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奮
中
園
の
田
面
慣
行

|

|
回
面
の
轄
頂
と
佃
戸
の
耕
作
権
|

|

草

野

靖

は
じ
め
に

一

回

面
の
側
議
形
式
|
官
頂
と
私
頂

ご

官
頂
規
制
の
後
退
と
頂
債
の
高
騰

附
項
l

通
常
、
氷
山組
田
の
鴎
替
と
工
本
の
私
酬

附
項
2

舗
底
慣
行

三

田

面
の
頂
僚
に
よ
る
奪
佃
の
抑
制
と
佃
戸
耕
作
権
の
相
劉
的
安
定

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

今
日
ま
で
田
商
慣
行
に
謝
す
る
正
し
い
理
解
を
妨
げ
て
き
た
原
因
の
第
一
は
、
清
末
民
園
初
期
に
近
代
民
法
典
が
聡
入
さ
れ
て
の
ち
司
法
行

政
界
に
産
れ
た
近
代
的
永
佃
権
と
田
面
の
蓄
慣
と
の
類
比
が
そ
の
ま
』
吐
舎
科
事
に
持
ち
込
ま
れ
て
田
面
が
永
佃
樺
の
術
語
を
以
っ
て
表
示
さ

と
の
権
利
は
随
意
買
買

・
質
押

・
譲
渡

・
縫
承
す
る
と
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
な
ど
と
規
定
さ
れ
た
こ

れ、

、
氷
佃
縫
H
田
面
機
と
措
い
て
、

と
に
あ
る。

田
面
に
と
も
な
う
諸
々
の
権
利
、
法
的
慣
習
的
数
果
を
永
佃
の
一
離
で
促
え
て
皐

一
不
可
分
の
権
利
と
し
た
ζ

の
措
定
は
田
面
の

概
念
を
生
産
手
段
の
所
有
者
と
生
産
努
働
に
従
う
者
と
の
祉
舎
関
係
を
表
わ
す
範
時
か
ら
波
歴
史
的
な
空
疎
な
権
利
概
念
に
特
化
し
、

図
面
慣



行
を
地
主
佃
同
開
係
の
場
で
促
え
、
地
主
と
侃
戸
と
の
、

つ
ま
り
人
と
人
と
の
、
社
舎
献
係
ゆ
表
現
と
し
て
こ
の
慣
行
砂
内
面
的
構
成
に
立
ち

入
っ
て
具
盤
的
歴
史
的
に
生
成
震
展
消
滅
の
過
程
を
追
究
す
る
途
を
閉
ざ
し
て
い
る
。

図
面
は
佃
戸
が
白
か
ら
資
財
努
働
を
投
じ
て
租
回
の
開
墾

・
肥
培
熟
耕

・
水
利
の
開
設
改
善
な
ど
を
行
な
い
地
力
を
増
進
さ
せ
た
場
合
に
震

生
し
、

そ
の
物
質
的
基
盤
は
佃
戸
の
資
財
努
働
所
謂
佃
戸
工
本
銭
に
あ
っ
た
。
佃
戸
は
と
の
工
本
を
投
じ
た
ζ

と
に
・
お
い
て
工
本
銭
の
償
還
請

求
権
と
工
本
投
資
の
成
果
た
る
租
田
増
盆
の
牧
取
権
と
を
持
ち
、
更
に
前
者
に
擦
っ
て
租
田
H
図
面
の
鶴
頂
(
社
頂
・
活
頂
)
権
と
抵
嘗
櫨
を
、

①
 

及
び
不
許
自
由
増
租
奪
佃
の
権
利
を
得
て
い
た
が
、

後
者
に
擦
っ
て
租
回
H
図
面
の
鱒
貸
牧
租
(
小
租
・
面
租
)
権
、
典
嘗
様
、

ζ

れ
ら
白
面
の

権
利
、
法
的
慣
習
的
教
果
は
、

地
主
所
有
権
と
の
抗
争
を
通
じ
て
、
租
田
を
め
ぐ
る
地
主
佃
戸
及
び
周
遊
農
民
相
互
間
の
社
曾
閥
係
と
し
て
震

展
的
に
構
成
さ
れ
、
ま
た
襲
質
衰
退
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

永
佃
の
問
題
も
と
の
抗
争
関
係
の
一
面
で
あ
る
。
租
期
の
長
久
化
は
何
も
回
面
に
固
有
の
属
性
で
は
な
い
。
地
主
階
級
の
最
大
の
関
心
事
は
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租
因
果
賓
の
枚
取
に
あ
り
、
佃
戸
が
租
課
を
滞
納
す
る
と
か
正
嘗
な
増
租
を
拒
む
と
か
そ
の
果
賓
の
牧
取
を
妨
げ
る
事
態
を
生
ぜ
ぬ
限
り
、
租

佃
閥
係
は
維
持
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
の
利
盆
が
保
障
さ
れ
て
い
、
な
が
ら
向
且
つ
進
ん
で
解
約
招
佃
の
努
を
負
い
頑
佃
を
呼
び
込
む
危

険
を
犯
す
愚
者
は
い
な
い
。
租
佃
関
係
の
安
定
緩
績
は
地
主
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
と
と
で
あ
っ
た
。
田
面
の
震
生
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

新
し
い
事
態
は
、
租
期
の
長
久
化
で
は
な
く
、
佃
戸
の
耕
作
権
が
工
本
銭
償
還
請
求
権
に
裏
打
ち
さ
れ
、

且
っ
と
の
工
本
銭
償
還
請
求
権
が
図

面
の
轄
頂
を
通
じ
て
次
第
に
肥
大
し
地
主
及
び
農
民
一
般
の
奪
佃
を
抑
制
し
て
地
主
の
租
因
果
寅
枚
取
穫
の
行
使
K
立
ち
は
だ
か
る
障
壁
と
な

っ
た
と
と
で
あ
る
。
本
稿
は
と
の
工
本
銭
償
還
請
求
権
の
働
き
を
検
討
す
る
こ
と
に

L

お
い
て
田
面
の
権
利
の
構
成
関
係
(
権
利
震
達
の
廃
史
過
程

で
は
な
い
)
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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引
用
文
献
略
披

民
商
事
|
中
華
民
図
司
法
行
政
部
編
『
民
商
事
習
慣
調
査
報
告
録
』
一
九
三

O
年
五
月
。

資
料
正

・
資
料
総
|
鴻
和
法
編
『
中
園
農
村
経
済
資
料
』
上
海
禦
明
書
局
、
一
九
三
三
年
六
月
、
『
同
・
続
編
』
問
、

一
九
三
五
年
八
月。
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田
面
の
縛
譲
形
式
l
官
頂
と
私
頂

回
面
の
交
易
は

「
頂
」
の
字
を
以
っ
て
表
現
さ
れ
た
。
そ
の
語
義
は
、
民
商
事
の
黒
龍
江
省
龍
江
燃
の
項
に
、

耕
地
の

境
界
に
控
方
か
ら

一
了
三
尺
の
幅
の
土
地
を
提
供
し
合
っ
て
こ
れ
を
耕
種
時
の
牛
馬
旋
廻
の
場
に
充
て
る
習
慣
の
あ
る
と
と
を
傍
え
て
「
頂
地
に
は
須
ら
、
ず
聴
牛

地
を
留
む
。
頂
地
と
は
即
ち
甲
地
と
乙
地
の
地
頭
が
接
連
す
る
の
調
な
り
」
と
記
し
、
ま
た
『
園
語
僻
典
』
に
代
替
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
記

し
て
い
る
か
ら
、

現
佃
戸
が
そ
の
租
回
を
別
人
に
代
替
接
耕
さ
せ
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
。

田
面
を
手
放
す
こ
と
は
縛
頂
・
頂
援

・
頂
替

・
頂

奥

・
頂
退
と
言
い
、
回
面
を
受
け
る
ζ

と
を
承
頂

・
受
頂

・
頂
耕
と
言
い
、
交
易
の
契
書
を
頂
契
、
代
債
を
頂
置
と
呼
ん
で
い
た
。
交
易
の
形

式
に
は
二
つ
あ
り
、
典
質

・
抵
押

・
活
買
に
嘗
る
も
の
を
活
頂

・
押
頂

・
活
綴

・
暫
退
と
言
い
、
絶
買
に
嘗
る
も
の
を
杜
頂

・
永
頂

・
貫
頂

・

社
退
と
呼
び
、
ま
た
小
買
と
も
呼
ん
で
い
た
。

図
面
交
易
の
手
績
き
は
、
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田
面
の
輔
頂
者
と
承
頂
者
と
の
間
で
頂
契
を
立
て
て
租
固
と
債
銭
と
を
交
付
し
承
頂
者
か
ら
地
主
H
田
底
主
へ
租

②
 

契
H
認
租
字
を
納
め
て
完
了
し
た
が
、
ζ

の
田
面

・
債
銭
の
交
受
形
式
に
は
官
頂
と
弘
頂
の
別
が
あ
っ
た
。
民
商
事
の
漸
江
省
上
虞
鯨
の
項
に

官
頂
私
頂
と
題
し
て
、

「官
頂
と
は
業
主
が
直
接
に
佃
戸
に
頂
興
す
る
も
の
で
、
頂
契
を
立
て
て
契
内
に
『
頂
佃
の
債
若
干
、
退
佃
の
時
は
原

慣
に
照
し
て
給
還
す
ベ
し
』
と
明
記
す
る
。
私
頂
は
佃
戸
が
他
の
佃
戸
に
鱒
頂
す
る
も
の
で
、
や
は
り
頂
契
を
立
て
、
契
内
の
頂
債
を
記
す
部

分
を
空
白
に
し
て
お
い
て
将
来
牧
回
す
る
際
に
空
白
の
部
分
に
時
慣
に
照
し
て
補
填
し
、
『
照
時
債
回
問
』
と
呼
ん
で
い
る
」
(
四
八
六
頁
)
と

ゆ
る

記
し
、
ま
た
同
省
龍
遊
鯨
の
項
に
「
官
頂
私
項
は
上
虞
厭
だ
け
で
な
く
龍
遊
燃
に
も
あ
る
。
惟
だ
上
虞
で
は
頂
契
内
に
『
回
瞭
を
可
以
す
』
と

お
し
V

せ
ん

も
と

ゆ
る

明
記
す
る
が
、
龍
遊
で
は
頂
約
内
に
均
し
く
『
永
し
え
に
債
を
技
め
ず
、
永
し
え
に
回
照
を
准
さ
ず
』
と
い
う
文
言
を
載
せ
、
そ
の
結
果
時
々

と
相
頂
し
て
所
有
権
者
が
迭
に
は
原
肢
を
回
復
で
き
な
く
な
る
駐
が
異
っ
て
い
る
」
(
四
九
二
頁
)
と
記
し
て
い
る
。

上
虞
鯨
の
私
頂
は
活
頂
H

活
費
で
あ
る
が
、
龍
遊
燃
の
そ
れ
は
杜
頂
H
絶
寅
で
あ
る
。

と
の
報
告
に
撮
れ
ば
、
官
頂
と
私
頂
と
は
、
第
一
に
官
頂
で
は
図
面
が
地
主
の
手
に
よ
っ
て
直
接
他
の
佃
戸
花
頂
輿
さ
れ
る
が
、
私
頂
で
は



百
面
は
地
主
の
手
を
経
ず
に
佃
戸
か
ら
他
の
但
戸
へ
と
頂
輿
さ
れ
る
黙
が
異
な
っ
て
い
る
か
乙
ゆ
限
り
に
お
い
円
て
、
官
頂
私
頂
の
相
違
は
江
蘇

省
松
江
隠
仰
の
慣
習
で
「
田
を
牧
め
て
訟
に
(
佃
戸
を
)
召
す
。
是
れ
を
召
青
と
謂
う
」
「
男
に
(
佃
戸
を
)
召
し
て
接
耕
せ
し
む
。
是
れ
を
外
頂

と
調
う
」
(
三
四
二
頁
)
と
い
う
召
頂
・
外
頂
の
別
に
合
致
し
、
ま
た
湖
北
省
竹
山
鯨
の
慣
習
で
「
将
来
(
田
商
主
)
乙
が
耕
種
を
の
ぞ
ま
ぬ
と

き
は
、
彼
が
人
に
委
せ
て
債
を
定
め
(
其
怒
人
作
債
)
丙
・
丁
に
轄
頂
し
、
或
い
は
(
田
底
主
)
甲
に
回
頂
す
る
を
轄
す
」
(
五
六
二
頁
)
と
い
う

回
頂
・
轄
頂
の
別
に
合
致
す
る
。
官
頂
は
回
頂
召
頂
で
あ
り
私
頂
は
蒋
頂
外
頂
で
あ
る
と
言
う
ζ

と
が
で
き
よ
う
。
因
み
に
嘉
靖
龍
綴
鯨
志
巻

二
土
田
の
項
に
は
回
底
を
官
人
回
、
図
面
を
糞
土
田
と
呼
ぶ
ζ

と
を
停
え
、
前
者
の
名
稽
の
由
来
を
「
官
人
と
は
即
ち
主
人
な
り
。
是
の
回
に

③
 

主
た
り
て
賦
を
官
に
織
す
者
を
謂
う
」
と
記
し
て
い
る
が
、
官
頂
の
官
も
同
様
の
用
法
に
従
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
官
頂
は
主
頂
、
私
頂

は
佃
頂
の
謂
で
あ
る
。

回
頂
百
頂
と
轄
頂
外
頂
の
相
違
は
ま
た
官
頂
で
は
承
頂
者
が
地
主
よ
っ
て
選
揮
さ
れ
る
が
私
頂
で
は
佃
戸
に
よ
っ
て
選
‘
ば
れ
る
と
い
う
相
違
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を
産
む
。
民
商
事
の
漸
江
省
嘉
善
鯨
の
項
に
「
如
し
回
面
権
を
保
有
す
る
佃
戸
が
そ
の
田
面
権
を
他
人
に
移
轄
せ
ん
と
す
る
と
き
は
必
ら
ず
業

主
の
同
意
を
求
め
て
方
め
て
移
鶴
契
約
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
蓋
し
永
佃
人
に
人
を
得
る
か
否
か
、
彼
が
能
く
正
直
に
心
を
用
い
て

ま
た
能
く
契
約
に
従
っ
て
租
金
交
付
の
義
務
を
負
う
か
否
か
は
、
均
し
く
所
有
権
者

(
H
田
底
主
)
の
権
利

そ
の
図
面
を
経
営
す
る
か
否
か
、

こ
の
官
頂
の
規
制
を
俸
え
る
も
の
で
あ
る
。
私
頂
に
な
る
と
と
の
規
制
は
消
え

る
。
熱
河
省
の
陸
化
・
園
場
・
卒
泉
等
の
鯨
の
慣
習
で
「
佃
戸
甲
よ
り
乙
に
穂
頂
し
、
乙
よ
り
丙
に
鱒
じ
、
相
互
に
推
遁
す
る
。
何
人
に
移
帥
押

す
る
も
業
主
は
干
渉
す
る
を
得
ず
」
(
七
一

O
頁
)
と
言
い
、
湖
北
省
黄
梅
燃
の
慣
習
で
「
佃
農
が
耕
地
を
承
撹
せ
ん
と
す
る
時
は
須
ら
ず
先

ず
該
地
の
原
佃
由
民
よ
り
そ
の
土
地
の
佃
擢
を
購
入
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
俗
に
『
寅
荘
』
と
い
い
、
直
ち
に
耕
種
し
て
差
支
え
な
加

に
闘
わ
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
(
四
六
五
頁
)
と
記
す
の
は
、

(
即
可
耕
種
)
。

た
だ
や
は
り
租
田
字
援
一
紙
を
立
て
て
地
主
に
納
め
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
と
の
ほ
か
に
手
績
は
な
い
」
(
『
議
割
引
続
第
四
省
之
租
佃
制
度
』
一
九
三
六
年
、

二
七
頁
)
と
い
う
の
は
こ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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更
に
ま
た
、
官
頂
で
は
頂
慣
に
針
す
る
地
主
の
規
制
が
加
わ
る
が
私
頂
で
は
こ
れ
が
消
え
る
と
い
う
相
違
が
あ
っ
た
。
前
述
の
上
虞
懸
の
官
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頂
で
は
頂
契
に

