃
戸
開
係
の

普
及
を
よ
み
と
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
、
と
し
た
。
主
戸
・
客
戸
の
中
に
そ
れ

ぞ
れ
地
主
・
小
作
人
以
外
の
階
層
の
者
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
加
藤
氏
も
す

で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
周
藤
氏
は
こ
れ
を
具
種
的
な
史
料

に
よ
っ
て
賓
愛
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
、
加
藤
氏
が
使
用
し
な
か

っ
た
「
佃
戸
」
の
概
念
を
周
藤
氏
は
「
小
作
人
」
の
概
念
で
理
解
し
た
た
め
、

客
戸
の
中
に
含
ま
れ
る
雇
↑
傭
人
や
、
主
戸
の
中
に
含
ま
れ
る
自
作
品
思
小
作
と
い
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っ
た
も
の
を
、
主
戸
H
H
地
主
、
客
戸
H
佃
戸
と
し
て
は
と
ら
え
き
れ
な
い
「
例

外
」
と
見
な
し
た
よ
う
で
あ
る
。
民
の
こ
の
方
法
論
は
、
最
近
に
至
る
ま
で
の

民
の
佃
戸
の
理
解
に
一
貫
し
て
い
る
も
の
で
、
佃
戸
は
土
地
を
も
た
ず
、
従
っ

て
戸
籍
上
は
客
戸
で
あ
る
と
い
う
と
ら
え
方
を
雌
買
え
て
い
な
い
。
こ
れ
は
最
近
-

@

ー

佐
竹
靖
彦
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
同
一
で
な
い
も
の
は
例
外
で
あ
る
」

と
い
う
論
理
で
把
握
し
た
と
こ
ろ
に
そ
も
そ
も
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
目
六
鰻
的
な
史
料
に
お
い
て
事
賓
と
矛
盾
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

例
え
ば
『
元
聾
九
域
士
山
』
に
客
戸
数
を
載
せ
て
い
な
い
有
名
な
街
商
秀
州
の

場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
秀
州
に
限
ら
ず
、
幅
削
西
地
方
や
一
般
に
地
主
佃
戸
関
係

が
遜
展
し
て
い
る
地
方
で
は
、
見
わ
た
す
か
ぎ
り
佃
戸
で
あ
る
よ
う
な
地
方
で

1

-

あ
る
が
、
戸
口
統
計
の
上
で
は
、
主
戸
搬
に
比
べ
て
客
戸
数
が
き
わ
め
て
少
な

い
、
つ
ま
り
綿
戸
般
の
ほ
と
ん
ど
が
主
戸
で
あ
る
よ
う
な
地
方
で
あ
る
。
周
藤

氏
は
、
の
ち
に
ふ
れ
る
草
野
氏
が
、
「
客
戸
は
み
な
爾
税
負
指
者
で
あ
り
、
佃

戸
は
戸
籍
か
ら
全
く
は
ず
さ
れ
て
い
た
』
と
す
る
設
を
批
列
し
た
際
、
「
佃
戸

2
4』
持
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
戸
籍
で
は
主
戸
で
な
く
客
戸
と
な
る
」

と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
見
わ
た
す
か
ぎ
り
の
佃
戸
、
戸
籍
上
屋
倒
的

多
数
の
主
戸
、
と
い
う
事
賓
と
全
く
矛
盾
し
て
く
る
。
こ
れ
は
、
筆
者
の
考
え

で
は
、
周
藤
・
草
野
爾
氏
と
も
に
佃
戸
の
把
握
の
論
理
の
中
に
す
で
に
こ
の
よ
う

な
矛
盾
を
も
た
ら
す
原
因
が
含
ま
れ
て
い
た
結
果
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

周
藤
氏
は
草
野
設
を
批
列
し
た
際
、
「
私
は
宋
代
の
客
戸
に
つ
い
て
は
や
は

り
加
藤
氏
の
裁
に
檎
近
い
訟
を
と
っ
て
い
る
L

と
注
で
述
べ
て
い
る
。
「
精
近

い
」
と
氏
が
言
わ
れ
る
の
は
何
を
基
準
に
し
て
の
こ
と
か
筆
者
に
は
わ
か
ら
な

い
が
、
周
藤
氏
の
こ
れ
ま
で
の
諸
論
文
に
一
貫
す
る
論
旨
か
ら
冒
じ
て
、
「
客
戸

は
雨
税
を
負
摘
し
な
い
」
と
い
う
貼
に
お
い
て
の
み
加
藤
訟
を
修
正
す
る
?必
要

は
な
い
、
つ
ま
り
「
客
戸
、
が
一
商
務
を
負
掘
す
る
ι
，と
い
う
草
野
読
は
謀
ま
り
で
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あ
る
、
と
す
る
に
と
ど
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
佃
戸
に
つ
い
て
「
土
地
を
持
た
な

い
〈
従
っ
て
雨
税
を
負
携
し
な
い
ど
と
し
て
い
る
の
は
周
藤
氏
自
身
の
剣
断

で
あ
っ
て
加
藤
設
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
「
稲
近
い
」
と
し
て
い
る
の
は
そ
の

た
め
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
客
戸
が
雨
続
を
負
備
す
る
、
と
し
た
草
野

説
が
明
ら
か
に
誤
ま
り
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

@
 

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
周
藤
氏
の
立
場
を
ひ
き
つ
ぐ
形
で
主
戸
客
戸
問
題
に
と
り
く
ん
だ

柳
田
氏
も
、
や
は
り
周
藤
氏
の
「
佃
戸
」
の
概
念
に
引
持
ず
ら
れ
て
、
加
藤
氏
の

い
う
地
主
小
作
関
係
を
地
主
佃
戸
開
係
と
同
一
一
観
し
た
。
そ
の
た
め
周
藤
氏
の

訟
を
研
究
史
的
に
位
置
づ
け
る
際
に
「
戸
口
統
計
上
の
客
戸
を
佃
戸
と
み
て
、

爾
者
の
比
率
か
ら
地
主

1
佃
戸
閥
係
を
考
察
す
る
こ
と
は
安
嘗
で
な
い
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
」
と
し
て
い
る
が
、
戸
口
統
計
上
の
客
戸
を
佃
戸
と
み

た
の
は
貨
は
加
藤
氏
で
は
な
く
、
周
藤
氏
で
あ
っ
た
。
加
藤
氏
は
客
戸
が
佃
戸

だ
と
は
一
言
も
い
わ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
周
藤
氏
が
主
客
戸
統
計
か
ら
直
接
に

地
主
小
作
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
の
は
重
要
だ
っ
た
の

だ
が
、
そ
の
前
提
と
な
っ
た
主
客
戸
の
直
分
基
準
の
把
握
と
佃
戸
の
把
握
の
し

か
た
に
は
問
題
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
柳
田
氏
は
こ
の
こ
と
を
見
過