「退
佃
時
可
照
原
償
給
還
」
と
明
記
し
て
い
た
。
峡
西
省
紋
皿
屋
憾
の

「
頂
地
不
得
加
増
原
償
」
と
題
す
る
報
告
に
も
、
「
教皿
屋

の
頂
地
に
は
頂
地
の
初
め
に
頂
債
若
干
と
定
め
る
も
の
が
あ
り
、
展
椋
相
頂
す
る
と
も
初
め
の
頂
債
を
越
え
て
は
な
ら
ぬ
。
若
し
承
頂
人
が
慣

ゆ
る

を
加
え
て
轄
頂
す
る
と
き
は
業
主
が
出
て
干
渉
す
る
と
と
を
准
す
。
如
し
承
頂
人
が
土
地
を
外
頂
せ
ん
と
す
る
と
き
は
業
主
は
慣
銭
を
整
え
て

回
照
す
る
ζ

と
が
で
き
る
。
そ
の
外
に
は
業
主
は
回
贈
を
強
い
る
こ
と
を
准
さ
れ
な
い」

(
民
商
事
六
六
六
頁
)
と
あ
っ
て
、
初
契
債
格
遵
守
の
規

制
の
存
在
を
俸
え
て
い
る
。
な
お
こ
の
規
制
が
業
主
の
頂
地
図
照
と
あ
わ
せ
て
記
さ
れ
る
黙
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
私
頂
に
は
こ
の
規
制
は

な
い
。
前
引
湖
北
省
竹
山
鯨
の
報
告
に
「
将
来
(
図
面
主
)
乙
が
耕
種
を
の
ぞ
ま
ぬ
と
き
は
、
彼
が
人
に
委
せ
て
債
を
定
め
(
其
恋
人
作
慎
)、
丙

・

i

、
ず

丁
に
鱒
頂
し
、
或
い
は
(
田
底
主
)
甲
に
回
頂
す
る
を
轄
す
。
均
れ
も
抵
だ
現
在
の
形
勢
に
就
い
て
の
み
論
じ
、
該
承
頂
人
が
千
元
も
嫌
を
し

そ
ん

よ
う
と
|
如
え
ば
屋
字
の
建
築
と
か
値
樹
造
林
と
か
墾
荒
成
田
と
か
で
1

或
い
は
五
十
元
も
折
を
し
よ
う
と
|
如
え
ば
量
字
の
被
水
倒
壊
や
森

か
か
わ

林
の
伐
採
な
ど
で
|
均
れ
も
甲
に
渉
り
は
無
い
」
(五
六
二
頁
)
と
記
し
、
ま
た
喬
啓
明
『
江
蘇
山
見
山
南
通
安
徽
宿
麻
由
民
佃
制
度
之
比
較
以
及
改

良
鈴
佃
問
題
之
建
議
』
(
一
九
二
六
年
)
に
、
昆
山
南
通
豚
の
慣
習
と
し
て
「
若
し
農
民
某
が
田
を
租
り
て
耕
種
し
た
け
れ
ば
先
ず
須
ら
ず
該
国

を
耕
種
す
る
佃
戸
と
田
面
の
債
を
相
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
話
が
ま
と
ま
っ
た
ら
そ
れ
か
ら
業
主
の
も
と
に
出
向
い
て
承
撹
擦
を
立
て
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緋
種
す
る
」
(
資
料
正

一
O
六
頁
)
と
記
す
よ
う
に
、
頂
債
は
中
人
を
介
し
て
租
田
の
現
勢
に
擦
っ
て
評
定
さ
れ
る
。
要
す
る
に
官
頂
は

地
主
が

行
な
う
回
頂
召
頂
で
あ
り
従
っ

て
地
主
に
よ
る
佃
人
選
揮
と
頂
債
裁
定
の
規
制
が
働
き
、
原
頂
債
の
遁
守
が
要
求
さ
れ
る
が
、
私
頂
は
佃
戸
が

行
な
う
時
頂
で
あ
り
従
っ
て
佃
人
選
揮
や
頂
債
の
評
定
に
針
す
る
地
主
の
規
制
が
消
え
る
、
と
い
う
と
と
が
で
き
よ
う
。

官
頂
と
私
頂
と
ζ

の
二
つ
の
田
面
の
鶴
一殻
形
式
の
う
ち
、
本
来
の
形
式
を
示
す
の
は
官
頂
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
田
面
は
本
来
地
主
が
負
捻

す
べ
き
祖
国
の
工
本
を
佃
戸
が
替
っ
て
負
措
し
佃
戸
が
地
主
に
封
し
て
工
本
銭
償
還
請
求
の
擢
利
を
持
つ
こ
と
に
お
い
て
瑳
生
し
、

鱒
頂
は
地

主
が
工
本
償
還
の
請
求
に
麿
じ
得
な
い
場
合
に
佃
戸
が
田
面
を
別
人
に
譲
渡
し
て
工
本
を
回
牧
す
る
と
い
う
形
で
波
生
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら

④

、

で
あ
る
。
乾
陸
山
口
市明
鯨
志
を
四
回
制
に
は
、

「
其
の
日
用
の
薪
米

・
酒
援

・
傭
工
等
の
費
は
統
べ

て
汗
回
工
本
と
日
い
、
皆
産
主
よ
り
佃
戸
に

清
償
す
べ
き
も
の
な
れ
ば
、

途
に
己
産
の
買
債
の
内
に

一
債
名
を
設
け
て
以
っ
て
之
れ
を
償
な
い
、
承
慣
と
白
う
。
如
え
ば
承
受
の
承
・
な
れ
ば



産
主
に
封
し
て
言
う
な
り
。
如
え
ば
相
承
の
承
な
れ
ば
後
佃
に
鎖
し
て
言
う
・
な
り
」
と
記
し
て
い
る
が
、

工
本
の
償
還
は
租
田
の
回
頂
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
る
の
が
原
型
で
あ
り
、
蒋
頂
に
よ
る
牧
回
は
そ
の
涯
生
型
で
あ
る
。
と
れ
は
押
租
田
に
、お
い
て
退
佃
す
る
佃
戸
に
地
主
が
押
金
を
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退
還
し
得
、な
い
場
合
に
租
田
の
鶴
頂
が
行
な
わ
れ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
官
頂
H
回
頂
が
地
主
先
買
擢
の
表
現
で
あ
っ
た
と
と
に
も
注
意
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
田
面
は
地
主
の
所
有
地
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ζ

の
図
面
が
別
人
に
枯
時
議
さ
れ
る
場
合
に
は
嘗
然
に
地
主
が
第
一

ゆ
ず
る

番
に
収
賀
す
る
権
利
を
持
っ
た
。
民
商
事
の
山
西
省
苛
嵐
燃
の
項
に

「推
譲
租
地
、
先
健
原
出
推
人
」
と
し
て
「
如
え
ば
山
地
所
有
人
某
甲
が

そ
の
山
地
を
以
っ
て
某
乙
に
租
興
し
て
墾
種
さ
せ
た
と
し
て
、
某
乙
が
墾
種
を
の
ぞ
ま
ぬ
時
は
麿
さ
に
先
ず
某
甲
に
推
輿
す
べ
く
、
受
け
ざ
る

と
き
に
始
め
て
莱
丙
に
推
興
す
可
し
。
そ
の
後
某
丙
が
墾
種
を
の
ぞ
ま
ざ
れ
ば
ま
た
膳
さ
に
先
ず
某
乙
に
推
輿
ナ
ベ
く
、
某
乙
が
受
け
ざ
る
と

き
に
の
み
他
人
に
推
興
す
可
し
」
(
二
七
一
頁
)

と
記
す
の
は
、

ζ

れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

ζ

の
先
買
撞
は
地
主
が
図
面
牧
田
の
意
志
を
持
た

ぬ
場
合
に
も
決
し
て
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
こ
の
擢
利
は
田
面
が
好
ま
し
か
ら
ぬ
人
物
に
譲
渡
さ
れ
る
の
を
防
ぐ

手
段
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
く
民
商
事
に
、
直
隷
全
省
の
旗
地
の
慣
習
と
し
て
「
地
主
の
買
(
費
)
地
は
祇
だ
能
く
租
を
筈
る
の
み
。
並
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び
に
先
ず
佃
戸
に
留
買
せ
し
む
る
の
習
慣
あ
り
」
(
一
一
一
一
一
貝
)
と
記
し
て
有
田
面
の
佃
戸
に
田
底
先
買
の
擢
利
が
あ
っ
た
ζ

と
を
停
え
、
ま
た
同

省
保
定
所
属
各
燃
の
項
に
、
こ
の
先
買
擢
設
定
の
所
以
を

「
佃
戸
が
旗
産
を
租
種
し
て
歴
年
租
を
納
め
並
び
に
抱
欠
な
き
と
き
、
も
し
該
地
を

他
人
に
鴎
筈
せ
ん
に
は
佃
戸
の
利
害
関
係
に
お
い
て
影
響
な
し
と
せ
ず
。
故
に
習
慣
と
し
て
原
佃
留
買
を
以
っ
て
旗
産
慮
置
の
方
法
と
篤
す
」

(
一
一
二
頁
)
と
解
説
し
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
事
情
は
地
主
に
お
い
て
も
饗
り
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
と
と
か
ら
先
ず
原
則
的
に
官
頂
が
本
来
の

図
面
鱒
護
法
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

歴
史
的
に
官
頂
が
私
頂
に
先
行
し
た
こ
と
を
示
す
文
献
も
あ
る
。
康
照
二
O
年
(
一
六
八
一

)
刊
の
崇
明
懸
志
巻
四
田
制
は

「数
百
年
相
治
、

歴
代
不
易
」
の

「
田
地
の
制
」
と
し
て
、
回
面
H
承
債
の
縛
譲
手
績
き
を

凡
佃
不
願
耕
種
者
。
退
還
主
家
。
不
許
私
相
授
受
。
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と
記
し
、
乾
隆
二
五
年
こ
七
六
O
)
刊
の
崇
明
勝
志
巻
四
国
制
は
、

至
元
建
治
以
来
定
例
の
承
租
承
佃
法
と
し
て
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佃
有
故
出
筈
。
必
先
聞
之
産
主
。
産
主
不
受
再
寛
筈
主。

亦
必
先
批
主
家
買
質
後
得
佃
戸
承
債
。
斯
篤
明
正
。
非
此
則
法
所
不
許
。

と
記
し
、
現
佃
戸
が
耕
作
を
や
め
る
と
き
は
私
相
授
受
H
私
頂
を
せ
ず
に
先
ず
業
主
に
退
還
し
て
牧
回
の
意
志
の
有
無
を
聞
い
、
業
主
に
牧

回
の
意
志
が
な
い
場
合
に
別
に
承
頂
者
を
求
め
る
の
が
法
令
に
許
さ
れ
る
正
し
い
手
績
き
で
あ
っ
た
と
と
を
停
え
て
い
る
。
ま
た
明
代
の
日
用

百
科
全
書
で
、
高
暦
二
七
年
(
一
五
九
九
)
刊

・
三
台
高
用
正
宗
巻

一
七
民
用
門

・
文
契
類
に
牧
め
る

「
佃
回
文
約
」
の
書
式
(
同
を

「退
佃
国
土

文
約
」
も
略
々
同
文
)
は
、「
出
賠
償
細
仲
間
銀
若
干
」
と
い
う
文
言
が
あ
っ
て
賠
田
H
皮
田
の
佃
契
で
あ
る
ζ

と
を
示
し
て
い
る
が
、
退
佃
に
就

い
て
は

「
不
願
耕
作
、
将
田
退
還
業
主
、
接
取
前
銀
、
雨
相
交
付
、
不
致
留
難
」
の
誓
約
文
言
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
寓
暦
三
五
年
刊
摩
海

群
玉
、
前
向
暦
刊
前
向
錦
全
書
に
牧
め
る
佃
田
文
約

・
退
佃
田
土
文
約
で
も
同
様
で
あ
る
。
天
啓
刊
・

雑
{
子
全
集
に
牧
め
る

「佃
批
式
」
も
、「
出

糞
質
銀
幾
両
正
」
の
文
言
が
糞
質
田
の
佃
契
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
同
様
に
「
如
不
悪
耕
、
将
原
田
迭
還
業
主
、
接
取
前
銀
、
雨
相

⑥
 

不
致
留
離
」
の
誓
約
文
言
を
入
れ
て
い
る
。
乙
の
誓
約
文
言
は
回
頂
及
び
原
契
債
遵
守

(H
接
取
前
銀
)
の
官
頂
規
制
に
従
う
こ
と
を
誓

交
付
、

う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
献
は
、
図
面
の
鴎
護
法
が
歴
史
的
に
官
頂
を
原
型
と
し
且
つ
そ
れ
が
法
令
で
許
さ
れ
る
唯

一
の
正
し
い
手
績
と
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し
て
そ
の
建
前
が
永
く
遵
守
さ
れ
た
と
と
を
惇
え
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
藤
井
宏
氏
『
中
園
に
於
け
る

「
耕
作
権
の
確
立
」
期
を
め
ぐ
る
諸
問
題
|
狂
暴
な
翠
問
弾
匪
に
劃
す
る
不
屈
の
抗
争
記
録
|
』
(
一
九
七

二
年
、
七
O
l七
三
頁
)
で
は

「康
照

・
乾
隆
雨
志
の
各
巻
四
の
田
制
の
記
事
全
鐙
を
通
観
比
較
」
し
、
前
引
の
二
つ

の
記
事
を
封
照
し
て
、
康

回
…
志
の
頃
に
は

「佃
戸
が
伺
穫
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
ζ

と
が
許
さ
れ
、
な
か
っ
た
の
が
」
康
照
志
の
刊
行
か
ら
乾
隆
志
の
刊
行

「
に
至
る
約
八

十
年
間
に
佃
権
の
成
長
が
右
の
如
く
に
見
ら
れ
る
」
と
か
、「
乾
隆
志
の
頃
で
も
ま
だ
佃
戸
は
完
全
な
図
面
擢
は
獲
得
し
て
お
ら
ず
、
国
主
の
先

貰
擢
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
下
に
あ
」
っ
た
と
か
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
全
く
理
解
に
苦
し
む
。
官
頂
も
私
頂
も
佃
戸
自
身
の
意
志
に
よ

る
白
面
の
譲
渡
慮
分
で
あ
る
こ
と
に
饗
り
は
な
い
。
康
照
志
の
前
引
の
記
事
は

「
或
前
佃
於
批
田
人
情
外
男
有
過
頭
銀
雨
。
彼
此
交
代
嘗
還
。

名
目
過
投
」
と
績
き

「前
佃
よ
り
田
を
過
わ
し
て
後
佃
に
輿
え
耕
種
さ
せ
る
」
ζ

と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
巻
末
近
く
に
は
批
書

・
承
管

⑦
 

-
承
買
契

・
買
契

・
承
契

・
認
租
票
の
解
説
が
あ
り
田
底
田
面
が
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
し
て
交
易
さ
れ
て
い
た
と
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。
「
康
肥
…
・
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乾
隆
雨
志
の
各
巻
四
の
田
制
の
記
事
全
鐙
を
通
観
比
較
」
し
た
人
は
、
問
題
と
す
る
記
事
が
と
も
に
「
数
百
年
相
沿
、
歴
代
不
易
」
「
自
至
元

建
治
以
来
、
歴
今
四
百
除
年
。
俗
遵
無
数
」
(
赫
照
)
「
至
元
建
治
来
永
篤
定
例
」
(
税
陸
)
も
の
を
記
す
ζ

と
を
知
る
筈
で
あ
る
。
藤
井
氏
は
ζ

の
「
数

百
年
相
、沿
」
は

「
そ
の
根
接
が
明
確
で
な
く
信
用
出
来
な
い
」

「
そ
れ
は
精
々
民
間
の
口
碑
の
類
で
一
あ
ろ
う
と
主
張
さ
れ
る
が
、
康
照
志
の

問
題
の
記
事
は
、
冒
頭
に

「
元
の
至
正
十
二
年
(
一
三
五

一
)
に
崇
明
鎖
を
升
し
て
州
と
属
し
た
と
き
」
(元
史
世
租
紀
は
崇
明
州
の
建
置
を
至
元
十

四
年

・
一
二
七
七

・
六
月
丁
亥
と
す
る
)
「
世
に
崇
明
十
六
字
令
甲
と
縛
さ
れ
る
」
「
一
二
年
一
丈
、
明
則
除
糧
、
渡
則
援
民
、
流
水
篤
界
」
の
制
が
確

定
し
た
と
と
を
記
し
、
い
わ
ば
こ
れ
を
標
題
と
し
て
詳
し
く
考
説
を
加
え
る
形
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
崇
明
の
田
面
償
行
は
田
制

上
は
と
の
十
六
字
令
甲
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

「数
百
年
相
沿
」
に
は
明
確
な
根
援
が
あ
る
。
問
題
の
爾
志
の
記
事
は
決
し
て
康
照
志
の

頃
と
か
乾
隆
志
の
頃
と
か
の
寅
朕
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は

一
回
雨
主
慣
行
(
貿
債
・
承
僚
)
の
概
要
を
偉
う
べ
く
醤
い
記
録
を
採
っ

た
も
の
で
あ
る
。
買
債
承
債
分
管
の
慣
行
は
康
照
前
の
奮
慣
に
属
し
、
康
照
乾
隆
時
の
新
開
地
で
は
既
に
消
滅
し
て
田
面
慣
行
は
蟹
質
を
遂
げ

⑧
 

て
い
た
。
康
照
乾
隆
期
の
賓
紋
は
と
の
襲
化
を
検
討
し
て
始
め
て
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
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官
頂
規
制
の
後
退
と
頂
債
の
高
騰

近
代
の
農
村
慣
行
調
査
報
告
に
紹
介
さ
れ
る
図
面
の
頂
約
は
、
殆
ん
ど
す
べ
て
頂
債
を
「
時
値
頂
債
洋
ム
ム
元
正
」
な
ど
と
記
し
、
私
頂
が

支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
官
頂
規
制
が
貧
効
を
失
っ
て
形
骸
化
し
た
原
因
は
、
恐
ら
く
頂
債
を
原
額
に
固
定
す
る
こ
と
が
そ
も

そ
も
無
理
で
あ
っ
た
と
と
に
加
え
て
、
地
主
の
寄
生
化
が
租
田
鶴
頂
の
穫
を
寅
質
上
現
佃
戸
の
手
に
委
ね
る
と
と
に
な
っ
て
、
轄
頂
の
た
び
に

頂
債
が
添
増
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

田
面
費
生
の
初
め
は
前
引
の
乾
隆
崇
明
鯨
志
に

ご

其
日
用
の
薪
米

・
酒
探

・
篇
工
等
の
項
は
統
べ
て
坪
田
工
本
と
日

ぃ
、
一五々

」
と
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
築
汗
造
固
に
投
ぜ
ら
れ
た
工
本
銭
額
に
合
致
し
て
い
る
が
、
し
か
し
田
面
の
頂
債
は
決
し
て
原
工
本
銭

回
面
の
債
格
は
、
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額
に
固
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
築
汗
造
田
の
の
ち
歳
月
を
経
る
う
ち
に
佃
戸
の
熟
耕
肥
培
や
施
設
の
改
善
に
よ
っ
て
地
力
が
増
進
す
る
ζ
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と
が
あ
る
。
民
商
事
は
、
一崎建
省
長
禦
隠
の
慣
行
と
し
て

「
洲
田
の
佃
戸
が
如
し
耕
作
に
勤
勉
で
そ
の
田
地
に
牧
盆
を
増
さ
し
む
る
と
き
は
、

ゆ
る

田
主
は
他
人
に
男
佃
す
る
を
得
、す
。
た
と
え
故
あ
っ

て
蟹
買
す
る
も
ま
た
須
ら
ず
照
佃
戸
と
議
定
し
て
方
め
て
出
買
を
可
さ
る
」
(
五
凶
六
頁
)

と
記
し
、
ま
た
湖
南
省
衡
山
鯨
の
慣
習
と
し
て
、

田
屋
山
林
等
の
承
佃
が
十
銭
年
或
い
は
数
十
年
に
及
ん
で
そ
の
聞
に
絞
租
な
く、

地
主
は
乙

よ
り
丁
へ
、
佃
戸
は
甲
よ
り
丙
へ

と
世
代
が
選
っ
た
時
貼
で
、
地
主
丁
と
佃
戸
丙
と
の
聞
に
不
和
を
生
じ
て
丁
が
丙
に
退
佃
を
迫
り
、
丙
が

ひ

さ

「該
田
山
は
父
甲
が
承
佃
し
て
耕
作
す
る
こ
と
有
年
し
く
、
嘗
て
某
庭
の
山
場
を
開
墾
し
、
某
山
に
樹
株
を
種
植
し、

某
方
に
房
匡
を
修
築

し
、
工
若
干

・
費
若
干
を
つ
い
や
す
。
若
し
数
の
如
く
返
還
せ
ざ
れ
ば
退
佃
を
許
さ
ず
」
と
主
張
す
る
と
き
は
、
丁
は
一

席
を
設
け
て
第
三
者

げ
ん

ほ

の
「
戊

・
己
等
に
請
い
場
慮
に
て
議
定
し
た
う
え
で
確
質
な
開
墾
種
植
修
築
の
費
に
就
い
て
出
資
償
還
を
勧
告
さ
せ
る
。
と
の
種
の
費
用
を
出

退
費
と
い
う
」
(六
一
八
頁
)
と
記
し
、
佃
戸
の
勤
努
に
よ

っ
て
開
墾

・
地
力
増
進

・
植
林

・
修
屋
等
の
こ
と
が
な
さ
れ
た
場
合
に
第
三
者
|
恐

ら
く
は
郷
村
の
中
保
ー
に
依
頼
し
て
租
田
の
現
状
に
援
っ
て
佃
戸
が
取
償
す
べ
き
工
本
銭
額
を
議
定
さ
せ
る
慣
行
が
あ
っ
た
と
と
を
博
え
て
い

る
。
ま
た
綬
遠
省
に

「地
を
賄
な
う
に
工
本
を
加
え
る
」
慣
習
が
あ
っ
た
ζ

と
を
簿
え
て
「
蒙
古
の
未
開
墾
の
地
で
は
租
種
の
人
は
殊
に
資
本
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を
費
や
す
。
例
え
ば
築
堤

・
打
犠

・
修
堰
及
び
引
水
濯
翫
等
の
費
、
な
ど
必
要
経
費
が
甚
だ
大
き
い
。
そ
と
で
立
約
の
際
は
往
々

『
日
後
回
照
の

時
は
須
ら
ず
租
憤

(
H
原
償
)
の
外
に
工
本
若
干
を
加
う
可
し
』
と
の
文
言
を
明
記
す
る
」
(
一
二
八
五
頁
)
と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は

一日
一
回
面
が
成
立
し
た
租
回
に
、
お

い
て
も
起
り
得
る
。

逆
に
佃
戸
の
不
注
意

・
怠
惰
或
い
は
自
然
災
害
等
か
ら
地
力
が
減
退
す
る
ζ

と
も
あ

る
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
回
面
の
頂
債
は
官
頂
規
制
が
働
い
て
い
た
場
合
に
も
退
佃
時
の
現
勢
が
問
題
と
な
っ
た
筈
で
あ
る
。
事
質
、
元
の

陶
宗
儀
の
鞍
耕
録
に
牧
め
る
穣
怨
結
姻
の
説
話
は
地
主
の
幹
僕

・
立
券
人
を
混
え
た
租
田
引
渡
し
の
場
で

「
穀

・
回
相
体
し
か
ら
ず
」
(地
力
が

乏
し
い
)
と
い
う
承
佃
者
の
主
張
に
よ
っ
て
前
佃
の
受
領
す
べ
き
工
本
銭
額
の

一
割
が
値
引
き
さ
れ
た
ζ

と
を
記
し
、
租
田
の
現
勢
に
援
る
頂

債
議
定
の
慣
習
が
早
く
か
ら
あ
っ
た
と
と
を
侍
え
て
い

る。

付
、
不
致
留
難
」
の
誓
約
文
言
は
、

ま
た
前
引
の
明
代

の
佃
契
に
見
え
る

「
将
田
退
還
業
主、

接
取
前
銀
、
雨
相
交

退
佃
の
際
に
佃
戸
が
租
田
を
押
え
た
ま
ま
様
々
の
理
由
口
貨
を
持
ち
出
し
て
前
銀
H
原
頂
債
の
加
増
を
要

求
し
て
い
た
ζ

と
を
明
示
し
て
い
る
。



ζ

う
し
て
改
佃
の
た
び
に
租
田
の
現
勢
評
債
が
問
題
に
な
っ
て
現
佃
戸
が
頂
債
の
添
墳
を
主
張
し
、
更
に
そ
の
主
張
に
承
佃
を
求
め
る
農
民

達
の
競
争
が
か
ら
ん
で
く
る
と
、
頂
債
は
投
資
工
本
銭
額
の
外
に
種
々
の
要
素
を
加
味
し
て
、
計
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
原
頂
債
は
勢
い
饗
動

田
面
の
取
得
に
よ
っ
て
入
手
す
る
租
回
の
増
盆
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
侍
衣

凌
氏
が
紹
介
す
る
嘉
慶

一
七
年
(
一
八
三
一
)
の
田
面
の
賓
契
に

「有
小
租
谷
武
碩
大
。
今
来
要
物
腰
用
。
情
悪
賂
此
小
租
托
中
。
迭
輿
患
漢

琳
族
佳
晴
雄
。
出
頭
承
貰
小
租
得
業
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
(
『
明
清
農
村
駐
倉
経
済
』
一
九
六
一
年
、
五
八
頁
)
、
貌
頭
唐
『
漸
江
経
済
紀
略
』
(
一
九

二
九
年
)
の
漸
江
省
武
準
鯨
の
図
面
慣
行
の
解
説
に

「
佃
農
は
得
る
所
の
利
盆
を
以
っ
て
他
人
に
鶴
筈
す
る
」
(
『
中
園
経
瞬
間
年
鑑
』

を
兎
れ
な
い
。
租
伺
者
に
と
っ
て
図
面
の
持
つ
現
質
的
な
意
味
は
、

一
九
三
四
年
、

G

一
八
六
頁
)
と
記
す
如
く
に
、

田
面
の
縛
頂
が
小
租
・
利
盆
の
縮
問
責
と
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
小
租
リ
租
回
増
盆
の
社
曾
的
債
値

は
農
産
物
市
況
の
襲
動
や
租
回
の
需
給
関
係
に
雁
判
じ
て
蟹
動
す
る
か
ら
、
頂
債
も
同
様
の
関
係
で
計
ら
れ
る
。
更
に
進
め
ば
現
在
の
増
盆
で
は

-Jaく
今
後
追
求
し
得
る
徐
利
が
配
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
劉
大
鈎
『
我
園
佃
農
経
済
状
況
』
(
一
九
二
九
年
)
は
、
漸
江
省

「
卒
湖
燃
の
田
底

の
債
値
は
従
来
よ
り
額
租

一
石
に
依
っ
て
計
算
し
、
回
が
幾
畝
で
あ
る
か
は
問
わ
な
い
」
「
図
面
の
慣
値
は
従
来
よ
り
畝
を
以
っ
て
叩
単
位
と
し
、

- 59ー

回
底
の
貰
買
が
額
租

一
石
を
以
っ
て
車
位
と
す
る
の
と
異
在
る
」
(
一
八
五
頁
)
と
記
し
て
い
る
が
、
牧
入
が
固
定
し
た
回
底
の
債
格
が
底
租
の

石
数
を
以
っ
て
計
ら
れ
る
の
に
射
し
て
田
面
債
は
畝
数
を
以
っ
て
計
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
追
求
可
能
な
徐
利
が
評
債
さ
れ
て
い
る
と
と
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
無
論

「該
回
の
墾
種
上
の
便
利
た
る
と
否
と
を
以
っ
て
頂
首
の
多
寡
を
定
む
」
(
民
商
事
三
八
四
頁
、
松
江
醤
府
腐
鰐
田
商
)

と
い
う
よ
う
な
耕
作
上
の
便
宜
は
常
に
配
慮
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

ζ

う
し
て
頂
債
の
評
定
が
動
い
て
く
る
と
地
主
も
何
れ
は
頂
債
を
規
制
で
き
・
な
く
な
り
、
前
後
爾
佃
戸
の
協
議
の
ま
ま
に
委
ね
ざ
る
を
得
、
な

ぃ
。
地
主
の
原
慎
規
制
が
弱
ま
れ
ば
田
面
債
は
一
一
層
容
易
に
費
動
す
る
。
と
う
し
て
「
皮
(
租
)
多
く
骨
(
租
)
少
な
く
、
迭
に
一
般
の
農
民
を

で
ん
め
ん

し
て
均
し
く
田
皮
を
重
ん
じ
せ
し
め
」
「
結
時
々
相
承
く
る
に
退
脚
銀
爾
を
ば
漸
次
加
増
し
て
以
っ
て
退
脚
を
国
債
よ
り
貴
か
ら
し
め
」
(
民
商
事

四
二
三

・
四
二
四
頁
、
江
西
省
筋
商
各
線
)
と
か
、

「
土
地
が
歓
乏
す
る
ほ
ど
に
図
面
の
債
格
も
高
く
な
り
、

た
と
え
ば
近
郊
で
は
図
面
の
債
絡
が
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往
々
に
し
て
反
っ
て
田
底
よ
り
高
い
し
(
張
盆
園
「
江
蘇
省
的
土
地
分
配
輿
租
佃
制
度
」
一
九
三
五
年
、
中
園
農
村
一

|
八
、
六
五
頁
)
と
か
、
「
田
面
団
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底
の
毎
畝
の
債
格
に
は
別
に
一
定
の
基
準
は
な
く
、
全
て
現
地
の
需
給
の
関
係
と
租
額
の
軽
重
と
に
よ
っ
て
愛
動
す
る
。
時
に
は
田
面
の
債
格

が
田
底
の
債
格
よ
り
高
く
な
り
が
ち
で
あ
る
。
云
々
」
(『
議
郭
校
時顎
四
省
之
租
佃
制
度
』

一
O
九
頁
)
と
い
っ
た
形
勢
が
出
現
す
る
。

ζ

の
頂
債
愛

動
の
過
程
は
頂
債
を
規
定
す
る
佃
戸
工
本
鋭
の
概
念
が
盆
々
抽
象
化
さ
れ
、
租
回
の
墾
耕
熟
成
に
投
ぜ
ら
れ
た
傍
働
資
財
と
い
う
具
躍
的
な
意

味
が
薄
れ
て
、
還
に
は
頂
債
が
国
債
そ
の
も
の
と
意
識
さ
れ
る
に
い
た
る
過
程
で
も
あ
る
。
田
面
慣
行
は
時
K
一
回
雨
主
制
と
も
分
割
所
有
制

と
も
表
現
さ
れ
る
が
、

こ
う
し
た
意
識
は
無
論
回
面
麓
生
の
蛍
初
か
ら
存
在
し
た
の
で
は
な
い
。
宋
代
で
は
租
田
の
樽
譲
を
立
償
交
佃
・
酬
債

交
佃
と
表
現
し
、
酬
債
は
ま
た
資
陪
と
も
表
現
さ
れ
て
い
た
。
明
代
で
も
な
お
賠
回
の
呼
稀
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
所
有
の
意
識
は
明
ら
か
に

私
頂
慣
行
の
設
達
と
工
本
概
念
の
抽
象
化
と
に
感
じ
て
芽
生
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

回
面
の
承
佃
者
た
る
農
民
に
就
い
て
、
そ
れ
だ
け
資
力
の
面
か
ら
す
る
選
揮
が
強
化
さ
れ
る
。
従
っ
て
頂
債

高
騰
の
過
程
は
承
頂
者
た
る
農
民
が
淘
汰
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ
る
。
そ
の
淘
汰
は
頂
債
が
添
増
さ
れ
る
ほ
ど
に
進
み
、
頂
債
賠
償
の
力
を

田
面
の
頂
慣
が
高
騰
す
れ
ば
、

る
に
い
た
る
。
と
う
し
て
地
主
に
よ
る
項
慣
規
制
も
佃
人
選
擦
の
規
制
も
現
寅
的
念
意
味
を
失
な
い
、
私
頂
が
確
立
す
る
。

⑨
 

騰
が
押
租
田
の
私
頂
慣
行
を
産
む
の
と
同
様
で
あ
る
。

と
れ
は
押
金
の
高
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持
つ
農
民
は
盆
々
少
な
く
な
る
。
そ
し
て
地
主
に
よ
る
召
頂
は
盆
々
容
易
で
・
な
く
な
り
、
迭
に
は
退
佃
者
自
身
に
承
頂
者
の
探
索
が
委
ね
ら
れ