ご
し
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

周
藤
氏
は
、
主
戸
は
土
着
戸
、
客
戸
は
他
郷
よ
り
移
住
の
戸
と
い
う
直
別
を

立
て
、
主
戸
の
中
に
は
地
主
・
自
作
農
・
自
作
品
京
小
作
農
が
含
ま
れ
、
客
戸
の

中
に
は
浮
客
・
佃
客
・
荘
客
・
雇
傭
人
・
隷
農
な
ど
が
含
ま
れ
る
、
と
し
た
。

こ
と
か
ら
客
戸
は
必
ず
し
も
佃
戸
ハ
日
小
作
人
)
に
限
ら
ず
雇
傭
入
も
含
む
、

と
し
た
。
こ
の
時
、
周
藤
氏
は
、
加
藤
氏
に
よ
る
、
主
客
戸
の
直
分
は
不
動
産

の
有
無
を
基
準
と
し
た
と
い
う
裁
に
謝
し
て
、
土
箸
が
僑
禽
か
を
そ
の
基
準
と

し
て
設
定
し
な
お
し
、
主
客
戸
の
存
在
形
態
の
分
析
を
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
行

な
っ
た
ら
し
い
。
ら
し
い
と
い
う
の
は
、
貨
は
加
藤
氏
が
立
て
た
不
動
産
の
有

無
と
い
う
基
準
は
、
先
の
引
用
文
の
と
お
り
、
す
で
に
そ
の
う
ち
に
土
著
・
僑

寓
の
別
も
含
ん
で
い
た
の
で
、
賓
際
問
題
と
し
て
主
客
戸
直
分
の
基
準
は
周
藤

設
に
よ
っ
て
獲
化
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
基
準
の
と
り
か
た
の
違
い
は
重
要
で
あ
る
柁
て
、
主
客
戸
問

題
に
新
た
な
方
向
性
を
も
た
せ
た
の
は
中
川
事
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
同
時
期
に

出
さ
れ
た
草
野
氏
の
説
を
も
ふ
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
綜
括
と

展
望
を
行
な
い
、

客
戸
は
小
作
人
(
佃
戸
)
と
一
履
傭
人
を
ふ
く
む
、
と
す
る
周
藤
氏
の
新
見
解

(
傍
貼
筆
者
、
以
下
向
。
費
は
新
見
解
で
は
な
い
〉
は
、
主
戸
・
客
戸
の
匿

別
の
一
次
的
基
準
を
不
動
産
の
有
無
・

《
税
産
基
準
》
に
も
と
め
る
加
藤
氏

に
た
い
し
、
そ
れ
を
土
著
・
流
寓
の
別
・
《
僑
寓
基
準
》
に
も
と
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
新
し
い
基
準
に
も
と
づ
い
て
、
さ

ら
に
、
客
同
の
な
か
に
は
「
有
国
無
税
戸
」
も
存
在
し
た
こ
と
を
論
ぜ
ら
れ

る
の
が
柳
田
節
子
「
宋
代
の
客
戸
に
つ
い
て
」
(
史
事
雑
誌
六
八

i
四
、
一

九
五
九
〉
で
あ
る
。

と
し
た
。
中
川
氏
は
こ
の
時
「
税
産
基
準
L

と
「
僑
寓
基
準
」
の
ち
が
い
を
強

調
し
、
主
客
戸
基
準
は
「
僑
寓
基
準
」
か
ら
「
税
産
基
準
」
へ
と
時
代
的
に
襲

化
し
て
い
く
、
と
い
う
展
望
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
主
客
戸
制
を
爾
税
法
原
則

と
の
係
り
合
い
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
方
向
を
打
ち
出
し
た
の

で
あ
る
。
な
お
柳
田
氏
は
本
来
無
産
で
あ
っ
た
客
戸
が
や
が
て
雨
税
を
負
携
す

る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
聞
に
、
進
一
境
荒
撫
地
に
お
い
て
、
来
耕
地
・
荒
閑
回
を

開
墾
し
つ
つ
国
家
の
爾
税
以
外
の
諸
負
掘
を
し
て
い
る
「
有
田
無
税
」
の
客
戸

が
い
た
、
と
し
て
周
藤
氏
の
い
う
「
佃
戸
」
や
雇
傭
人
の
他
に
こ
の
「
有
田
無

税
」
の
客
戸
を
含
ま
せ
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
戸
口
統
計
上
の
困
難
な
問
題
1
先
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進
地
ほ
ど
客
戸
率
が
低
く
、
透
境
ほ
ど
客
戸
率
が
吉
岡
い
と
い
う
、
佃
戸
H
H
客
戸

と
と
ら
え
た
際
に
生
ず
る
矛
盾
ー
を
、
地
域
差
の
尺
度
を
と
り
こ
む
こ
と
で
解

決
し
よ
う
と
し
て
い
た
ー
し
か
し
こ
の
「
有
田
無
税
」
の
客
戸
の
存
在
は
、
中

川
氏
が
方
向
づ
け
た
よ
う
に
、
「
僑
寓
基
準
」
か
ら
「
税
産
基
準
」
へ
の
餐
化

の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
柳
田
氏
が
引
用
し
た
史
料

は
、
京
西
路
に
は
有
田
無
税
の
戸
が
多
い
か
ら
、
五
等
に
分
け
て
税
を
と
る
べ

き
だ
、
し
か
し
州
麻
が
そ
う
し
な
い
か
ら
園
家
の
枚
入
は
確
保
さ
れ
な
い
、
と

1

、

い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
園
家
の
客
戸
把
握
が
「
僑
寓
基
準
」
か

ら
「
税
産
基
準
」
へ
と
痩
記
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も

こ
の
よ
う
な
「
有
田
無
税
」
の
戸
は
透
境
開
墾
地
に
お
け
る
客
戸
の
一
存
在
形

酷
で
あ
っ
て
、
こ
れ
だ
け
に
よ
っ
て
客
戸
の
基
本
性
格
を
規
定
す
る
た
め
の
論

理
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

t

他
方
草
野
氏
は
、
佃
戸
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
、
客
戸
を
戸
籍
上
の
客

戸
に
限
定
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
方
法
論
の
も
と
に
、
客
戸
と
は
荒
田
を
開
設

し
て
正
税
の
負
携
に
堪
え
得
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
、
荒
税
納
入
期
間
の
復
業

@
 

新
来
の
「
有
産
納
税
戸
」
と
規
定
し
、
こ
れ
を
さ
ら
に
設
展
さ
せ
て
、
客
戸
は

僑
寓
の
有
産
戸
で
あ
り
、
主
戸
と
同
じ
く
田
産
を
所
有
し
、
雨
税
を
負
携
す

る
、
と
し
問
。
氏
は
中
川
氏
の
問
題
提
起
を
う
け
て
、
土
著
・
僑
寓
の
別
で
分

け
ら
れ
た
客
戸
が
、
や
が
て
国
産
を
所
有
し
て
爾
税
を
負
携
し
、
衣
第
に
土

着
・
僑
寓
の
基
準
が
失
わ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
「
資
産
謝
態
・
現
居
地
課
税
」
の

雨
税
法
原
則
の
貫
徹
し
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
と
ら
え
た
。
た
だ
じ
客
戸
が
爾
税

を
負
掘
し
た
と
い
う
氏
の
見
解
は
、
史
料
の
誤
讃
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
、
岡
本
雅
博
氏
や
周
藤
氏
そ
の
他
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前