附
項
l

通
常
永
租
田
の
聴
替
と
工
本
の
私
酬

田
商
の
鴎
頂
を
め
ぐ
る
農
民
遠
の
利
害
要
求
が
原
頂
債
を
揺
り
動
か
し
て
ゆ
く
事
情
は
通
常
永
租
田
の
轄
替
に
就
い
て
う
か
が
う
と
と
が
で

き
る
。
佃
戸
に
よ
る
租
田
の
鱒
佃
は
別
に
有
国
面
の
租
固
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
通
常
の
永
租
固
に
お
い
て
も

一
定
の
制
約
を
も
っ
て
行

-
な
わ
れ
て
い
た
。
民
商
事
は
、
黒
龍
江
省
に
つ
い
て
、
租
佃
期
間
内
は
佃
戸
は
そ
の
租
田
を
人
に

「
穂
租
」
で
き
る
が
、
但
し
必
ら
ず
事
前
に

地
主
の
同
意
を
得
て
始
め
て
契
約
が
結
ぼ
れ
る
と
い
う
報
告
を
載
せ
(
一
二
二
・
一
二
九
・
一
五
八
・
一
七
七
頁
)
、

江
蘇
省
江
北
諸
鯨
に
つ
い
て

「永
佃
楼
人
は
正
嘗
な
理
由
あ
る
時
は
ま
た
そ
の
権
利
を
放
棄
し
、
或
い
は
他
人
に
譲
奥
し
て
耕
作
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
事
前
に
須

ら
ず
土
地
所
有
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
(
三
二
四
頁
、

ζ

の
、
氷
佃
で
は
毎
畝
の
牧
穫
六
百
斤
か
ら
佃
租
三
百
二
十
斤
を
納
め
て
い
る
。
図
面



で
は
あ
る
ま
い
)
と
記
し
、

一
帽
建
省
の
閤
清
燃
に
つ
い
て

「
佃
期
を
批
定
す
る
も
の
は
、
未
だ
期
に
満
た
ぬ
聞
は
他
人
に
樽
佃
す
る
と
と
が
で
き

る
。
但
し
須
ら
ず
地
主
の
同
意
を
得
、
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
う
し
な
い
と
吊
佃
(
撤
佃
)
さ
れ
る
」
(
五
二
九
頁
)
と
記
し
、

一
帽
清
照
に
つ
い
て

「租
田
既
に
久
し
け
れ
ば
、
恒
に
以
っ
て
人
に
鱒
佃
し
、
中
間
に
あ
っ
て
附
租
を
抽
牧
す
る
」
(
五
五
五
頁
)
と
記
し
、
一
隅
安
眠
怖
に
つ
い
て

「前

清
の
時
に
は
一
幅
安
の
田
山
地
面
は
皆
佃
戸
よ
り
人
に
鱒
替
す
」
(
五
五
七
頁
)
と
記
し
て
い
る
。

一
定
の
燦
件
の
下
で
佃
戸
に
鶴
替
を
許
す
の
は
、
寄
生
化
し
た
地
主
が
承
佃
者
探
索
の
第
を
省
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

や
す

「属
境
は
新
荒
甫
め
て
聞
か
れ
、
佃
民
は
招
戸
に
易
か
ら
ず
」

黒
龍
江
省
で
は

(
一
五
四
頁
、
通
北
勝
)
と
い
う
よ
う
な
佃
曲
炭
鉱
百
働
の
不
足
か
ら
、
租
佃
閥
係
の

中
絶
を
恐
れ
た
地
主
が
佃
戸
の
租
田
鶴
替
に
寛
容
な
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
地
狭
人
調
の
地
で
は
佃
農
州
労
働
の
供
給
過
剰
か
ら
地

主
が
坐
し
て
承
佃
の
申
し
出
を
待
つ
よ
う
に
な
っ

て
租
田
轄
替
の
擢
が
寅
質
上
現
佃
戸
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

地
狭
人
調
の
地
で
は
、
租
田
の
承
佃
は
中
保
人
の
手
を
介
し
て
寅
現
さ
れ
て
い
た
。
喬
魯
明
『
江
蘇
昆
山
南
通
安
徽
宿
鯨
袋
佃
制
度
之
比
較

こ

さ

〈

け

い

ぞ

〈

以
及
改
良
農
佃
問
題
之
建
議
』
(
一
九
二
六
年
)
は
、
「
農
民
が
信
用
佃
を
す
る
に
は
須
ら
ず
承
撹
を
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
過
程
で
は
必
ず
紹
介

か

し

あ

た

こ

さ

〈

の
手
績
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
紹
介
者
の
無
い
佃
戸
に
は
地
主
は
団
地
を
租
給
え
よ
う
と
は
し
な
い
。
だ
か
ら
凡
そ
震
回
を
せ
ん
と
す
る
者

は
じ

は
多
く
親
友
の
紹
介
を
求
め
て
方
め
て
望
み
を
か
な
え
て

い
る
」
(
資
料
正
一

O
五
頁
)
と
記
し
、
安
徽
省
嘗
塗
燃
の
慣
習
調
査
二
九
二
七
年
)

に
「
農
民
が
地
主
の
田
畝
を
佃
り
る
に
は
、
必
ら
ず
先
ず
確
寅
念
保
誼
人
と
相
嘗
の
押
金
を
用
意
し
、
地
主
に
申
し
出
て
回
畝
を
承
種
し
た
い
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旨
を
表
示
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
地
主
の
審
察
を
経
て
資
格
に
遁
な
う
と
認
め
ら
れ
承
種
を
許
さ
れ
る
と
、
直
ち
に
保
誼
人
に
ま
か
せ
て
押
金
の
額

を
議
定
し
、
契
約
を
立
て
る
」
(
東
方
雑
誌
二
四
l
一六、

耕
地
を
承
撹
す
る
佃
農
は
必
ず
先
ず
中
人
に
頼
ん
で
地
主
に
仲
介
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

仲
介
者
は
地
主
の
前
で
、
佃
農
本
人
の
人
柄
、

二
ニ
二
頁
)
と
記
し
、
河
南
省
の
汝
南
・
上
禁

・
方
城
豚
域
の
慣
習
を

「
凡
そ
新
規
に

家
庭
の
状
況
、
来
歴
、
家
族
の
人
数
、
耕
作
人
数
、
役
畜
の
種
類

・
頭
数
と
農
具
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
に
詳
説
す
る
。
地
主
の
許
可
を
得
る
と
後

日
を
約
し
て
仲
介
者
と
佃
穫
と
が
同
席
し
、

一
切
の
手
績
き
を
定
め
る
」
(『猿
顎
院
議
四
省
之
租
佃
制
度
』
二
五
一
貝
。
本
書
二
四
|
二
九
頁
は
と
の
償
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例
を
数
多
く
記
す
)
と
記
す
の
は
、
と
の
慣
行
を
惇
え
る
も
の
で
あ
る
。
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と
の
中
保
介
紹
の
持
つ
意
味
は

こ
れ
を
地
主
自
身
に
よ
る
佃
曲
演
の
召
請
に
比
較
す
る
と
き
白
か
ら
明
ら
か
に
な
る
む

(江
西
省
玄
黄
綜
)
佃
徳
一
が
耕
地
を
承
債
す
る
情
形
は
ほ
か
と
全
く
異
な
り
、
常
に
地
主
が
直
接
に
佃
由
民
を
召
諾
し
て
耕
種
さ
せ
て
h

る
ご
佃
由
民
は
や
は

さ，、
a
C

町
。
〈

り
佃
回
字
援
を
立
て
て
地
主
に
提
出
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
た
だ
し
手
績
は
極
め
て
簡
単
で
あ
る
。
こ
う
し
た
筒
形
が
生
れ
た
下
回
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

一
は
佃
設
が
資
本
に
乏
し
く
但
径
す
る
力
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
(
中
略
、
以
下
に

「
赤
匪
駿
嵐
広
」
後
の
佃
農
の
流
離
と
耐
震
畏
の
童
巴

JZ一一E
う
)
一
之
地
主
の

(公
認
の
)
負
鐙
が
過
重
で
必
ら
ず
飼
尽
を
て口誇
し
て
自
分
の
土
地
を
耕
種
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
本
将
は
し
き
つ
に
一六じハーささ
に
あ
い
、

人
口

が
激
減
し
、
良
田
美
地
は
有
っ
て
も
務
作
者
に
乏
し

い。

し
か
し
地
主
は
毎
年
の
各
種
の
税
金
を
矢
張
り
必
ら
ず
期
日
ど
お
り
完
納
し
念
け
れ
ゴ
な
ら
ず
、

滞
納
は
で
き
な
い
。
そ
と
で
地
主
は
白
か
ら
進
ん
で
佃
農
を
召
請
し
耕
作
K
従
わ
せ
さ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
時
に
は
地
主
は
伍
由
民
に
団
地
を
あ
た
え
る

外
に
な
お
耕
牛

・
種
子

・
肥
料

・
食
糧
、
そ
れ
に
現
金
等
を
供
給
し
て
、

彼
の
生
活
を
安
定
さ
せ
、

耕
作
に
専
心
で
き
る
よ
う
に
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

(前
出
書
二
九
頁
)。

(同
省
臨
川
森
)
仮
設
の
耕
地
承
賓
の
情
形
は
南
北
南
郷
で
甚
だ
異
っ
て
い
る
。
南
郷
は
や
与
ひ
ど
く
「
共
匪
の
察
調
」
を
受
け
、
そ
の
た
め
に
地
主
が
伺

農
を
召
請
し
て
耕
種
さ
せ
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
情
形
は
宜
主
貝
に
似
る
。

北
郷
の
佃
由
民
は
矢
張
り
必
ず
人
に
仲
介
を
頼
み
、
地
主
の
同
意
を
起
て
租
約
を
立

て
、
ま
た
必
一
3
杯
全
辛
口
千
を
約
め
て、

始
め
て
耕
揖
慨
を
許
さ
れ
る
(
同
上
)
。

(河
南
仙
沼
野
門河川寸
)
佃
践
は
須
ら

ず
先
ず
人
に
積
ん
で
地
主
に
紹
介
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
か
ら
佃
回
字
援
を
立
て、

仲
介
入
の
署
名
を
得
て
地
主
に
返
り
保

管
さ
ゼ
、
同
法
J
~
必
ず
押
金
若
干
を
納
め
ね
三
な
ら
ぬ
。
:
:
:
墾
荒
地
区
や
城
市
か
ら
較
々
遠
く
治
安
不
良
の
庭
で
は
、

地
主
ば
往
々
佃
戸
を
召日一目
し
て
耕

種
さ
せ
て
お
り
、
押
金
を
納
め
る
に
は
お
よ
ば
な
い

(同
書
二
五
頁
)
。
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牛
具
種
糧
肥
料
及
び
若
干
の
資
金
を
持
ち
自
立
的
な
菅
農
の

で
き
る
佃
農
が

一
定
の
密
度
を
以
っ
て
存
在
し
そ
の
聞
に
読
佃
の
関
係
が
生
じ

た
事
態
に
お
い

て、

始
め

て
地
主
が
居
な
が
ら
に
し
て
承
佃
の
申
し
出
を
待
ち
、

こ
れ
に
選
揮
を
加
え

且
つ
押
金
を
徴
取
で
き
た
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
中
人
読
合
の
慣
行
の
下
で
は
、
承
佃
者
の
選
揮
は
寅
質
上
請
佃
者
が
地
主
に
紹
介
さ
れ
る
以
前
に
中
人
の
斡
旋
に
よ
る

現
佃
戸
と
競
佃
者
達
と
の
交
渉
で
な
さ
れ
て
い
る
。
『
安
徽
省
之
土
地
分
配
輿
租
佃
制
度
』
(
一
九
三
六
年
)
は
、

そ
の
聞
の
事
情
を

「
紹
介
者
は

紹
介
の
責
任
を
負
い
、
そ
の
地
位
は
頗
る
重
ん
ぜ
ら
れ
る
。
業
主
と
農
民
が
未
だ
面
識
が
4

な
け
れ
ば
、
そ
の
勤
惰
や
性
格
の
如
何
は
す
べ
て
紹

介
者
の
説
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
若
し
数
多
く
の
農
民
が
租
佃
を
争
う
時
に
は
紹
介
者
の
斡
旋
に
た
の
む
慮
は
更
に
多
く
な
り
、
何
ん
と
か
そ
の

助
け
を
か
り
て
耕
作
の
権
利
を
得
ん
も
の
と
紹
介
者
に
謝
薩
を
お
く
る
。
農
民
か
ら
見
れ
ば
理
の
嘗
然
で
あ
る
が
、

し
か
し
紹
介
者
が
ζ

れ
に



乗
じ
て
財
物
を
強
要
す
る
の
も
ま
た
避
け
難
い
成
り
行
き
で
あ
る
」
(
五
九
頁
)
と
記
し
て
い
る
。
現
佃
戸
自
身
に
よ
る
租
田
の
縛
替
は
可
能
で

あ
る
が
但
し
事
前
に
地
主
の
承
諾
を
得
・
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
も
、
後
佃
者
の
選
揮
に
閥
す
る
現
佃
戸
の
地
位
を
示
し
て
い
る
。

と
う
し
た
承
佃
者
選
擦
の
手
績
き
は
、
現
佃
戸
の
利
害
と
も
絡
ん
で
自
然
に
工
本
私
酬
の
慣
行
を
震
達
さ
せ
る
。
先
ず
留
意
す
べ
き
は
肥
料

立
毛
賠
償
で
あ
る
。
民
商
事
は
、
湖
南
省
長
沙
問
怖
の
項
に
「
凡
そ
主
佃
が
契
約
を
解
除
す
る
と
き
は
、
地
主
よ
り
退
佃
せ
し
む
る
と
佃
戸
よ
り

辞
退
す
る
と
に
か
L

わ
り
な
く
、
若
し
冬
春
時
に
在
っ
て
、

ち
ょ
う
か

つ
い
や
せ
る
と
き
は
、
新
佃
戸
は
必
ら
ず
『
頂
項
』
を
酌
興
し
て
蓄
佃
戸
の
損
失
を
揖
補
せ
ね
ば
ら
ぬ
。
頂
債
が
幾
何
に
な
る
か
は
前
後
の
佃

戸
に
白
か
ら
議
定
せ
し
め
、
地
主
は
別
に
遁
間
し
な
い
」
(
六
一

O
頁
)
と
記
し
、
湖
北
省
漢
陽
豚
の
項
に
「
地
主
が
退
佃
さ
せ
る
場
合
に
は
そ

佃
戸
が
該
固
に
封
し
て
己
で
に
耕
作
に
着
手
し
、
怒
沼
糞
(
糞
)
草
等
の
費
用
を

の
佃
戸
の
未
穫
の
冬
糧
の
種
子
及
び
肥
料
の
費
用
は
地
主
に
賠
償
を
請
求
し
得
る
。
若
し
佃
戸
白
か
ら
退
佃
を
請
う
と
き
は
地
主
は
賠
償
の
責

を
負
わ
ず
、
前
佃
と
後
佃
と
が
白
か
ら
交
渉
す
る
に
ま
か
す
。
但
し
後
佃
は
そ
の
冬
糧
の
牧
盆
を
得
る
の
で
あ
る
か
ら
嘗
然
に
賠
償
を
酌
興
せ
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ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
記
し
、
腕
域
鯨
竹
お
鯨
で
は
、
そ
の
賠
償
額
は
「
冬
糧
の
牧
穫
の
額
数
を
超
過
す
る
を
得
ず
」
と
記
し
、
郎
問
問
で
は
「
其
の

賠
償
の
額
数
は
牧
穫
の
額
数
を
超
過
す
る
者
が
多
い
。
蓋
し
ζ

の
地
方
に
退
佃
者
を
優
待
す
る
設
が
あ
る
こ
と
に
因
る
」
(
以
上
一
二

三
頁
)

ζ

の
種
の
賠
償
は
農
業
経
営
の
集
約
化
が
進
む
に
つ
れ
て
盆
々
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
賠
償
交
渉

が
前
後
の
佃
戸
に
委
ね
ら
れ
る
中
に
退
佃
者
優
待
の
設
が
加
味
さ
れ
て
賠
償
の
意
味
が
饗
化
し
銭
額
が
添
増
さ
れ
る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
こ
と