に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。

柳
田
・
草
野
雨
氏
は
、
と
も
に
客
戸
を
い
わ
ば
過
渡
的
な
形
態
に
お
い
て
把

握
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
中
川
氏
の
問
題
提
起
を
護
展
さ
せ
た
わ

け
で
あ
る
。
し
か
し
、
柳
田
氏
の
い
う
「
有
田
無
税
」
の
客
戸
の
存
在
は
あ
く

ま
で
も
骨
骨
で
あ
っ
た
し
、
草
野
氏
の
「
有
国
納
税
」
の
客
戸
は
賞
際
に
史
料

に
見
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
客
戸
と
主
戸
と
の
雨
税
賦
課
劃
象
と
し
て
の
匿

別
は
一
脇
田
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
問
題
を
残
じ
た
。
草
野
氏
は
と
の
矛
盾
を
鹿

理
す
る
た
め
、
佃
戸
を
次
の
よ
う
に
規
定
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
佃
戸
は
戸
籍
に

登
録
さ
れ
な
い
主
戸
下
の
戸
で
あ
る
、
と
。
た
し
か
に
戸
籍
に
は
あ
く
ま
で
も

主
戸
・
客
戸
と
し
て
記
載
し
て
お
り
、
戸
籍
上
に
は
佃
戸
は
存
在
じ
な
い
。
し

か
し
氏
の
よ
う
に
慮
理
す
る
と
客
戸
と
佃
戸
の
関
係
に
矛
盾
が
生
ず
る
。
賓
際

に
は
佃
戸
と
し
て
表
現
さ
れ
る
客
戸
が
多
く
の
史
料
に
見
え
て
い
る
。
ま
た
、

佃
戸
が
濁
立
の
戸
名
を
持
た
ず
、
主
戸
下
の
戸
と
し
て
存
在
し
た
と
す
る
と
、

佐
竹
氏
が
疑
問
視
し
て
い
る
よ
う
に
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
戸
下
戸
の
制
噴
が
愛
一

達
せ
ず
、
主
客
戸
制
が
行
な
わ
れ
た
の
か
。
こ
れ
は
最
近
草
野
氏
が
精
力
的
に
凶

研
究
を
進
め
て
来
た
佃
作
形
態
の
分
析
・
類
型
化
に
よ
る
宋
代
荘
園
制
否
定
論
一

の
立
恥
が
、
根
底
か
ら
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

筆
者
は
中
川
氏
の
問
題
提
起
以
来
、
柳
田
氏
や
草
野
氏
が
う
け
つ
い
ー
だ
方
法

論
|
僑
寓
基
準
か
ら
税
産
基
準
へ
の
嬰
化
の
過
程
に
お
い
て
客
戸
を
と
ら
え
る

ー
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
主
客
戸
制
が
地
主
小
作
関

係
と
の
関
連
で
こ
の
よ
う
な
混
鋭
朕
態
を
生
み
出
し
た
原
因
は
、
主
客
戸
の
匝

分
基
準
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
、
例
外
を
設
け
つ
つ
も
客
戸
川
H
佃
戸
と
と
ら
え

た
周
藤
氏
の
方
法
論
に
あ
っ
た
と
思
う
。

そ
も
そ
も
、
園
家
の
税
役
賦
課
の
た
め
の
戸
籍
上
の
制
度
で
あ
る
主
戸
客
戸

制
と
、
現
寅
に
郷
村
で
展
開
し
て
い
っ
た
地
主
佃
戸
閥
係
と
は
、
原
理
的
に
は

別
の
次
元
で
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
主
戸
客

戸
制
を
も
た
な
い
、
例
え
ば
明
清
の
地
主
佃
戸
関
係
は
ど
う
把
援
す
る
の
か
。
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或
い
は
、
客
戸
の
語
は
三
園
競
以
来
諸
史
料
に
見
え
る
し
、
元
初
に
ま
で
及
ん

で
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
と
宋
代
の
地
主
佃
戸
関
係
と
は
ど
う
関
連
づ
け
る

の
か
。
加
藤
氏
以
来
の
こ
の
分
野
に
お
け
る
、
長
期
に
わ
た
る
、
し
か
も
複
雑

な
経
過
を
た
ど
っ
て
き
た
論
争
史
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
を
、
周
藤
氏
が
宋
代

遊
園
制
説
の
立
場
に
立
っ
た
上
で
、
血
液
奴
的
荘
民
と
し
て
の
「
佃
戸
」
と
い
う

範
鴫
に
よ
っ
て
媒
介
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
そ
の
混
飢
の
原
因
が
あ
っ

⑮
 

た
、
と
言
つ
て
は
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
加
藤
氏
が
立
て
た
主
客
戸
の
医
分
の
基
準
は
不
動

産
の
有
無
に
あ
っ
た
。
田
宅
を
も
っ
者
が
主
戸
で
あ
り
、
持
た
ざ
る
者
が
客
戸

で
あ
っ
た
。
郷
村
の
み
な
ら
ず
、
都
市
の
坊
郭
戸
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ

た
。
土
著
か
僑
寓
か
は
こ
の
場
合
直
接
に
は
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
も
と
は

客
戸
で
あ
っ
て
も
回
宅
を
得
れ
ば
主
戸
と
な
る
。
主
戸
と
な
れ
ば
ど
こ
か
ら
や

っ
て
き
た
か
は
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
。
園
家
は
南
税
賦
課
の
翁
象
と
し
て

確
認
し
、
牧
奪
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
逆
に
も
と
は
主
戸
で
あ
っ
て
も
諸
種
の
事

情
で
無
差
化
し
た
場
合
、
居
住
地
に
と
ど
ま
っ
て
お
れ
ば
客
戸
籍
に
移
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
し
、
他
郷
に
流
寓
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
外
来
者
と
し
て
(
こ
の
段
階

で
は
賞
然
無
産
者
で
あ
る
)
客
戸
籍
に
登
録
さ
れ
、
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か

と
い
う
こ
と
も
記
載
さ
れ
た
。
土
著
・
僑
寓
の
別
を
第
一
次
的
な
基
準
と
し
て

い
て
は
園
家
の
税
役
賦
課
は
現
賓
問
題
と
し
て
不
可
能
で
あ
っ
て
、
岡
家
は
現

賓
に
は
全
人
民
を
不
動
産
の
有
無
に
よ
っ
て
主
戸
客
戸
に
匡
分
し
、
そ
の
場
で

雨
税
を
賦
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
収
入
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

土
著
・
僑
寓
は
不
動
産
の
有
無
と
、
い
わ
ば
副
次
的
に
封
宙
服
す
る
現
象
と
し
て

し
か
意
味
が
な
い
。
土
着
・
僑
寓
の
別
に
い
ち
い
ち
こ
だ
わ
っ
て
い
て
は
賦
税

枚
入
を
確
保
で
き
な
い
事
態
に
た
ち
至
っ
た
八
世
紀
後
牟
の
時
駄
に
お
い
て
、

ま
さ
し
く
爾
税
法
へ
の
縛
換
が
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
「
関
税

非
論
土
著
・
客
居
、
但
接
資
産
差
率
」
(
『
唐
曾
要
』
昌
也
八
五
、
定
戸
等
第
、
元

和
十
五
年
二
月
救
〉
、
或
い
は
「
戸
無
土
客
、
以
見
居
矯
簿
、
人
無
丁
中
、
以

貧
富
篤
差
」
(
問
答
八
三
、
租
税
上
〉
と
い
う
雨
税
賦
-
課
の
原
則
は
、
土
著
で

あ
ろ
う
が
客
居

(
H僑
寓
〉
で
あ
ろ
う
が
資
産
に
封
惰
即
し
て
税
を
賦
課
す
る
と

い
う
資
産
封
態
の
税
役
原
則
と
、
土
戸
で
あ
ろ
う
が
客
戸
で
あ
ろ
う
が
見
居
地

で
戸
籍
に
登
録
す
る
と
い
う
現
住
地
主
義
の
戸
籍
原
則
と
で
あ
る
。
雨
税
法
原

則
は
本
来
的
に
土
著
・
僑
寓
の
別
を
問
題
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
周
藤
氏
の
新
し
い
基
準
|
す
な
わ
ち
土
著
僑
寓
の
別
ー
を

第
一
次
的
基
準
と
し
、
こ
れ
が
次
第
に
税
産
の
有
無
と
い
う
基
準
へ
と
繁
っ
て

い
っ
た
と
す
る
中
川
・
草
野
氏
ら
の
方
法
論
は
事
質
問
題
と
し
て
も
説
得
力
を

紋
く
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
て
、
主
客
戸
を
分
つ
基
準
が
土
箸
僑
寓
の
別
で
は
な
く
て
一
貫
し
て
不
動

産
の
有
無
で
あ
っ
た
と
し
た
場
合
、
佃
戸
は
ど
う
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
主
客
戸
制
度
は
税
役
上
の
制
度
で
あ
り
、
地
主

佃
戸
制
或
い
は
地
主
佃
戸
関
係
を
と
ふ
つ
う
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
地
主
H
小

作
と
い
う
生
産
関
係
で
あ
っ
て
、
原
理
的
に
は
別
の
次
元
の
問
題
と
し
て
把
握

す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
主
客
戸
制
と
地
主
小
作
関
係

が
全
く
無
線
の
間
柄
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
主
客

戸
制
と
い
う
国
家
の
税
役
賦
課
の
た
め
の
制
度
と
、
地
主
小
作
関
係
と
い
う
現

'貨
に
展
開
し
つ
づ
け
る
生
産
関
係
が
、
い
わ
ば
上
部
構
造
と
下
部
構
造
と
の
封

慮
関
係
と
し
て
歴
史
的
現
賓
を
形
づ
く
っ
て
い
っ
た
、
と
見
て
い
る
。

周
藤
氏
は
加
藤
氏
が
主
戸
の
大
部
分
は
地
主
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
の
に
醤

し
、
主
戸
の
中
に
は
地
主
や
自
作
農
・
自
作
品
京
小
作
農
も
い
た
、
と
し
て
加
藤

、説
の
修
正
を
行
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
賓
は
加
藤
氏
は
、

-144ー
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要
す
る
花
主
戸
の
中
に
は
色
々
の
も
の
が
含
ま
れ
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
主

戸
の
よ
八
多
数
は
自
作
農

J

で
あ
り
、
|
|
主
戸
の
所
有
地
の
大
部
分
は
地
主
の

所
有
地
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も

I
l客
戸
の
犬
多
数
は
小
作
人
で
あ

っ
た
に
相
逗
あ
る
ま
い
。

と
述
べ
て
い
た
の
セ
る
っ
て
、
国
宅
所
有
者
を
主
戸
と
す
る
氏
の
基
準
に
従
う

、

限
り
、
加
藤
設
を
修
正
す
る
必
要
は
な
い
。
問
題
は
ιrhra京
小
作
の
主
tFの
扱

い
で
あ
石
。
加
藤
氏
に
よ
れ
ば
「
客
戸
の
大
部
分
は
小
作
人
」
と
さ
れ
る
が
、

小
作
一人
H
佃
戸
と
し
た
周
藤
氏
は
「
客
戸
の
中
に
は
佃
戸
ハ
H
H
小
作
人
〉
以
外

に
も
雇
傭
人
を
含
む
」
と
し
て
、
客
戸
H
佃
戸
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
階
層
の

者
も
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
加
藤
読
に
修
正
を
加
え
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し

周
藤
氏
の
論
理
だ
は
、

ιrhr動
が
か
か
主
-Pは
主
戸
で
は
あ
る
が
、
佃
戸

(
H

小
作
人
〉
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
事
質
問
題
と
し
て
ζ

の
主
戸

が
地
主
と
か
間
に
結
ん
で
い
る
小
作
開
係
が
依
落
し
て
し
ま
う
。
先
に
爾
漸
地

方
の
例
で
見
た
氏
の
論
理
矛
盾
は
、
こ
の
駄
か
ら
出
愛
し
て
い
る
と
恩
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
「
小
作
人
は
佃
戸
で
あ
る
」
と
い
う
時
、
た
し
か
に
地
主
の
土

地
を
小
作
し
て
租
米
(
小
作
料
)
を
納
入
し
て
い
る
と
い
う
関
係
に
お
い
て

は
、
小
作
し
て
い
る
農
家
は
佃
戸
で
あ
る
。
し
か
し
-
般
に
小
作
し
て
い
る
農

家
の
う
ち
に
は
、
一
定
の
生
計
は
維
持
し
う
る
が
、
そ
の
再
生
産
の
た
め
に
は

不
足
分
を
小
作
で
補
う
者
も
あ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
小
作
に
た
よ
っ
て
生
計
を
維

持
し
つ
つ
も
わ
ず
か
な
が
ら
の
田
宅
を
も
っ
者
も
あ
り
、
、
あ
る
い
は
宅
地
だ
け

の
者
も
あ
り
、
或
い
は
田
宅
を
も
た
ず
耕
牛
・
曲
演
器
具
等
を
も
っ
者
も
あ
り
、

或
い
は
全
く
無
一
文
の
者
も
い
る
の
で
あ
る
。
草
野
氏
は
最
近
の
佃
作
形
態
に

か
ん
す
る
諸
研
究
に
お
い
て
、
土
地
・
耕
牛
・
種
種
そ
の
他
の
持
ち
分
に
封
面
隠

し
て
、
政
府
・
地
主
と
佃
戸
と
の
聞
に
、
租
種
・
租
佃
'・
A
ロ
種
・
附
種
等
の
諸

形
態
が
存
在
し
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
成
果
は
貴
重
だ
と
思
う
。
た
だ
氏
は

寸
佃
」
の
語
義
ば
「
つ
く
だ
H

っ
く
り
だ
」
で
あ
り
「
佃
戸
」
は
農
耕
に
従
事
吋

す
る
者
一
般
を
指
し
、
そ
の
質
種
と
し
て
は
地
主
・
小
作
人
商
者
を
含
み
う
る

と
し
、
き
ら
に
「
佃
戸
は
主
戸
下
の
戸
で
あ
っ
て
戸
名
を
持
た
ぬ
」
と
し
て
論

理
矛
盾
を
引
き
お
こ
し
た
。
戸
下
戸
云
々
は
氏
の
客
戸
理
解
の
誤
ま
り
か
ら
生

じ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
「
佃
」
の
語
義
は
氏
の
い
う
と
お
り
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
寅
慢
と
し
て
は
嘗
時
の
一
位
曾
通
念
と
し
て
全
く
生
産
か
ら
避
難
し