と
記
し
て
い
る
。

で
あ
る
。
民
園
時
代
に
入
っ
て
後
の
崇
明
懸
で
は
「
図
面
」
轄
頂
の
際
に
前
佃
者
へ
「
辛
力
工
本
」
を
酬
償
す
る
契
書
が
箪
褒
契
(
糞
草
委
種

⑩
 

の
契
)
と
呼
稽
さ
れ
て
い
る
が
、

と
れ
ら
の
事
貫
は
肥
料
立
毛
賠
償
の
慣
行
が
容
易
に
工
本
私
酬
の
慣
行
へ
発
展
す
る
ζ

と
を
暗
示
す
る
も
の

で
あ
る
。
因
み
に
と
の
賠
償
慣
行
の
出
現
は
、
唐
の
田
令
の
職
分
田
の
規
定
に
「
若
前
人
自
耕
未
種
、
後
人
酬
其
功
直
」
と
い
う
一
節
に
認
め

得
る
。
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肥
料
立
毛
の
賠
償
か
ら
工
本
一
般
の
私
酬
へ
と
進
ん
だ
例
は
、
観
頭
唐
『
漸
江
経
済
紀
略
』
(
一
九
二
九
年
)
に
、
上
虞
懸
で
は
「
人
多
く
田

少
き
に
因
っ
て
種
田
を
ね
が
う
者
も
亦
須
ら
ず
頂
債
を
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
承
頂
し
た
田
に
就
い
て
業
主
の
方
で
は
決
し
て
そ
の
永
佃
擢
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を
公
認
は
し
な
い
」

郷
聞
で
良
く
見
ら
れ
る
慣
例
と
し
て

(『中
関
経
済
年
鑑
』

G
一
八
五
頁
)
と
記
し
、
民
商
事
の
湖
南
省
漢
書
燃
の
項
に
、

「
甲
が
回
百
畝
を
持
ち
、
こ
れ
ま
で
乙
が
承
佃
緋
種
し
て
長
い
年
月
を
経
て
い
る
と
き
、
に
わ
か
に
第
三
者
の
丙
が
こ
の
田
を
租
回
し
よ
う
と

謀
り
、
乙
が
ま
た
退
佃
に
甘
ん
じ
な
い
場
合
は
、
丙
は
須
ら
ず
乙
に
銭
若
干
を
瓶
補
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
出
費
は
永
久
に
返
還
さ
れ
る
ζ

と

は
な
い
。
だ
か
ら
沈
浬
費
と
名
づ
け
て
い
る
。
担
問
補
の
多
寡
は
田
畝
の
肥
一
滑
に
よ
る
」
(
六

O
八
頁
)
と
記
す
が
、

但
し
と
れ
ら
の
報
告
で
は
工

本
私
酬
の
慣
行
を
生
じ
た
事
情
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
と
の
貼
で
は
次
の
二
例
が
興
味
深
い
。

先
ず
劉
端
生

「
蒼
梧
農
村
雑
記
」
(
一
九
三
四
年
『
農
村
通
訊
』
)
で
、
庚
西
省
梧
州
城
の
南
六
十
里
の
冠
蓋
匿
(
十
郷
)
で
は
冠
南
・
冠
北
の

雨
郷
に
特
に
土
地
所
有
が
集
中
し
、

且
っ
こ
の
郷
の
地
主
達
が
他
郷
の
土
地
を
買
入
れ
る
た
め
に
五
郷
中
に
一
種
永
佃
制
の
前
期
的
形
態
と
し

て
買
因
不
買
耕

H
い
わ
ゆ
る
自
買
留
種
、
耕
作
地
を
固
と
耕
と
の
二
つ
の
部
分
に
分
ち
耕
を
保
留
し
て
田
を
買
る
も
の

H
が
通
行
し
て
い
る
ζ

と
を
指
摘
し
た
の
ち

小
農
民
は
そ
の
田
地
を
出
資
す
る
と
き
、
寧
ろ
債
格
を
賎
く
し
て
土
地
を
手
許
に
と
ど
め
白
か
ら
耕
作
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
回
少
な
く
人
多
く
租
田

が
容
易
で
な
く
、
原
有
の
佃
戸
に
嬰
動
を
生
じ
る
の
は
習
慣
上
甚
だ
稀
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
租
田
を
耕
種
せ
ん
と
す
れ
ば
、
却
っ
て
現
佃
戸
に
直
接
交
渉

し
・
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
相
談
が
ま
と
ま
っ
て
も
ま
た
必
ら
ず
若
干
の
糞
脚
銭
を
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
金
額
は
大
概
田
・
耕
併
賓
の
債
絡
と
寅
回
不
買
耕

の
慣
絡
と
の
差
額
に
等
し
い
。
と
の
糞
脚
鎖
な
る
も
の
は
由
来
己
で
に
久
し
く
、
非
公
式
の
も
の
で
は
あ
る
が
と
っ
く
に
公
然
の
秘
密
と
な
っ

て
い
て
一
般

の
佃
戸
の
特
租
の
際
に
盛
行
し
て
い
る
。
田
地
は
甲
よ
り
乙
へ
、
乙
よ
り
丙
へ
、
丙
よ
り
更
に
丁
へ
と
移
縛
す
る
と
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
都
度
よ
り
高

額
の
糞
脚
銭
が
枚
取
さ
れ
る
が
、
一
旦
地
主
が
こ
の
田
地
を
現
地
の
自
作
農
に
出
一
貫
し
て
買
主
が
団
地
を
牧
回
し
白
か
ら
耕
作
す
る
時
は
、
佃
戸
甲
乙
丙
丁

は
必
ら
ず
私
か
に
純
々
と
目
隠
し
最
後
の
佃
戸
が
そ
の
糞
脚
銭
を
牧
回
で
き
ぬ
と
と
も
良
く
有
る
と
と
で
あ
る
。
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と
述
べ
て
い
る
。
次
は
陳
翰
笠
『
康
東
的
農
村
生
産
闘
係
輿
農
村
生
産
力
』
(
一
九
三
四
年
)
で
、
庚
東
省
英
徳
鯨
の
東
北
部
と
翁
源
問
肺
の
石
公
・

一
幅
興
郷
等
の
租
田
の
三
割
を
占
め
る
糞
質
固
に
つ
い
て

奨
質
回
が
租
因
さ
れ
る
時
に
は
新
佃
戸
は
栂
蛍
の
代
債
を
前
佃
戸
に
奥
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
糞
田
で
佃
戸
を
取
り
換
え
る
時
は
、
地
主
は
前
の
佃
戸
に

代
っ
て
次
の
佃
戸
に
代
債
の
請
求
を
撃
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
そ
の
代
債
に
定
っ
た
額
が
あ
れ
ば
地
主
が
繋
明
の
際
に
併
せ
て
こ
れ
を
停
え
、
然
ら
ざ



る
と
き
は
前
後
の
佃
戸
が
白
か
ら
相
談
し
て
決
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
高
一
前
佃
戸
の
要
求
が
高
額
に
過
ぎ
て
換
佃
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
で
あ
れ
ば
地
主

が
割
っ
て
入
っ
て
調
停
し
、
前
倒
戸
を
抑
え
て
従
わ
せ
る
ζ

と
に
な
る
。
翁
源
の
黄
漠
奔
氏
の
設
に
よ
れ
ば
、
糞
質
田
の
来
源
は
二
つ
を
出
な
い
と
い
う
。

一
は
元
来
や
せ
地
で
牧
穫
が
充
分
で
な
か
っ
た
の
を
佃
戸
が
工
本
を
惜
ま
ず
に
繰
り
返
し
肥
料
を
加
え
滋
瓶
を
施
し
て
の
ち
に
牧
穫
が
増
加
し
た
も
の
で
あ

る
。
と
の
結
果
租
回
特
替
の
際
に
は
工
本
を
消
費
し
た
佃
戸
が
代
債
の
回
牧
を
要
求
す
る
。
と
の
代
債
が
俗
に
糞
水
銭
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。
二
は
元

来
沃
地
で
佃
戸
は
常
に
普
通
の
水
準
以
上
の
増
牧
を
得
て
い
る
。
従
っ
て
佃
戸
は
耕
作
権
を
放
棄
す
る
時
も
な
お
幾
何
か
の
利
金
を
求
め
て
強
要
す
る
の
で

あ
る
。
地
主
は
と
れ
に
針
し
て
初
め
は
蛍
然
に
反
封
を
す
る
が
、
し
か
し
次
の
佃
戸
が
肯
え
て
要
求
の
ま
』
に
支
梯
わ
ね
ば
、
前
佃
戸
は
作
物
や
水
利
の
面

で
ひ
ど
い
報
復
を
加
え
る
に
い
た
る
。
次
の
佃
戸
は
緊
急
に
回
畝
を
借
り
入
れ
た
い
た
め
に
必
ら
ず
と
の
糞
水
銭
を
承
諾
す
る
。
そ
し
て
地
主
も
ま
た
次
第

に
と
の
や
り
方
に
慣
れ
て
い
く
。

と
記
し
て
い
る
(
資
料
綴
五
五
五

1
五
六
頁)。

ζ

れ
ら
の
報
告
で
先
ず
自
に
付
く
の
は
、

と
の
慣
行
が
佃
曲
演
労
働
の
相
射
的
供
給
過
剰
、

い
わ
ゆ
る
地
狭
人
調
の
状
態
で
護
生
し
て
い
る
と
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と
で
あ
る
。
上
虞
鯨
及
び
梧
州
の
例
が
ζ

れ
を
明
記
し
て
い
る
。
租
田
が
容
易
で
あ
れ
ば
特
に
代
債
を
要
求
さ
れ
る
田
を
借
り
る
者
は
な
い
か

ら
と
れ
は
嘗
然
の
ζ

と
で
あ
る
。
第
二
は
、

と
の
慣
行
が
租
因
不
易
に
乗
じ
た
前
佃
戸
の
後
佃
戸
に
射
す
る
要
求
抗
争
を
通
じ
て
成
立
し
、
先

ず
は
農
民
佃
戸
聞
を
規
制
す
る
慣
行
と
し
て
護
達
し
て
い
る
と
と
で
あ
る
。

と
れ
は
四
例
に
共
通
す
る
。
第
三
に
、
地
主
は
白
か
ら
を
ζ

の
慣

行
の
局
外
に
お
き
、
従
っ
て
賠
償
の
責
任
を
負
わ
ず
、

た
だ
前
後
南
佃
戸
の
手
い
を
抑
え
て
園
滑
に
換
佃
を
行
な
い
租
佃
関
係
を
安
定
さ
せ
る

目
的
か
ら
、

ま
た
恐
ら
く
は
佃
戸
の
工
本
投
資
は
地
主
自
身
の
租
米
牧
入
を
安
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
従
っ
て
投
下
工
本
に
射
す
る
前
佃
戸
の

主
張
を
擁
護
す
る
こ
と
は
結
局
は
己
れ
の
利
盆
に
つ
念
が
る
と
い
う
判
断
か
ら
、

つ
ま
り
地
主
自
身
の
利
盆
に
合
致
す
る
限
り
に
お
い
て
、

こ

の
慣
行
の
震
達
に
予
を
貸
し
て
い
る
ζ

と
で
あ
る
。

こ
れ
は
最
後
の
例
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

と
う
し
て
農
民
佃
戸
の
聞
に
普
及
確
立
し
た
工
本
私
酬
の
慣
行
は
、
地
主
が
租
田
の
縛
替
を
伺
戸
に
委
ね
て
い
る
聞
は
地
主
に
累
を
及
ぼ
さ

、
な
か
っ
た
が

一
旦
改
佃
牧
田
の
撃
に
出
る
と
き
は
嘗
然
に
問
題
を
生
じ
た
。
民
商
事
の
一
踊
建
省
一
幅
安
燃
の
項
に
「
前
清
の
時
に
は
一
幅
安
の
田

229 

-
山
・
地
面
は
皆
佃
戸
よ
り
人
に
轄
替
す
。
甚
し
き
は
輔
々
と
相
替
す
る
に
至
り
、
累
が
地
主
に
及
ぶ
と
き
は
開
時
慨
に
久
し
く
、
地
主
は
替
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債
を
も
っ
て
一
一
代
還
す
る
に
非
ざ
れ
ば
即
ち
謁
佃
或
い
は
鱒
買
す
る
能
わ
ず
」
(
五
五
七
頁
)
と
記
し
、
連
江
豚
の
項
に
「
こ
の
外
に
ま
た
本

そ

ろ

い

よ
り
国
主
に
非
ず
、
他
人
の
田
根
(
他
庭
で
い
う
田
面
)
或
い
は
根

・
面
(
他
処
で
い
う
田
底
)
倶
全
の
田
を
承
批
し
て
耕
種
す
る
こ
と
年
久
し
く
、

め
ん
し
ゅ

乙
の
時
佃
戸
に
は
あ
た
か
も
根
主
権
の
数
力
を
生
じ
、
国
主
が
退

輔
さ
京
批
し
て
甚
し
き
は
閲
時
数
十
歳
、
歴
佃
十
除
人
に
至
る
も
の
あ
り
。

佃
せ
し
め
ん
と
す
る
も
勢
い
自
由
に
し
難
し
。
故
に
連
江
の
民
事
訴
訟
に
て
は
新
伯
措
租
の
案
件
が
十
に
八

・
九
に
居
る
」
(
五
四
四
頁
)
と
記

す
の
は
、

そ
の
事
態
を
博
え
る
も
の
で
あ
る
。

通
常
永
租
田
に
お
け
る
こ
う
し
た
租
田
鶴
替
の
賞
紋
と
肥
料
立
毛
賠
償
及
び
工
本
私
酬
の
慣
行
の
設
達
は、

図
面
の
鶴
一
譲
に
劃
す
る
地
主
の

規
制
を
後
退
さ
せ
て
い
っ
た
力
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
推
測
さ
せ
る
。

附
項
2

舗
底
慣
行

工
本
概
念
の
抽
象
化
が
進
ん
だ
事
態
を
知
ら
せ
る
の
は
、
城
市
の
租
房
に
開
設
さ
れ
た
庖
舗
に
震
生
す
る
舗
底
擢
で
あ
る
。
棺
州
銭
調
査
月
報
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二一

巻

一
O
慌
に
語
載
さ
れ
る
癖
護
士
沈
鴻
助
氏
の
一
九
三
九
年
七
月
の
放
迭
講
演
「
北
京
市
の
舗
底
擢
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
舗
底
穫
に

は
先
ず
「
営
業
の
用
に
供
す
る
た
め
、
相
晶
画
の
屋
租
(
家
賃
)
を
支
梯
い
て
借
受
け
た
舗
房
(
庖
舗
)
を
、
永
遠
に
使
用
す
る
と
ζ

ろ
の
一
種
の

『
他
物
権
』

で
あ
」

る
房
屋
舗
底
擢
が
あ
り
、
と
の
権
利
の
所
有
者
を
舗
底
主
・
舗
東
、

舗
底
擢
は
舗
東
が
賃
借
し
た
舗
房
の
空
地
に
房
屋
を
増
築
し
た
り
、 舗

房
その
の所
他有
重、者
要、を
な、房
修、東
繕、
を、舗
加、底
ぇ、擢
て、を
著、負
る、捨
し-す
く、る
そ、舗
の、房

債、を
格、舗
を、底
高、房
め、
た、と
場、呼
合、橋
にし
設
生
し

舗
底
主
は
舗
底
擢
を
底
分
し
舗
房
を
他
人
に
轄
貸
す
る
権
利
を
持
っ
た
と
い
う
。

ま
た
房
屋
舗
底
擢
の
ほ
か

に、

舗
東
が
そ
の
百
を
在
来
の
什
器
、

例
え
ば
木
製
の
カ
ウ
ン
タ
ー
(
木
栂
)
・
陳
列
棚
(
貨
架
)

-
机
・
椅
子
友
ど
凡
そ
庖
内
の
設
備
を
そ
の

ま
L

に
据
え
置
い
て
第
三
者
に
譲
渡
し
、
第
三
者
が
と
れ
に
封
債
を
給
付
し
た
場
合
に
譲
受
人
た
る
第
三
者
に
産
生
す
る
家
倶
舗
底
権
、

広
舗

の
譲
渡
に
嘗
っ
て
譲
受
人
に
従
来
の
商
競
(
字
続
)
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
営
業
す
る
ζ

と
を
許
し
、
譲
受
人
が
ζ

れ
に
封
債
を
支
排
っ
た
場

合
に
量
生
す
る
字
放
舗
底
様
、
の
奮
慣
が
あ
っ
た
と
い
う
。



と
の
沈
氏
の
講
演
は
現
行
法
で
容
認
さ
れ
た
房
屋
舗
底
に
就
い
て
現
行
法
に
よ
る
解
説
を
加
え
る
ζ

と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
舗
底
慣
行

の
正
鐙
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

そ
の
不
備
は
民
商
事
に
載
せ
る
慣
行
報
告
に
よ
っ
て
幾
分
補
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
先
ず
湖
南
省
長
沙
湘
漂

勝
の
「
頂
空
」
慣
行
と
し
て
、
「
長
沙
の
商
務
は
清
の
光
緒
乙
未
(
一
八
九
五
)
よ
り
以
後
次
第
に
護
達
し
て
近
ご
ろ
は
特
に
繁
盛
し
、
土
一
升

や

ち

ん

た

な

こ

金
一
升
の
有
援
で
昔
よ
り
数
倍
し
て
い
る
。
房
主
の
方
で
は
固
よ
り
租
金
の
牧
入
を
増
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
佃
戸
も
ま
た
空
架
に
籍

り
て
要
求
が
で
き
、
頂
空
と
呼
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
甲
が
乙
の
房
屋
の
市
面
を
賃
借
し
て
多
年
営
業
し
佃
約
解
除
に
い
た
る
時
は
、
甲
は
庖

内
の
陳
列
棚
を
以
っ
て
房
主
の
乙
或
は
後
佃
の
丙
に
頂
項
を
要
求
で
き
る
。

と
れ
を
拒
め
ば
乙
は
そ
の
所
有
権
を
行
使
で
き
な
い
。
調
査
に
よ

れ
ば
、
頂
空
の
慣
習
は
光
緒
三
十
年
(
一
九
O
四
)
以
前
で
は
高
く
て
も
四
・
五
十
元
か
ら
百
元
に
及
ぶ
の
み
で
あ
っ
た
が
、
今
で
は
い
ず
れ
も

百
数
十
元
か
ら
数
百
元
ほ
ど
に
至
っ
て
い
る
。

(
一
二
三
一
貝
)
と
記

ζ

の
頂
空
は
沈
氏
の
言
う
家
倶
舗
底
で
あ
る
が
、
家
具
そ
の
も
の
が
頂
空
護
生
の
員
因
で
な
い
と
と
は
「
藷
空
架
信
用
要

ζ

の
慣
習
は
長
沙
か
ら
始
ま
っ
て
次
第
に
湘
滋
の
方
面
に
及
ん
で
い
る
」

す
の
が
参
考
に
念
る
。

管
業
牧
入
の
増
加
で
あ
り
、

そ
の
表
現
た
る
舗
房
租
金
の
高
騰
で
あ
る
。
乙
の
舗
房
に
就
い
て
言
え
ば
、
佃
戸
甲
の
多
年
の
営
業
の
成
果
た
る
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求
」
の
一
句
が
示
し
て
い
る
。
家
具
は
こ
れ
に
意
義
あ
ら
し
め
る
篠
件
が
あ
っ
て
債
値
を
持
つ
。
員
の
原
因
は
商
務
繁
盛
に
よ
る
市
面
庖
舗
の

舗
房
債
値
の
増
大
で
あ
り
租
金
の
高
騰
で
あ
る
。

つ
ま
り
甲
は
と
の
事
貨
を
踏
ま
え
て
そ
の
功
務
、

い
わ
ば
工
本
投
下
の
賠
償
を
要
永
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
一
幅
建
省
淳
卒
鯨
の
「
流
替
小
税
」
の
慣
行
と
し
て
、

「
租
戸
が
租
定
し
た
庖
は
、
如
し
白
か
ら
休
業
す
る
と
き
は
他
人
に
鴎
租

と
れ
を
流
替
と
謂
う
。
流
替
の
時
に
若
し
租
金
を
加
増
す
る
を
得
、
は
即
ち
原
租
戸
が
取
得
す
べ
き
利
と
潟
し
、
名
を
小
税
と
回

す
る
を
得
。

ぅ
。
甚
し
き
は
一
替
再
替
し
て
以
っ
て
多
手
に
流
替
す
る
に
至
る
者
有
り
。
業
主
は
原
租
戸
よ
り
原
約
の
租
金
を
枚
取
す
る
ほ
か
は
幾
ん
ど
そ

の
慮
分
の
権
を
失
な
う
。
云
云
」
(
一

O
八
一
頁
)
と
記
す
の
も
同
様
で
あ
る
。
と
れ
は
沈
氏
の
言
う
房
屋
舗
底
に
雷
る
が
、
内
容
は
頂
空
と
援

ら
ず
、
原
租
戸
の
営
業
活
動
が
嘗
該
舗
房
の
債
値
を
高
め
た
も
の
と
見
て
そ
の
租
金
の
加
増
額
が
原
租
戸
の
利
得
と
さ
れ
、

る
小
税
を
枚
取
す
る
権
利
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

田
面
の
小
租
に
首

こ
の
種
の
権
利
は
、
更
に
露
庖
設
営
地
に
も
設
生
し
て
い
た
。

江
蘇
省
磁
山
燃
の
項
に
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「
伯
有
管
業
地
貼
」
と
し
て
、
「
小
本
の
管
菜
、

沿
街
に
擬
(
H
露
庖
)
を
設
く
る
に
、
初
め
は
地
主
の
許
可
を
得
る
も
、

日
久
し
け
れ
ば
則
ち
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該
地
貼
は
伯
有
す
る
所
と
信用
り
、
他
の
人
は
該
地
貼
は
彼
の
所
有
に
非
ず
と
謂
い
て
之
れ
を
伯
援
す
る
を
得
ず。

往
々
伯
接
す
る
ζ

と
日
久
し

く
し
て
営
業
せ
ざ
る
に
至
る
と
き
寛
に
金
銭
代
債
を
以
っ
て
他
人
に
退
譲
す
る
者
有
り
」
(三
七
三
頁
)
と
記
し
て
い

る。

ζ

の
露
庖
設
営
者
の

権
利
の
恨
源
が
、
彼
の
長
期
に
わ
た
る
営
業
に
よ
っ
て
該
地
貼
の
露
庖
設
営
地
と
し
て
の
債
値
が
高
ま
り
営
業
牧
入
が
増
し
従
っ
て
賃
地
銭
H

租
金
が
高
騰
し
た
こ
と
に
あ
り
、
租
金
の
増
加
が
地
主
所
有
権
の
行
使
を
妨
げ
営
業
牧
入
の
増
加
が
退
一
譲
債
格
を
産
ん
で
い

る
と
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

乙
の
舗
底
慣
行
は
域
内
租
房
の
庖
舗
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
そ
の
権
限
の
母
艦
は
田
面
の
場
合
よ
り
一

一層
抽
象
化
さ
れ
、
庖
戸

一
人

の
功
努
に
は
蹄
し
難
い
都
市
商
業
の
繁
栄
に
よ
る
舗
房
債
値
の
増
大
、
庖
舗
牧
入
の
増
加
、
舗
房
租
金
の
高
騰
ま
で
が
舗
房
の
頂
債
や
小
税
に

結
貸
し
て
庖
戸
の
利
得
を
増
し
て
い

る。

ζ

れ
は
回
面
の
私
頂
債
格
の
嬰
動
と
そ
の
背
景
を
考
え
る
場
合
の
興
味
深
い
参
考
資
料
で
あ
る
。

田
面
の
鴎
譲
に
封
す
る
官
頂
規
制
が
後
退
す
る
と
と
も
に
、

盆
々
工
本
概
念
の
抽
象
化
が
す
L

み
、
田
面
の
徐
利
の
枇
舎
的
贋
値
の
上
昇
、
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田
面
の
頂
慣
に
よ
る
奪
佃
の
抑
制
と
佃
戸
耕
作
権
の
相
封
的
安
定

租
田
の
需
給
関
係
の
逼
迫
に
つ
れ
て
次
第
に
白
面
の
頂
慣
が
添
喝
さ
れ
、
遂
に
は
図
面
慣
が
田
底
債
を
凌
ぐ
に
い
た
る
過
程
を
右
の
如
く
考
察

し
て
、

こ
L

で
始
め
て
田
面
と
佃
戸
耕
作
権
と
の
閥
係
を
論
ず
る

こ
と
が
で
き
る。

租
佃
契
約
は
俗
に
不
欠
租
不
撤
佃
と
橋
し
、
佃
戸
に
欠
租
そ
の
他
の
不
法
行
局
が
あ
る
と
き
は
解
除
さ
れ
た
。
と
れ
は
田
面
の
有
無
に
閥
わ

り
の
な
い
通
例
で
あ
っ
た
。
土
地
所
有
者
た
る
地
主
に
は
そ
の
生
命
線
た
る
牧
租
権
を
侵
害
さ
れ
て
ま
で
租
佃
契
約
を
隼
重
す
べ
き
義
理
は
な

ぃ
。
ま
し
て
地
主
は
そ
の
所
有
地
に
就
い
て
公
課
を
負
措
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

と
れ
は
全
く
理
の
品目田然
と
い
え
る
。

『
安
徽
省
之
土
地

分
配
輿
租
佃
制
度
』
(
一
九
三
六
年
)
は
、
と
の
黙
に
つ
い
て
「
主
佃
開
係
が
能
く
維
持
さ
れ
て
崩
れ
な
い
所
以
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
佃
戸

が
能
く
期
日
ど
お
り
に
組
を
納
め
決
し
て
抱
欠
を
し
な
い
こ
と
に
あ
る
。
伺
戸
が
時
常
租
を
欠
く
の
は
最
も
地
主
を
不
決
に
す
る
。
租
約
百
で

性
多
く
佃
戸
の
欠
租
は
押
租
よ
り
控
除
す
可
し
と
明
記
し
て
い
る
が
、

し
か
し
地
主
拡
決
し
て
そ
う
す
る
の
を
望
ま
な
い
。
そ
の
結
果
地
主
社



多
く
と
れ
に
因
っ
て
撤
佃
し
別
に
佃
戸
を
募
る
。
永
伺
の
団
地
も
、
如
し
欠
租
が
太
だ
多
け
れ
ば
、
地
主
も
ま
た
撤
佃
し
得
る
」
(
九
三

l
四
頁
)

と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
ζ

の
ζ

と
は
直
ち
に
有
田
面
の
租
田
で
頻
繁
に
奪
佃
が
行
な
わ
れ
た
と
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
書
は

後
文
に
「
し
か
し
と
う
し
た
情
形
(
欠
租
奪
佃
)
は
何
時
も
見
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
佃
戸
は
既
得
の
永
佃
権
を
決
し
て
軽
々
し
く

失
・な
お
う
と
は
し
な
い
」
と
記
し
、
ま
た
別
に
「
農
民
は
団
地
を
税
る
と
と
生
命
の
如
く
、
普
通
の
状
態
で
は
決
し
て
荒
れ
る
が
ま

L
K
委
せ

た
り
田
租
を
滞
納
し
た
り
は
し
な
い
」
(
六
五
頁
)
と
も
記
し
て
い
る
。
し
か
し
租
佃
閥
係
は
地
主
が
そ
の
所
有
地
を
農
民
に
耕
作
さ
せ
て
佃
租

の
形
で
農
民
の
不
抽
仰
い
州
労
働
を
搾
取
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
れ
が
租
佃
関
係
の
本
性
で
あ
る
。

こ
の
本
性
を
否
定
す
る
欠
租
に
就
い
て
は
蛍
然

に
巌
し
い
麿
待
が
な
さ
れ
る
。

先
ず
民
商
事
の
物
権
編
の
冒
頭
、
直
隷
省
天
津
鯨
の
永
佃
擢
の
解
説
に
附
鋒
す
る
「
合
同
」
契
は
、
本
鯨
の
欠
租
案
件
中
よ
り
轄
載
し
た
も

の
で

(阪
)
毎
年
毎
畝
租
債
大
洋
五
角
五
分
。
が
不
長
租
。
議
定
。
毎
逢
十
月
初
一
日
交
納
租
債
。
自
租
之
後
。
準
租
主
不
租
。

免
。
如
至
期
租
債
不
到
。
準
許
業
主
将
地
撤
回
。
如
至
開
種
地
畝
之
時
租
債
不
到
。
有
中
人
一
面
承
管
。

此
係
問
中

面
白

明亦(B)

。準
倒(C)縛

東租
不輔
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倒
佃
。
云
々
。

と
い
う
文
言
が
見
え
て
い
る
。

租
額
の
固
定

ω、
鶴
租
鶴
頂
の
承
認
倒
、
倒
東
不
倒
佃
仰
は
、

ζ

れ
が
有
田
面
の
租
約
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し

て
い
る
。
だ
が
こ
の
租
約
は
毎
年
十
月
一
日
に
佃
租
が
迭
納
さ
れ
な
い
時
は
地
主
が
土
地
を
取
り
上
げ
る
と
と
、
翌
年
の
耕
種
期
ま
で
佃
租
が

遺
納
さ
れ
な
い
時
は
租
約
の
中
人
が
ζ

れ
を
負
鎗
す
る
と
と
、
を
承
認
し
て
い
る
。
鴻
紫
樹
編
『
嘉
輿
豚
農
村
調
査
』

(
一
九
三
六
年
)
に
紹

介
さ
れ
る
民
園
時
代
の
「
付
度
援
」
の
書
式
で
は
(
四
四
頁
)

(駈
)
嘗
目
立
付
度
媛
。
並
府
中
出
酢
洋
若
干
元
正
。
議
定
租
米
若
干
。

自
組
之
後
。
如
不
欠
租
。
歴
年
耕
種
。
隻
方
允
治
各
無
異
言
。

。。

。。

毎
年
到
冬
。

即
将
乾
潔
好
米
一
併
照
市
交
還
。

。
。
。

。

-4

不
得
抱
欠
。
(剛
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と
い
う
文
言
で、

佃
租
の
抱
欠
を
許
さ
な
い
ζ

と、

佃
租
を
欠
か
な
い
限
り
に
お
い
て
歴
年
耕
種
が
認
め
ら
れ
る
と
と
、
主
佃
讐
方
ζ

れ
に
異
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議
な
き
と
と
、
を
誓
約
し
て
い

る。

同
じ
く
「
副
度
援
」
と
呼
ば
れ
る
佃
契
が
民
商
事
に
江
蘇
省
賓
山
鯨
の
沙
田
地
帯
の
「
圏
岸
築
坪
挑
併
成

阜
」
の
田
面
の
契
書
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
と
れ
に
も
「
按
畝
認
業
完
納
」
の
文
言
が
見
え
て
い
る
(
三
四
四
頁
)
。

た
だ
ち

乙
の
ほ
か
、
民
商
事
の
新
江
省
景
寧
燃
の
項
に

「
若
し
田
皮
所
有
の
人
租
を
欠
き
て
完
う
せ
ざ
れ
ば
、
回
骨
所
有
の
人
は
即
に
別
に
招
佃
を

ゐ
る

行
な
い
或
い
は
牧
回
自
種
す
る
を
可
さ
る
」

(
四
八
三
頁
)
と
記
し
、
江
西
省
靖
安
燃
の
項
に

「
嗣
後
該
山
地
面
の
利
盆
は
均
し
く
佃
戸
の
永
遠

、

か
れ

且
つ
は
他
人
に
鴎
批
す
可
く
、
業
主
は
干
渉
す
る
を
得
ず
。
欠
租
を
除
く
の
外
は
其
を
し
て
退
佃
せ
し
む
る
を
得
、
ず
」(一