た
地
主
や
、
小
作
関
係
を
持
た
な
い
自
作
農
を
佃
戸
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
か
ら
、
こ
れ
を
佃
戸
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
自
己
の

所
有
地
が
あ
り
な
が
ら
ハ
す
な
わ
ち
主
戸
で
あ
っ
て
〉
他
に
地
主
の
土
地
を
も

耕
作
し
て
い
る
自
作
粂
小
作
農
は
明
ら
か
に
佃
戸
で
あ
る
。
ま
た
自
己
の
回
宅

を
持
た
ぬ
客
戸
や
雇
傭
人
が
地
主
の
土
地
を
耕
作
し
て
い
れ
ば
白
一
嘗
然
か
れ
ら
も

佃
戸
で
あ
る
。
周
藤
氏
が
佃
戸
の
範
隣
に
含
ま
れ
る
と
し
て
諸
史
料
か
ら
検
出

さ
れ
た
租
戸
・
種
戸
r

・
客
戸
佃
戸

~
佃
客
・
荘
客
・
地
客
・
火
客
・
佃
僕
・

傭
人
等
の
う
ち
、
佃
戸
を
除
い
て
客
声
以
下
は
戸
籍
上
は
客
ェ
戸
と
さ
れ
た
ろ
う

が
、
租
戸
・
警
の
う
ち
長
自
作
粂
小
作
が
含
ま
れ
で
す
、
戸
籍
上
は
主

戸
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。

よ
く
引
用
さ
れ
る
史
料
で
あ
る
が
、

『宋
曾
要
』
食
貨
六
六
、
菟
役
に
載
せ

る
保
伍
法
の
一
甲
毎
の
記
載
様
式
は
、

O
某
人
係
上
戸
、
見
係
第
幾
等
戸
、
曾
不
慮
役
、
人
了
若
干
、

O
茶
人
係
下
戸
、
作
何
倍
運
、
或
租
種
是
何
人
回
畝
、
入
丁
若
干
、

O
某
人
係
客
戸
、
元
係
何
魔
人
氏
、
移
策
本
郷
幾
年
、
租
種
是
何
人
団
地
、
人

丁
若
干
、

O
莱
人
係
官
戸
、
是
何
官
品
、
曾
不
係
析
戸
、

と
あ
り
、

、人
の
田
畝
を
租
種
す
る
下
戸
(
下
等
の
主
戸
〉
が
い
る
。
ま
た
下
戸

に
つ
い
て
は
「
何
の
鵬
首
還
を
震
し
て
い
る
か
」
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
定
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め
ら
れ
て
お
り
、
農
業
以
外
の
緩
畿
に
従
事
す
る
主
戸
の
存
在
を
確
認
し
う

る
。
な
お
、
下
戸
に
か
ん
し
て
は
、
こ
れ
も
よ
く
引
用
さ
れ
た
史
料
で
あ
る

が
、
『
朱
文
公
別
集
』
各
九
、
取
曾
管
下
都
分
富
家
及
閥
食
之
家
に
は
、
下
戸

を
「
作
田
L

「
不
作
図
」
「
作
他
人
回
」
の
三
穫
に
分
類
し
て
い
る
。
か
れ
ら

は
戸
名
を
も
っ
て
い
る
。
草
野
氏
は
こ
れ
ら
の
う
ち
最
後
の
「
作
他
人
田
」
の

み
を
客
戸
と
し
、
客
戸
は
戸
名
を
も
つ
が
佃
戸
は
戸
名
を
も
た
な
い
、
と
し
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
説
に
は
何
の
根
擦
も
な
か
っ
た
。
「
作
他
人
回
」
は
ま
さ

し
く
こ
れ
が
佃
戸
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
主
戸
な
の

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
も
「
不
作
田
」
の
下
戸
、
が
拳
げ
ら
れ
て
お
り
、
先
の

史
料
に
「
作
何
畿
運
」
と
問
わ
れ
た
下
戸
と
同
じ
く
、
農
業
以
外
の
経
営
に
従

事
し
て
い
る
主
戸
の
存
在
を
確
認
し
う
る
。

以
上
に
よ
り
佃
戸
の
一概
念
規
定
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

小
作
を
行
な
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
主
戸
で
あ
ろ
う
と
客
戸
で
あ
ろ
う
と
小

作
農
家
な
の
で
る
る
か
ら
、
「
地
主
と
の
聞
に
小
作
閥
係
を
結
ん
で
い
る
戸
」

が
す
な
わ
ち
佃
戸
で
あ
る
。
先
の
新
西
秀
州
の
例
を
い
ま
一
度
見
る
な
ら
ば
、

方
図
は
見
わ
た
す
限
り
佃
戸
で
あ
る
と
い
い
、
元
聾
允
域
志
に
は
客
戸
の
記
載

が
な
い
。
ま
た
一
般
に
、
地
主
小
作
関
係
が
慶
範
に
展
開
し
て
い
く
佃
戸
の
多

い
、
い
わ
ば
宋
代
の
先
進
地
滑
で
は
客
戸
の
率
が
低
く
、
主
戸
の
率
が
高
い
。

こ
の
こ
と
は
こ
れ
ら
の
地
方
で
は
佃
戸
の
多
く
が
主
戸
で
あ
っ
た
と
し
か
解
醐
押

し
ょ
う
が
な
い
。

な
お
佐
竹
氏
は
、
先
進
地
域
の
佃
戸
の
多
く
は
無
産
で
あ
ろ
う
と
し
た
上

で
、
し
か
も
客
戸
が
少
な
い
の
は
、
地
主
が
一
た
ん
客
戸
か
ら
有
産
化
し
た
佃

戸
を
主
戸
と
し
、
こ
れ
を
蒋
収
奪
し
て
無
産
化
さ
せ
、
戸
籍
上
は
主
声
と
し
て

お
い
た
の
だ
、
と
解
圃
押
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
少
し
長
く
な
る
が
原
文
の
ま
ま

引
弔
す
る
と
、

宋
初
、
こ
と
に
華
北
地
幣
を
中
心
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
主
客
戸
制
度

は
、
地
主
的
大
土
地
所
有
の
確
立
、
展
開
の
中
で
、
次
第
に
そ
の
果
す
役
割

を
か
え
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
饗
化
を
も
た
ら
し
た
主
要
因
こ

そ
、
自
己
の
小
経
営
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
佃
戸
の
成
長
、
そ
の
反
抗
的
函

結
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
南
宋
以
後
客
戸
制
度
が
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
く

な
る
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
先
進
地
域
で
は
北
宋
朝
か
ら
、

主
客
戸
制
度
は
そ
の
基
盤
に
あ
る
地
主
佃
戸
関
係
と
照
臆
し
な
く
な
り
つ
つ

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
地
主
側
も
、
客
戸
制
度
に
固
執
す
る
よ
り
は
、
粒