0
0

牧
管
に
蹄
し
、

九
頁
)
と
記
し
、
『
中
間
経
済
年
鑑
』
(
一
九
三
四
年
)
に
漸
江
省
の
山
田
に
つ
い
て

「
若
し
佃
戸
が
承
種
の
時
に
他
人
よ
り
穂
佃
せ
し
も
の
で
曾

っ
て
若
干
の
代
債
を
支
出
せ
る
者
は
、
佃
戸
が
租
を
欠
か
ざ
れ
ば
田
主
は
更
換
す
る
能
わ
ず
」
(G一

八
二
頁
、
接
経
済
中
外
週
刊
)
と
記
し
、
ま

た
同
省
塗
安
懸
の
項
に

「
田
地
は
業
主

・
佃
戸
が
各
々
買
買
の
性
質
を
そ
な
え
、
佃
戸
が
租
を
欠
か
ざ
れ
ば
業
主
は
自
由
に
管
種
す
る
の
樺
な

し
」
(G一

八
七
頁
、
嬢
幅
削
江
経
済
紀
略
)
と
記
し
、
一
帽
建
省
閤
侯
師
怖
に
関
す
る

一
九
三
二
年
の
調
査
に

「
如
し
根
田
主

(他
慮
で

い
う
面
主
)
に
欠

ゆ
る

積
等
の

こ
と
有
れ
ば
面
主
(
他
庭
で
い
う
底
主
)
も
亦
換
佃
を
可
さ
る
」
(資
料
正
九
一

O
頁
)
と
記
し
、
田
面
主
の
歓
租
が
租
佃
契
約
の
解
除
の

原
因
の
第
一
位
に
置
か
れ
て
い
た
と
と
を
明
示
し
て
い
る
。
有
田
面
の
租
田
で
は
依
租
は
佃
約
解
除
の
原
因
と
は
な
ら
ぬ
と
い
う
主
張
は
事
質
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に
反
す
る
。
勿
論
、
租
滞
納
の
許
容
額
と
か
許
容
期
間
と
か
は
存
在
し
な
い
。

租
佃
開
係
と
租
回
の
底
面
分
管
関
係
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
。
租
佃
関
係
は
不
歓
租
不
撤
佃
の
通
例
に
擦
っ
て
破
棄
し
得
て
も
、
ζ

れ
に

よ
っ
て
直
ち
に
底
面
分
管
関
係
ま
で
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
底
面
分
管
関
係
は
地
主
が
然
る
べ
き
田
面
の
封
面
を
賠
償
し
て
始
め
て
解

治
さ
れ
る
。
有
田
面
の
佃
戸
と
の
租
佃
契
約
を
そ
の
依
租
を
理
由
に
解
除
し
改
佃
を
行
な
お
う
と
す
る
地
主
を
待
ち
も
う
け
て
い
た
の
は
ζ

の

図
面
の
賠
償
問
題
で
あ
っ
た
。
民
商
事
は
、
直
隷
省
天
津
燃
の

「
死
佃」

の
項
に

「
業
主
が
奪
佃
す
る
と
き
は
須
ら
ず
佃
戸
に
相
嘗
の
賠
償
を

給
す
ベ
し
」
(二

O
頁
)
と
い
う
宣
統
元
年
(
一
九
O
九
)
に
鯨
議
事
舎
の
議
決
を
経
た

「封
於
死
佃
之
緋
法
」
を
掲
げ
、
江
蘇
省
各
燃
の

習
慣

た
だ
ち

と
し
て

「解
約
の
事
賓
が
設
生
し
た
と
き
は
、
業
主
は
即
に
相
首
の
地
債
を
酌
退

す

る
(
退
還
す
る
債
額
は
回
債
の
四
分
の

一
ほ
ど
で
あ
る
)
」
(三

一
七
頁
)
と
記
し
、
安
徽
省
且
頁
池
燃
の
項
に

「未
墾
の
荒
に
佃
戸
を
召
し
て
承
墾
せ
し
む
る
と
き
は
、
必
ず
佃
戸
が
墾
熟
し
て
利
を
護
る
の
後



を
倹
っ
て
方
め
て
能
く
約
を
立
て
畝
を
按
じ
て
租
を
計
る
。
但
だ
佃
戸
が
承
種
す
る
能
わ
ざ
る
時
は
、
他
佃
に
私
頂
し
て
接
種
せ
し
め
頂
櫨
銀

若
干
を
牧
回
す
る
を
得
。
業
主
は
即
ち
後
の
佃
戸
に
向
っ
て
換
約
し
直
接
に
牧
租
す
る
。
如
し
業
主
が
佃
戸
の
紋
租
に
因
っ
て
其
に
退
荘
せ
し

む
る
と
き
は
、
ま
た
必
ず
開
墾
の
工
資
を
酌
給
し
て
退
荘
費
と
扇
舟
す
」

(
三
九
六
頁
)
と
記
し
て
い
る
。

『
中
園
経
済
年
鑑
』
(
一
九
三
四
年
)
は

「
湖
南

・
幅
建

・
漸
江
等
の
省
の
山
の
多
い
慮
で
は
、
荒
山
が
聞
か
れ
竹
木
が
林
を
成
す
と
き
は
、
承
種
者
も
ま
た
永
佃
樺
を
取
得
し
、
故
無

く
撤
佃
は
で
き
ず
、
撤
佃
の
時
に
は
ま
た
須
ら
ず
債
の
照
く
工
本
を
賠
償
せ
ね
ば
な
ら
ね
」

(
G
七
七
頁
)
と
記
す
。
劉
大
鈎

『
我
圏
佃
農
経
済

状
況
』
(
一
九
二
九
年
)
は
「
永
佃
と
定
期
租
佃
の
利
貼
は
固
よ
り
佃
戸
を
保
障
す
る
に
足
る
。

然
し
同
時
に
田
主
に
於
い
て
も
決
し
て
不
利
で

は
な
い
O
i
-
-
-
蕪
湖
の
習
慣
で
は
、
如
し
佃
戸
が
屡
々
歓
租
を
行
な
う
と
き
は
、

田
主
は
肥
土
を
頂
受
し
た
契
約
を
提
出
さ
せ
、
契
約
に
記
す

債
格
に
照
し
て
依
租
を
差
引
き
(
残
額
を
)
償
っ
て
退
佃
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
(
回
主
可
令
柏
村
頂
受
肥
土
之
契
約
交
出
、
按
約
中
所
紋
償
目
如
去

欠
租
、
償
令
退
佃
)
」
こ
九
頁
)
と
記
し
て
い
る
。
国
主
が
佃
戸
に
肥
土
の
頂
受
契
を
提
出
さ
せ
て
い
る
の
は
、

ζ

の
肥
土
が
私
頂
に
よ
っ
て
縛
一
議

さ
れ
て
い
た
ζ

と
の
反
映
で
あ
る
。
な
お
こ
の
頂
債
は
「
佃
戸
が
肥
土
を
頂
譲
す
る
債
は
、
上
等
の
田
で
は
毎
畝
五
十
元
に
達
す
る
も
の
が
あ

る
。
そ
し
て
ζ

の
時
の
国
主
の
回
債
は
僅
か
に
三
十
鈴
元
で
あ
る
」
(
一
八
頁
)
と
停
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
東
陽
農
村
経
済
』
(
一
九
三
二
年
)
に
、

- 71ー

新
江
省
東
陽
燃
の
「
佃
銀
」
に
つ
い
て
「
佃
戸
は
地
主
よ
り
租
田
す
る
と
き
佃
銀
若
干
元
を
先
納
し
て
永
佃
擢
と
す
る
。
凡
そ
田
主
は
随
意
に

佃
戸
を
取
り
換
え
て
耕
種
さ
せ
る
ζ

と
は
で
き
ぬ
。
佃
戸
の
租
課
未
済
が
必
要
で
あ
り
、
而
も
取
り
換
え
て
し
ま
っ
て
も
亦
佃
銀
を
返
還
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
(
除
非
佃
戸
租
課
不
清
、
而
撤
捧
亦
要
吐
還
佃
銀
)
」
(
資
料
正
六
二
ハ
頁
)
と
記
し
、
『
漸
江
省
農
村
調
査
』
(
一
九
三
三
年
)
に
、
撤
換
は
「
必

ず
佃
戸
が
租
課
を
完
済
し
な
い
時
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

た
と
え
撤
換
し
て
も
ま
た
佃
銀
を
返
還
し
、
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
(
除
非
佃
戸
不
清
租
時
、

即
使
撤
換
、
亦
要
吐
還
佃
銀
)
」
(
九
頁
)
と
同
様
の
解
説
を
し
て
い
る
の
も
参
考
に
な
る
。

こ
れ
は
全
く
理
の
嘗
然
で
あ
る
。
回
面
の
債
格
が
歓
租
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
地
主
は
な
お
そ
の
残
額
を
賠
償
す
る
義
務
を

負
う
。
そ
れ
故
に
鉄
租
奪
佃
が
賓
現
す
る
か
否
か
は
、
結
局
は
図
面
の
賠
償
に
充
嘗
し
得
る
遊
休
資
金
が
地
主
自
身
の
手
に
あ
る
か
否
か
に
係

一
九
三
四
年
十
月
十
日
の
「
上
海
大
晩
報
」
に
載
せ
る
食
観
如
「
常
熟
農
村
現
吠
調
査
」
は
、
そ
の
一
節
に
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っ
て
い
た
。
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田
面
機
是
輿
地
主
所
有
権
並
行
的
'
輿
所
有
権
分
離
而
濁
立
存
在
。

田
面
擢
属
於
佃
農
所
有
。
其
移
鱒
債
格

'
常
較
所
有
権
信
用
高
。
如
現

在
回
畝
所
有
権
的
買
賀

'
毎
畝
稲
田
最
高
三
十
元
、
国
面
擢
向
値
六
十
元
。
棉
田
所
有
権
最
高
二
十
元
'
田
面
権
値
三
十
元
。
地
主
封
於

伽
酌
佐
和
恥
掛
か
酌
和

'
野
和
酌
酌
札
r
b田知酌
1
V
時

'一村ι
即
日
除
。
(
榊
)
恥
骨
戸
山
酌
俳
和
蜘
伽
仲

'
F酌
酷
働
ιr-骨
骨
。
(
資
料
縦
三

O
頁
)

と
記
し
、
「
佃
戸
が
紋
租
の
た
め
に
撤
佃
さ
れ
て
、
始
め
て
田
面
権
が
喪
失
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
質
情
で
は
撤
佃
は
甚
だ
困
難
で
あ
っ

た
。
と
の
前
年
、
一

九
三
三
年
七

・
八
月
の
調
査
に
擦
る
『
江
蘇
省
農
村
調
査
』
に
附
録
す
る
八
月
八
日
の
調
査
日
記
は

「
地
面
権
は
現
金
を

以
っ
て
買
得
し
、
其
債
は
且
つ
地
底
よ
り
高
い
。
農
村
全
盤
の
不
景
気
の
た
め
に
、
地
主
は
往
々
に
し
て
臆
回
す
る
力
な
く
、
佃
由民も
ま
た
よ

く
此
れ
に
籍
っ
て
地
主
を
乃
難
し
め
紛
争
を
醸
し
出
す
。
常
熟
で
静
護
士
稼
業
が
特
に
繁
昌
す
る
所
以
で
あ
る
」
(
八
二
J
一一一頁
)
と
明
記
し
て

い
る
。

ζ

の
場
合
「
地
主
往
往
無
力
願
回
」
と
言
う
の
は
必
ず
し
も
田
底
主
が
貧
窮
し
て
い
た
ζ

と
を
意
味
し
な
い
。
八
月
四
日
の
日
記
は

「
常
熟
の
佃
農
が
地
主
の
搾
取
を
受
け
る
情
形
は
聞
く
も
悲
惨
で
あ
る
」
と
述
べ
、
地
主
達
が
佃
農
の
現
金
枯
渇
に
乗
じ
て
所
謂

「一

粒
八
」

(白
米
一
石
を
貸
し
て
槌
米

一
石
八
斗
或
は
一
石
九
斗
を
取
る
)
の
高
利
貸
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
七
九
頁
)
。
地
主
達
は
田
面
瞭
回

が
も
た
ら
す
租
米
牧
入
の
増
加
と
図
面
債
銭
の
放
債
に
よ
っ
て
得
る
牧
盆
と
を
雨
天
秤
に
か
け
て
、
嘗
面
の
図
面
瞭
回
の
利
・
不
利
を
判
断
し

- 72ー

て
い

る
の
で
あ
る
。
無
論
ζ

の
地
主
達
が
佃
戸
の
欠
租
を
扶
手
傍
翻
す
る
筈
は
な
い
。
常
熟
に
は
既
に
長
い
惇
統
を
持
つ
牢
公
牢
私
の
世
襲
的

な
催
徴
吏
の
制
度
が
あ
っ
て
、
と

の
催
徴
吏
が
官
街
の
税
糧
を
徴
取
し
粂
ね
て
大
地
主
の
依
頼
を
受
け
て
私
租
の
催
納
に
嘗
っ
て

い
耐
(
同
上

六

0
・
八
三
頁
)
。

ζ

う
し
た
事
情
は
公
権
力
の
利
用
を
一

一
層
容
易
に
す
る
。
『
中
園
経
済
年
鑑
』
(
一
九
三
四
年
)
の
常
熟
鯨
の
項
に
「
去
年
(
一

九
三
二
年
)
は
豊
作
で
あ
っ
た
が
、
然
し
穀
慣
賎
し
く
農
民
は
大
い
に
影
響
を
受
け
た
。
加
え
て
連
年
不
作
で
あ
っ
た
た
め
に
地
主
の
追
租
は

盆
々
巌
し
く
、
農
民
佃
戸
は
負
債
に
交
々
迫
ら
れ
、

一
時
に
支
梯
い
に
臆
じ
る
の
は
頗
る
困
難
で
あ
っ
た
。

ζ

の
た
め
に
業
主
が
追
租
し
て
償

な
わ
ぬ
と
直
ち
に
佃
戸
を
獄
中
に
拘
禁
す
る
も
の
が
数
え
切
れ
な
か
っ
た
。
昨
年
冬
の
調
査
で
は
拘
禁
中
の
佃
戸
は
買
に
五
百
徐
人
を
数
え
、

看
守
所
は
す
し
詰
め
の
状
態
と
な
り
、
衛
生
上
大
い
に
障
碍
を
生
じ
て
病
に
犯
さ
れ
る
者
も
珍
ら
し
く
、
な
か
っ
た
」

(
G
一
七
四
頁
)
と
記
す
の

は
、
と
れ
を
停
え
る
も
の
で
あ
る
。



地
主
自
身
の
手
許
に
図
面
賠
償
の
資
金
が
な
い
場
合
で
も、

別
に
有
力
な
承
偶
者
が
あ
れ
ば
奪
佃
を
行
な
う
ζ

と
が
で
き
た
。

劉
大
鈎

『
我

「地
少
な
く
人
多
く
田
面
の
債
格
が
騰
貴
し
た
こ
と
に
因
っ
て
田
主
は
自

園
佃
農
経
済
朕
況
』
(
一
九
二
九
年
)
に
、
新
江
省
卒
湖
燃
に
就
い

て

か
ら
耕
種
す
る
能
わ
ず
、

ま
た
直
ち
に
他
の
人
に
推
興
し
て
租
米
或
い
は
除
花
租
を
牧
取
す
る
」
(
一
七
四
頁
)
と
い
う
一
節
が
見

え
る
が
、
と

の
よ
う
に
承
佃
者
が
あ
れ
ば
地
主
は
田
面
賠
償
の
負
擦
を
承
佃
者
に
轄
嫁
し
て
奪
佃
を
行
な
い
、

且
つ
そ
の
改
佃
の
際
に
欠
租
を
迫
償
す
る
と

民
商
事
の
安
徽
省
英
山
鯨
の
項
に

「永
佃
権
を
持
つ
佃
戸
は
佃
権
を
他
人
に
轄
頂
で
き
る
。

租
の
有
る
こ
と
を
知
っ
た
時
は
須
ら
ず
頂
債
よ
り
欠
租
を
控
除
し
て
地
主
に
交
付
し
、

と
が
で
き
る
。

た
だ
し
新
佃
戸
が
如
し
佃
戸
に
欠

方
め
て
能
く
地
主
の
認
可
を
得
る
」
(九
O
六
頁
)
と
記

し
、
『
江
蘇
省
農
村
調
査
』
に

「
佃
戸
が
田
面
を
出
買
す
る
に
は
、
道
理
か
ら
言
え
ば
必
ら
ず
先
ず
地
主
に
通
知
し
・
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

さ
L
き
ん

る
が
、
後
来
で
は
地
主
の
阻
難
と
聾
断
と
を
兎
る
べ
く
、
佃
戸
は
先
ず
田
面
を
買
っ
て
そ
れ
か
ら
地
主
に
通
知
す
る
。
た
と
え
ば
回
慣
が
二
百