々
辛
苦
の
中
で
、
一
旦
土
地
を
獲
得
し
た
佃
戸
に
謝
し
て
は
、
こ
れ
を
主
戸

と
し
て
、
税
役
攻
奪
と
債
務
に
よ
る
枚
奪
等
を
通
じ
て
、
ー
再
び
そ
の
土
地
所

有
権
を
奪
い
な
が
ら
、
戸
一
籍
上
は
主
戸
と
し
て
お
く
、
い
わ
ゆ
る
産
去
而
税

存
の
吠
態
を
め
ざ
し
は
じ
め
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

と
す
る
氏
の
俵
設
を
ふ
ま
え
て
の
解
稗
で
あ
る
。
こ
の
飯
説
の
論
理
構
造
が
安

省
な
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
現
在
の
筆
者
に
は
こ
れ
を
批
剣
的
に
検
討
し

う
る
だ
け
の
能
力
は
な
い
。
た
だ
し
、
氏
が
「
自
己
の
小
経
営
を
確
立
し
つ
つ

あ
っ
た
佃
戸
」
と
し
て
想
定
す
る
佃
戸
は
九
無
査
の
客
戸
が
土
地
を
獲
得
し
て

ゆ
く
過
程
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
佃
戸
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
一

た
ん
獲
得
し
た
土
地
を
再
政
奪
し
よ
う
と
す
る
地
主
と
の
閣
一
舎
の
姿
に
お
い
て

と
ら
え
ら
れ
る
佃
戸
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
或
い
は
爾
者
と
も
巳
含
め
た
形
で
の

佃
戸
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
「
自
己
の
小
経
営
」
と
い
う
と
き
、
こ
れ
は
無
産
者
の
小
経
替
な
の

で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
有
産
者
の
小
経
営
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
が
佃
戸

の
中
に
下
戸
を
含
め
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
か
れ
ら
の
多
く
が

も
と
は
無
産
者
で
あ
り
、
一
た
ん
は
土
地
を
獲
得
し
て
主
戸
と
さ
れ
、
ま
た
無

産
化
し
た
、
と
い
う
事
態
は
起
り
え
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
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し
事
細
僻
遂
行
が
先
進
地
槽
凶
ず
け
る
地
主
佃
戸
開
係
の
展
開
の
基
本
的
な
方
向

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
宋
朝
政
権
は
無
産
者
か
ら
爾
税
峡

奪
一
は
行
な
わ
な
い
と
い
う
爾
税
原
則
を
放
棄
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

か
れ
ら
無
産
の
佃
戸
が
、
戸
籍
上
は
主
戸
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
で

〈
た
と
え
戸
籍
上
の
主
戸
と
い
う
虚
構
が
佃
戸
の
土
地
所
有
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
地
主
唐
が
吸
収
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
〉
雨
税
負
揺
を
せ
ね
ば
な
ら
な

い
と
す
れ
ば
、
か
れ
ら
は
抗
租
闘
争
に
際
し
て
こ
の
慮
構
を
追
求
し
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
虚
構
で
な
く
賞
質
的
に
主
一
戸
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
か

れ
ら
佃
戸
は
無
産
で
は
な
い
。

i
l

筆
者
は
佐
竹
氏
の
俵
説
の
論
理
構
造
を
ま
だ
充
分
に
理
解
し
き
れ
て
い
な
い

の
で
、
或
い
は
ピ
ン
ト
は
ず
れ
の
疑
問
鮎
を
提
示
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
氏
の
場
合
に
も
佃
戸
の
多
く
は
無
産
で
あ
ろ
う
と
し
て
、

無
産
の
主
戸
は
先
進
地
婦
に
お
け
る
特
殊
例
で
あ
っ
て
、
一
般
に
は
佃
戸
H
客

戸
で
あ
る
と
の
と
ら
え
方
を
捨
て
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
た
し
か

巳
無
産
の
佃
戸
は
客
戸
と
ー
し
て
康
範
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
先
進
地
婚
の

佃
戸
の
場
合
に
は
、
客
戸
が
少
な
い
の
で
あ
る
か
ら
佃
戸
の
多
く
は
主
戸
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
主
戸
は
氏
の
よ
う
に
必
ず
し
も
無
産
で
あ
る
と
と
ら
え
る

必
要
は
な
い
と
思
う
。
た
と
え
わ
ず
か
で
も
自
己
の
回
宅
を
も
っ
て
い
る
主
戸

を
佃
戸
と
す
れ
ば
、
?
戸
籍
上
は
主
戸
と
す
る
が
貧
際
は
無
産
で
あ
る
と
い
う
扶

態
を
、
先
進
地
域
に
支
配
的
な
佃
戸
の
存
在
形
態
と
し
て
設
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
氏
の
方
法
論
上
の
問
題
貼
は
克
服
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま

た
、
佐
竹
氏
は
、
主
客
戸
制
は
地
主
佃
戸
関
係
を
法
制
的
に
反
映
し
た
も
の
で

あ
る
と
の
仮
設
を
た
て
て
い
る
が
、
筆
者
は
客
戸
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
唐
末

に
お
い
で
地
主
小
作
関
係
の
展
開
の
テ
コ
と
し
て
働
き
、
こ
れ
を
主
客
戸
制
と

し
て
制
度
化
し
五
等
戸
制
に
整
備
し
た
北
宋
前
期
以
後
、
本
格
的
に
展
開
し
は

じ
め
た
地
主
的
経
結
局を
歴
迫
し
て
ゆ
く
よ
う
に
な
っ
て
下
戸
屠
の
波
落
が
始
ま
幽

り
、
下
戸
の
佃
戸
化
が
費
範
に
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
川

る
。
氏
の
い
う
よ
う
に
地
主
屠
の
主
客
戸
制
に
謝
す
る
固
執
の
仕
方
が
鋪
買
わ
っ

た
か
ど
う
か
は
何
と
も
言
え
な
レ
が
、
主
客
戸
制
は
宋
朝
政
機
が
そ
の
権
力
の

支
持
基
盤
と
し
て
の
主
戸
層
を
確
保
す
る
た
め
に
固
執
し
力
づ
け
た
制
度
で
あ

る
。
地
主
佃
声
聞
係
と
の
閥
速
で
と
ら
え
る
h

ば
ら
ば
、
地
主
屠
が
、
全
国
卒
均

値
と
し
て
は
主
戸
二
に
劃
し
て
一
の
割
合
で
賓
範
に
存
在
す
る
客
戸
を
、
い
わ

ば
爾
税
負
掘
の
な
い
、
自
由
な
勢
働
力
と
し
て
吸
枚
し
つ
つ
経
営
を
績
大
し
、

こ
れ
が
や
が
て
中
小
経
営
を
慶
迫
し
て
ゆ
く
際
の
テ
コ
と
し
て
作
用
し
た
、
と

思
わ
れ
る
。
佃
戸
の
と
ら
え
方
と
、
宋
朝
政
権
の
性
格
l
地
主
政
纏
と
規
定
す

べ
き
か
否
か
|
、
主
客
戸
制
の
成
立
過
程
等
の
諸
貼
で
氏
と
見
解
を
異
に
す
る

部
分
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
巴筆
者
と
し
て
は
佐
竹
氏
の
問
題
提
起
を
織
承
し