元
に
あ
た
れ
ば
、
買
主
は
往
々
先
ず
佃
戸
に
一
百
元
を
輿
え
然
る
後
に
佃
戸
か
ら
業
主
に
通
知
さ
せ
て
佃
戸
の
欠
組
の
有
無
を
通
問
さ
せ
、
こ

- 73ー

う
し
て
事
前
に

一
切
の
紛
争
を
除
き
去
ろ
う
と
す
る
」
(
四
一
一
貝
)
と
記
す
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
と
の
方
法
は
田
面
の
賠
償
負
捲
が
農
民
一

般
の
資
力
に
比
し
て
や
や
軽
い
聞
は
有
数
で
あ
っ
て
も
、
佃
戸
が
常
に
よ
り
有
利
な
傑
件
を
求
め
て
田
面
の
私
頂
を
行
な
い
、
頂
債
を
添
増
し、

佃
農
層
の
淘
汰
が
進
ん
で
き
た
後
に
お
い
て
は
、
数
カ
は
薄
れ
て
い
る
。
『
議
努
院
績
四
省
之
租
佃
制
度
』
は

「
例
え
ば
安
徽
省
の
許
嫁
鯨
で

九
市
畝
を
佃
種
す
る
に
要
す
る
資
本
は
ほ
ぼ
河
南
省
の
汝
南

・
上
察
燃
で
八
十
市
畝
を
佃
種
す
る
に
要
す
る
資
本
に
等
し
い
。
蓋
し
釘
城
燃
で

は
団
地
を
租
種
す
る
の
に
須
ら
ず
佃
擦
を
購
買
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
に
必
要
な
資
本
が
自
然
と
多
く
な
る
の
で
あ
る
」
(
=
面
頁
)
と
記
し
、

ま
た
永
佃
設
の
生
活
の
安
定
に
ふ
れ
て

「
た
だ
し
こ
の
種
の
田
地
は
新
佃
農
が
承
撹
耕
種
す
る
際
に
は
必
ら
ず
重
債
を
出
し
て
佃
権
を
買
入
れ

ね
ば
な
ら
ず
、
所
要
資
本
は
常
に
そ
の
他
の
活
佃
(
無
田
面
)
の
佃
戸
の
所
要
額
よ
り
数
倍
も
高
く
、
殊
に
容
易
で
は
な
い
」
(一

一
一一
一良
)
と
記

し
、
田
面
の
賠
償
が
佃
曲
震
に
と
っ
て
容
易
な
も
の
で
・
な
か
っ
た
ζ

と
を
停
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
情
で
、
田
面
債
は
そ
の
高
騰
と
と
も
に
周

溢
農
民
の
競
佃
を
し
り
ぞ
け
、

地
主
の
奪
佃
を
抑
制
し
て
、

現
佃
戸
の
耕
作
権
を
護
る
障
壁
と
化
す
。
だ
が
こ
の
事
態
に
到
る
と
、
枚
組
を
め
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ぐ
る
主
佃
の
針
立
は
俄
然
尖
鋭
化
す
る
。
佃
戸
の
欠
租
が
図
面
債
を
相
殺
す
る
の
を
気
長
に
待
て
る
程
の
資
力
の
あ
る
地
主
は
別
と
し
て
、
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般
の
地
主
は
毎
年
毎
季
の
佃
租
の
必
徴
を
期
す
。
何
故
な
ら
奪
佃
力
を
失
っ
た
地
主
に
と
っ
て
は
一
旦
取
り
損
ね
た
佃
租
を
追
償
す
る
機
舎
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
方
佃
戸
も
ζ

の
地
主
の
弱
黙
を
衝
い
て
時
に
抗
租
に
出
る
。

ζ

う
し
て
南
者
の
封
立
は
暴
力
を
産
み
、
前
述
の
常
熟
鯨

の
如
き
事
態
を
生
じ
、
ま
た
税
糧
負
捨
を
佃
戸
へ
縛
稼
し
て
欠
租
を
取
償
す
る
ζ

と
が
行
な
わ
れ
る
。

因
み
に
藤
井
氏
は
、

筆
者
が
嘗
て
前
引
の
食
観
如
氏
の
報
告
の
末
尾
の
一
節
を
以
っ
て
図
面
は
欠
租
劃
佃
を
排
除
で
き
ぬ
と
い
う
判
断
の
傍

謹
と
し
た
こ
と
に
封
し
、
仁
井
田
説
を
援
用
し
て
こ
の
報
告
で
は
先
ず
第

一
に
田
面
権
は
地
主
所
有
権
に
並
行
濁
立
す
る
存
在
で
あ
り
地
主
は

田
町
の
賀
買
移
憾
に
干
興
で
き
な
い
と
記
す
部
分
を

「
図
面
権
の
本
質
を
衝
い
て
ゐ
る
」
も
の
と
し
て
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し
、
「草

野
氏
は
自
説
に
都
合
の
よ
い
部
分
の
み
を
鴻
氏
(
編
者
鴻
和
法
氏
を
指
す
)
の
解
説
か
ら
抽
き
出
し
、
都
合
の
悪
い
部
分
を
無
視
す
る
か
、
或
い

は
殊
更
に
オ
ミ
ッ
ト
し
て
い

る
」
(藤
井
氏
前
出
雲
五

一
頁
)
と
非
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

と
れ
が
無
理
な
非
難
で
あ
る
ζ

と
は
右
の
考
説
で

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
田
面
田
底
が
法
的
慣
習
的
に
並
行
濁
立
し
た
性
格
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
と
と
そ
の
並
行
濁
立
の
雨
権
が
租
佃
関
係
を
以

っ
て
結
ぼ
れ
た
場
合
の
雨
機
の
交
渉
開
係
の
如
何
と
は
全
く
別
個
の
問
題
で
あ
り
、
都
合
の
良
い
部
分
と
か
悪
い
部
分
と
か
の
関
係
に
は
な

- 74-

ぃ
。
藤
井
氏
に
は
工
本
の
賠
償
負
捨
が
地
主
農
民
の
奪
佃
を
抑
制
す
る
ζ

と
に
就
い
て
の
注
意
が
全
く
欠
け
て
い
る
。
氏
は
鞍
耕
録
に
牧
め
る

農
夫
司
大
の
説
話
は
田
面
慣
行
の
存
在
を
一
不
す
と
い
う
筆
者
の
考
説
を
大
般
に
否
定
し
去
ら
れ
た
の
ち
、
白
か
ら

「
司
大
の
投
じ
た
で
あ
ろ
う

工
本
は
何
等
佃
権
の
、
即
ち
耕
作
憾
の
安
定
に
寄
興
せ
ず
、
:
:
:
た
だ
工
本
に
や
回
る
金
額
を
不
嘗
に
こ
割
)
値
切
ら
れ
た
も
の
を
耕
作
纏
承

者
た
る
李
よ
り
受
取
る
と
と
が
出
来
た
だ
け
で
」
「
工
本
の
持
つ
積
駆
的
意
義
は
全
く
失
は
れ
て
し
ま
ふ
」
と
疑
い
、
か
さ
ね
て

筆
者
の
考
説

を

「
ζ

れ
は

一
般
的
に
言
っ
て
工
本
の
投
入
や
頂
首
の
納
入
が
直
ち
に
は
必
ず
し
も

一
団
関
主
と
か
田
面
権
の
成
立
を
意
味
し
な
い
こ
と
に
無

知
な
暴
論
で
、
全
く
お
話
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
手
の
混
ん
だ
非
難
を
さ
れ
る
(
前
出
書
八
O
|
八
一
頁
、
傍
黙
引
用
者
)
。
そ
し
て
耕
作

櫨
の
安
定
が
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
か
説
明
が
つ
か
な
く
な
り
、

「
田
面
様
」
は

「
佃
戸
の
(
地
主
所
有
地
に
謝
す
る
)
開
墾

・
土
地
改
良

(
水
利
を
含
む
)
や
頂
首
銀
の
(
地
主
に
似
到
す
る
)
納
入
に
成
立
の
契
機
を
有
し
・
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
に
依
っ

て
直
ち
に
図
面
構
の
成
立
す
る
場

合
は
稀
で
、

多
く
は
そ
の
後
更
に
相
嘗
の
年
月
の
経
過
と
既
成
事
賓
の
積
み
重
ね
と
に
依
っ

て
」
「
自
然
に
時
数
取
得
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ



っ
た
」
(
前
出
書
七
九
・
五
三
頁
)
と
、

工
本
の
負
纏
が
そ
れ
程
に
軽
微
で
あ
り
、

田
面
穣
H
永
佃
権
自
然
時
数
取
得
読
を
唱
え
ら
れ
る
が
、

そ

そ
も
そ
も
地
主
が
工
本
を
佃
戸
に
負
猪
さ
せ
て
図
面
慣
行
が
出
現
す
る
と
と
も
・
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

の
償
還
が
そ
れ
程
に
安
易
で
あ
れ
ば
、

人
聞
社
舎
の
慣
行
や
法
律
は
人
聞
の
位
舎
関
係

・
階
級
紋
況
を
抜
き
に
し
て
は
論
じ
ら
れ
な
い
。

.t3 

わ

り

に

佃
戸
工
本
銭
額
の
評
定

U
租
田
の
現
勢
評
債
を
め
ぐ
る
地
主
と
退
佃
者
と
の
争
い
に
、
承
佃
を
求
め
る
周
港
農
民
の
競
佃
が
か
ら
ん
で
、
次

第
に
田
面
の
官
頂
規
制
が
後
退
し
、

田
面
が
佃
戸
相
互
間
で
自
由
に
鱒
頂
さ
れ
る
う
ち
に
そ
の
債
格
が
租
田
の
地
力
の
増
進
と
土
地
の
需
給
開

か
く
し
て
高
騰
し
た
田
面
債
格
に
封
す
る
賠
償
負
携
が
地
主
及
び
周
漫
農
民
の
競
佃
奪
佃
を
抑
制
し

係
の
逼
迫
と
に
腰
、
じ
て
盆
々
添
増
さ
れ
、

つ
佃
戸
は
永
久
に
耕
作
す
る
権
利
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が

現
佃
戸
の
耕
作
擦
を
相
射
的
に
安
定
さ
せ
る
ζ

と
は
、
以
上
の
考
説
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
図
面
援
は
通
常
永
佃
権
に
等
置
さ
れ
、

と
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
佃
戸
耕
作
権
の
安
定
の
度
合
如
何
は

一
に
田
面
憤
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田
Z

聞
を
持

格
の
持
つ
競
佃
抑
止
力
の
度
合
如
何
に
か
L

わ
っ

て
い

た
。
そ
れ
故
に
耕
作
権
の
安
定
と
い
う
貼
に
限
っ

て
言
え
ば
、
押
租
固
に
お
い
て
も
押

面
田
と
し
て
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
混
鋭
を
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、

金

(
H頂
首
銀
)
額
の
高
騰
と
と
も
に
全
く
同
様
の
現
象
を
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
故
に
、

し
か
し
雨
者
は
決
定
的
な
黙
で
巽
っ
て
い
る
。
工
本
田
の
性
格
は
押

租
固
に
比
較
す
る
と
き
更
に
明
確
に
、
な
る
。

工
本
田
と
押
租
田
と
が
何
れ
も
同
じ

こ
の
問
題
は
緩
稿
で
検
討
し
よ
う
。
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註①
拙
稿
「
嘗
中
園
の
田
面
慣
行

l
田
面
の
物
質
的
基
盤
と
法
的
慣
習
的
諮

権
利
」
熊
本
大
事
法
文
論
叢
三
六
続
、
一
九
七
五
年
三
月
、
を
参
照
。

②
註
①
拙
稿
参
照
。

③
片
岡
芝
子
「一隅
建
の

一
回
爾
主
制
に
つ
い
て
」
歴
史
拳
研
究
二
九
四
続
、

四
四
頁
所
引
に
嬢
る
。

④
註
①
拙
稿
参
照
。

③
綴
稿
「
盤
中
園
の
押
租
慣
行
」
で
詳
述
す
る
。

⑤
仁
井
田
陸

『
中
閣
法
制
史
研
究
|
奴
隷
農
奴
法

・
家
族
村
洛
法
』
東
京

大
事
出
版
倉
、

一
九
六
二
年
、
七
六

一
・
七
六
二

・
七
六
七

・
七
六
九

・

七
九
六

・
八
二

O
頁
を
参
照
。
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註
①
拙
稿
参
照
。

と
の
問
題
の
検
討
は
綴
稿

「
苔
中
園
の
図
面
慣
行
ー
そ
の
歴
史
的
展
開

|
」
(
仮
題
)
に
ゆ
ず
る
。

結
稿
「
欝
中
園
の
押
租
慣
行
」
参
照
。

③①  ⑤ 

⑥

綴
稿

「
盤
中
閣
の
図
面
慣
行
ー
そ
の
歴
史
的
展
開
|」

を
参
照
。

⑬
天
野
元
之
助
『
支
那
農
業
経
済
論
』
上
、
改
造
-
肱
、

一
九
四

O
年、

三

一
九

5
二
O
頁
参
照
。
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Customs Regarding Topsoilin０１ｄChina TopsoilTransfers

　　　　　　　　　　

and the Rights of Tenants

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＹａｓｕｓhiKｕｓａｎｏ

　

“Topsoil" (tian-mian田面) originated where land productivity was augmented

by the investment of the tenants' labor (this was known as gong-ben 工本) in im-

provements of the irrigation,the fertility,and the cultivable area of the land they

were renting. Accordingly, the tenants obtained rights either to demand ａreturn

on their gong-ben from the landlords or, when this was not forthcoming, t｛｝

secure increases in the area of the (rented) land which was its result. However。

the landlords rarely paid back the investment of labor; the tenants were apt at

the expiry of their contracts to cede the topsoil to other cultivators and use th&

price they received for this as the means of recouping their gong-ben. There were

two procedures for ceding the topsoil rights:“official”(guan-ding官頂) and

“private”(si-ding私頂）。“Ｏ伍cial transfer” meant that the topsoil temporarily

reverted to the landlords' possession and was then allotted to the next tenant^

so that the landlord controlled the price of the topsoil transfer and the selection･

of the next cultivator. The “unofficial”version meant that the tenant directly

handed over the topsoil to ａ third party, the landlord did not intervene in the

process, the third party might be anyone at all,and the price of the topsoil flue-

tuated in accordance with the supply of and demand for land and with the

ability of the tenant to drive ａ bargain. Historically, officialtransfer preceded

private transfer: the movement in the direction of thelatter came with the erosion

of the landlords' power to control the situation、

　

Tenancy contracts normally continued Ｓ０long as the tenant was paying rent.

There was no difference in cases where the tenant was the holder of topsoil rights:

if the tenant ceased to pay his rent the landlord could abrogate the contract. But

even if the contract was abrogated, the tenant's right to demand ａ return on his.

gong-ben remained in force. Thus in realitythe landlord's abilityto abrogate the･

contract depended on whether he himself could buy back the topsoil rights,０「

on whether prospective new tenants who were in ａ position to do so existed or

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　

4

　

－



not. As the officialtransfer system broke down, the price of the topsoil increased

steeply; as the cost of buying back the topsoil became prohibitive relativeto the

buying power of landlords and peasants in general. the security of tenure of the

cultivators was stabilized.According to the conventional theory, topsoil rights

were equivalent to permanent tenancy and peasants who had rights to the topsoil

enjoyed permament rights to cultivateit.But this is an error. In fact it was only

the difficultyof paying back the price of the topsoil which checked the landIordS’

abilityto dispose of the land as they wished.

The Beginning of the Malacca Sultanate

　　　　　　　　　　　　　　　　

HisanoΓ/ Wada

　

Malacca came under the influence of Islam in the 趾St half of the fifteenth!

century owing to the activitiesof Muslim merchants, but it is clear―from thfr

funerary stelesof Mansur Shah,‘Ala'u'din, and others. from the coinage issued

by MuzafFur Shah, Mansur Shah, and Mahmud Shah, from the designation

“King Man-la-hia” 満刺加國王which appears in the Ming Veritable Records

明賞録, and from records such as Tome Pires' Suma Oriental―that the emer-

gence of Malacca as ａMuslim state took place around the middle of the fifteenth.

century in MuzaflFar Shah's time.

- ５

　

－