つ
つ
、
主
客
戸
制
と
地
主
佃
戸
開
係
の
問
題
に
か
ん
す
る
今
後
の
展
望
を
き
り

ひ
ら
い
て
ゆ
き
た
い
と
患
っ
て
い
る
。

註①
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
九
中
世
三
、
五
「
郷
村
制
の
展
開
」
、
一
九

七
O

③
「
宋
代
の
主
客
統
計
」
(
『史
事
』
一
二
上
二
、
一
九
一
二
三
、
『
支
那
経
済

史
考
鐙
』
所
枚
〉

③
「
宋
代
の
土
地
所
有
形
態
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
|
二
、
一
九
一
一
一
六
)

①
『
中
国
土
地
制
度
史
研
究
』
一
九
五
四
刊
所
枚
の

‘「
唐
末
五
代
の
荘
園

制
」
「
宋
代
の
佃
戸
制
l
奴
隷
耕
作
と
の
閥
速
に
於
い
て
」
「
宋
代
の
佃
月
1

佃
僕
、
傭
人
制
|
特
に
宋
代
の
佃
戸
制
の
補
正
を
中
心
と
し
て
|
」
等
一

九
五

O
年
前
後
の
-
速
の
論
文
、
及
び
『
史
事
雑
誌
』
四
四
l
一
一
、
-
九

五
三
〉
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①
『
東
洋
事
報
』
五
三
|
三
、
一
九
七
一
の
〈
批
評
と
紹
介
〉
に
お
け
る
周

藤
吉
之
著
『
宋
代
史
研
究
』
(
東
洋
文
庫
論
叢
五

O
、
一
九
六
九
)
所
牧
「
宋

代
湖
西
地
方
の
園
田
の
愛
展
|
土
地
所
有
制
と
の
関
係
l
L
(補
論
を
含
む
)

に
つ
い
て
の
佐
竹
氏
の
批
剣
。
な
お
周
藤
氏
の
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
草
野

氏
が
「
一
九
六
六
年
度
の
歴
史
穆
界
l
回
願
と
展
笠
l
」
(
『
史
皐
雑
誌
』

七
六
1

五
)
で
扱
っ
た
も
の
で
、
周
藤
氏
は
草
野
説
へ
の
反
批
判
を
補
論
と

し
て
納
め
た
。

③
貌
了
翁
『
古
今
孜
』
省
一
八
附
論
班
固
計
井
田
百
畝
歳
入
歳
出
に
み
え
る

方
回
の
言
「
予
往
在
秀
之
貌
唐
王
文
政
家
、
笠
呉
刷
版
之
野
、
茅
屋
炊
煙
、
無

窮
無
極
、
皆
是
佃
戸
」

n

ま
た
『
元
盟
九
域
志
』
に
よ
れ
ば
、
雨
前
路
に
お

い
て
は
、
客
戸
数
の
主
戸
数
に
謝
す
る
比
傘
は
、
秀
州

O
、
越
州

0
・
0
0

二
、
委
州

0
・
0
六
O
、
湖
州

0
・
0
七
二
、
蘇
州

0
・
0
八
七
等
、
極
め

て
低
率
で
あ
り
、
雨
漸
路
卒
均
値

0
・
二
二

O
も
全
国
卒
均

0
・
三
強
を
下

回
っ
て
い
る
。

⑦
前
掲
『
宋
代
史
研
究
』
所
枚
「
王
安
石
の
菟
役
鎗
徴
的
世
の
諸
問
題
」
参
照

③
客
戸
が
雨
税
を
負
指
し
た
と
す
る
と
、
『
宋
曾
要
』
食
貨
、
戸
口
一
雑
録
、

大
中
鮮
符
四
年
正
月
四
日
の
認
に
「
諸
州
豚
、
自
今
招
古
木
戸
口
、
及
創
居
入

中
関
獄
中
荒
田
者
、
許
依
格
式
申
入
戸
籍
、
無
得
以
客
戸
増
数
、
沓
制
蘇
吏
能

招
櫓
戸
口
、
豚
印
申
等
、
乃
加
其
俸
編
、
歪
有
客
戸
者
、
錐
登
子
籍
、
而
賦

税
無
所
増
入
、
故
機
約
之
」
と
あ
る
記
事
を
解
稗
で
き
な
い
。
こ
れ
は
客
戸

を
い
く
ら
戸
籍
上
で
ふ
や
し
て
も
爾
税
収
入
を
増
加
で
き
な
い
か
ら
、
客
戸

で
あ
る
も
の
を
主
戸
と
僑
っ
て
登
録
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
内
容
を
示
し

て
い
る
。
従
っ
て
客
戸
が
爾
税
を
負
携
し
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
が
、
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
草
野
説
を
批
剣
し
た
岡
本
雅
博
氏
は
「
宋
代

嗣
堅
調
犠
計
上
の
客
戸
に
つ
い
て
」
ハ
『
東
方
摩
』
二
八
、
一
九
六
回
〉
に
お

い
て
、
客
戸
の
主
戸
籍
へ
の
移
籍
は
あ
り
得
な
い
、
と
し
た
の
は
誤
り
で
あ

る
。
客
戸
で
あ
る
も
の
を
僑
っ
て
主
戸
と
す
る
こ
と
と
、
客
戸
が
国
産
を
も

て
ば
主
戸
籍
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
『
宋

文
鑑
』
倉
百
六
、
呂
大
鈎
の
民
-
議
に
、
「
篤
園
之
計
、
莫
急
於
保
民
、
保
民

之
要
、
在
於
存
仙
主
戸
、
叉
招
誘
客
戸
、
使
之
置
回
、
以
箆
主
戸
、
主
戸
有

衆
、
而
邦
本
自
己
」
と
い
う
記
事
と
矛
盾
す
る
。
客
戸
が
外
来
戸
だ
け
し
か

指
さ
な
か
っ
た
と
す
る
岡
本
氏
の
説
は
、
佃
戸
を
ど
う
説
明
す
る
の
だ
ろ
う

ふ

μ

③
柳
田
節
子
「
宋
代
の
客
戸
に
つ
い
て
」
(
『
史
事
雑
誌
』
六
八
|
四
、
一

九
五
九
)

⑮
『
東
洋
皐
報
』
四
六

l
二
、
〈
批
剣
と
紹
介
V

「
唐
宋
の
客
戸
に
関
す
る

研
究
」
一
九
六
三
)
。
氏
の
「
唐
代
に
お
け
る
均
団
法
・
租
庸
調
法
の
反
復

公
布
と
括
戸
政
策
」
(
一
橋
研
究
九
、
一
九
六
二
)
に
お
い
て
そ
の
出
愛
黙

が
示
さ
れ
て
お
り
‘

d

こ
れ
は
や
が
て
「
唐
代
の
客
戸
に
よ
る
逃
棄
回
の
保

有
」
(
『
一
橋
論
幾
』
五
三
|
一
)
へ
と
護
展
し
て
い
っ
た
。

@
こ
の
地
域
差
の
翻
鮎
は
「
宋
代
土
地
所
有
に
見
ら
れ
る
こ
つ
の
型
!
先
進

と
透
境
l
」

(
『東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
九
、
一
九
六
一
二
〉
で
さ
ら
に

展
開
さ
れ
た
が
、
地
主
佃
戸
閥
係
設
展
の
基
本
方
向
が
明
確
に
さ
れ
ぬ
ま
ま

に
行
な
わ
れ
た
た
め
、
身
分
的
隷
属
の
強
弱
、
土
地
の
一
圃
性
と
分
散
性
そ

の
他
の
指
標
の
統
一
的
把
鑓
に
至
ら
ず
、
説
得
力
を
依
く
も
の
と
な
っ
た
。

⑫
『
宋
曾
要
』
食
貨
七

O
、
賦
税
雑
録
、
政
和
二
年
九
月
二
十
八
日
の
僚
に

「
京
西
路
計
度
縛
運
使
王
抽
明
言
、
本
路
唐
・
郵
・
裏
・
汝
等
州
、
治
卒
以

前
、
地
多
山
林
、

λ
少
耕
植
、
自
照
寧
中
、
四
方
之
民
稿
湊
開
墾
、
環
数
千

皇
、
並
一
為
良
田
、
知
唐
州
高
賦
魯
、
将
所
墾
地
内
、
毎
頃
立
税
止
一
二
百
、

徐
州
更
不
曾
立
税
、
多
係
有
田
無
税
之
戸
、
元
盟
問
、
察
知
其
弊
、
'
帥
府
所
墾

-148-



新
凪
、

-bqfr宇
都
幹
、
元
町
柘
住
罷
不
行
、
大
型
地
一
行
、
開
国
人
戸
陳
欲
、

叉
復
住
罷
、
四
十
絵
年
、
、
官
中
失
牧
租
賦
、
以
貫
石
計
之
、
i

滋
数
千
高
」
と

あ
る
。
柳
田
氏
は
こ
の
あ
た
り
は
客
戸
の
比
率
が
高
い
か
ら
、
「
有
回
無
税

之
戸
」
は
客
戸
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
‘
「
有
田
無
税
之
戸
」
は
本
来

「
立
定
五
等
」
す
べ
き
、
す
な
わ
ち
主
戸
と
し
て
登
籍
さ
る
べ
き
、
南
税
負

携
を
行
な
う
べ
き
戸
で
あ
る
の
に
「
無
税
」
は
違
法
行
震
だ
、
と
い
う
の
が

こ
の
史
料
の
主
旨
で
あ
っ
て
、「
客
戸
比
率
が
高
い
か
ら
」
は
「
有
田
無
税
之

戸」

H
客
戸
と
規
定
す
る
篠
件
に
は
な
ら
な
い
。
氏
が
こ
の
よ
う
な
「
有
田

無
税
」
の
客
戸
を
想
定
す
る
た
め
に
引
用
し
た
他
の
史
料
に
も
、
か
れ
ら
が

「
客
戸
」
で
あ
っ
た
と
す
る
例
は
見
嘗
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
例
は
、
中
川

氏
が
方
向
づ
け
た
よ
う
な
、
爾
税
の
賦
課
基
準
が
土
著
・
僑
寓
の
別
か
ら
税

役
負
携
の
有
無
へ
と
移
行
し
た
こ
と
を
示
す
例
で
は
な
い
。
爾
税
賦
課
封
象

は
あ
く
ま
で
主
戸
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
貫
し
た
原
則
が
示
さ
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
制
度
と
し
て
の
客
用
と
、
賞
優
と
し
て
の
客

戸
と
の
混
同
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑬
「
宋
代
の
戸
口
統
計
上
に
所
謂
客
戸
に
つ
い
て
」
(
『
史
淵
』
七
九
、
一
九

五
九
〉

⑬
「
宋
代
の
主
戸
・
客
戸
・
佃
戸
」
上
・
下
(
『
東
洋
撃
報
』
四
六
|
一
-

二
、
一
九
六
三
〉

⑬

ベ
宋
代
官
回
の
経
営
類
型
」
(
『
日
本
女
子
大
皐
紀
要
』
一
八
、
一
九
六

八
)
、
「
宋
代
民
団
の
佃
作
形
態
」

(
『史
州
』
一

O
、
一
九
六
九
〉
、
「
宋
代

官
回
の
租
種
管
業
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
八
|
一
、
一
九
六
九
〉
等
。
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⑮
こ
の
周
藤
氏
の
見
解
は
仁
井
田
陸
氏
と
同
じ
立
場
か
移
く
る
。
筆
者
は
宋

代
の
伺
戸
の
基
本
性
格
を
仁
井
田
・
周
藤
氏
が
言
う
よ
う
な
農
奴
と
し
て
-

函
的
な
規
定
は
で
き
な
い
と
思
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
農
奴
概
念
に
か
ん

す
る
宮
崎
市
定
氏
の
最
新
の
研
究
「
部
幽
か
ら
佃
戸
ヘ
ハ
上
〉
|
唐
宋
閑
枇

曾
婆
草
の
一
面
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
二
九
|
四
、
一
九
七
一
)
に
お
け
る

氏
の
見
解
を
基
本
的
に
支
持
し
た
い
。
た
だ
し
氏
が
そ
の
注
③
に
お
い
て
、

唯
物
史
観
論
者
が
云
々
と
い
う
下
り
に
引
用
さ
れ
た
河
上
肇
博
士
の
講
義
鎌

に
い
う
、
第
一
期
原
始
共
産
制
時
代
、
第
二
期
奴
隷
制
時
代
、
第
三
期
農
奴

制
時
代
、
と
い
う
時
代
医
分
に
か
ん
し
て
は
、
す
べ
て
の
「
唯
物
史
観
論

者
」
が
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
園
式
的
な
護
展
段
階
説
に
固
執
し
て
い
る
の

で
は
な
い
の
で
、
氏
を
ふ
く
め
て
諸
氏
の
誤
解
を
さ
け
る
た
め
、
次
の
二
篇

の
「
唯
物
史
観
論
者
」
の
代
表
的
勢
作
を
掲
げ
て
お
く
。
芝
原
拓
自
「
前
資
本

制
分
析
の
方
法
に
か
ん
す
る
舞
書
」
(
『
新
し
い
歴
史
家
の
た
め
に
』
五
二
、

一
九
五
九
〉
、
河
音
能
卒
「
農
奴
制
に
つ
い
て
の
お
ぼ
え
書
き
」
〈
『
日
本
史

研
究
』
四
七
・
四
九
、
一
九
六

O
、
同
氏
著
『
中
世
封
建
制
成
立
史
論
』
一

九
七
一
所
収
〉
。

@

『越
中
金
石
記
』
谷
四
、

娠
前
脚
事
国
記
に
見
え
る
佃
・
佃
租
・
租
・
租
種

等
の
佃
作
形
態
は
、
こ
の
角
度
か
ら
再
検
討
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑬
「
宋
代
郷
村
制
之
形
成
過
程

L
q東
洋
史
研
究
』
二
五
|
三
、
一
九
六

-ハ〉
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