
唐
前
竿
期
に
お
け
る
灘
保
と
そ
の
機
能

|
|
い
わ
ゆ
る
擁
逃
の
弊
を
手
が
か
り
と
し
て
|
|

山

ネ艮

清

一

は

じ

め

に

二
唐
の
地
方
行
政
組
織
規
定
に
お
け
る
邦
保

三
唐
の
邦
保
と
そ
の
機
能

-
い
わ
ゆ
る
「
邦
保
代
済
の
法
」
に
関
し
て

2

邦
保
の
結
合
の
あ
り
方
と
徴
税
機
能

3
邦
保
の
徴
税
機
能
|
|
性
格
と
繁
遷
|
|

四

む

す

び
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t主

じ

め

唐
朝
治
下
、
社
曾
の
基
本
的
州
労
働
力
は
ル
濃
〈
小
農
民
〉
で
あ
っ
た
と
み
と
め
ら
れ
る
が
、
「
彼
等
の
普
通
日
常
の
生
活
賦
況
に
就
い
て
は
、

詮
す
る
に
足
る
材
料
も
な
い
」
現
朕
で
あ
可

す

な

わ

ち
、
こ
の
小
農
の
存
在
形
態
い
か
ん
と
い
う
問
題
を
問
お
う
、
と
し
た
場
合
、

経
営
責

態
な
い
し
生
産
単
位
、
ひ
い
て
は
生
産
力
段
階
・
生
産
諸
関
係
等
の
貼
か
ら
直
接
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
方
法
と
い
う
の
は
、
素
材
的
に
み
て
殊
の

ほ
か
困
難
な
朕
況
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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そ
こ
で
第
一
歩
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
小
農
に
よ
る
園
家
へ
の
租
税
納
入
が
嘗
時
い
か
な
る

。保
障
¢
の
も
と
で
納
税
完
迭
を
も
く
ろ
ま
れ
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て
い
た
の
か
、
こ
の
貼
に
焦
鮎
を
あ
て
て
、
小
農
を
と
り
ま
く
環
境
の
一
端
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
。
良
人
は
ど
こ
ま
で
も
良
人
と
し
て
維
持

内
《

U

し
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
ご
と
引
、
お
よ
そ
園
家
、か
被
牧
奪
者
の
存
績
を
前
提
し
て
存
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
は
自
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

と
き
の
園
家
に
よ
る
牧
奪
形
態
と
て
も
、
必
ず
し
も
つ
ね
に
盲
目
的

・
一
方
的
な
、
小
農
の
存
績
を
顧
み
な
い
過
度
の
牧
奪
の
側
面
ば
か
り
で

は
な
か
っ
た
。
い
か
な
る
牧
奪
形
態
に
せ
よ
そ
の
寅
現
は
、
他
方
の
牧
奪
さ
れ
る
者
の
側
に
も
そ
れ
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
具
鐙
的
諸
篠
件
が

な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
租
税
納
入
の
貼
か
ら
と
ら
え
か
え
し
、

し
か
も
園
家
側
の
観
貼
に
即
し
て
考
え
た
場
合
、

小
農
の
存
績
は
そ
れ
と
し
て
企
固
し
な
が
ら
、

か
つ
租
税
が
現
質
に
完
納
さ
れ
え
な
い
事
態
H
危
険
性
は
可
能
な
か
ぎ
り
回
避
す
る
、

と
い
っ

た
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
地
域
社
曾
(
在
地
)
に
封
し
て
は
、
農
業
経
営
の
崩
壊
↓
租
税
納
入
の
不
可
能
↓
逃

亡
・
轄
落
、
な
ど
と
い
う
個
別
小
農
単
位
で
は
賞
時
あ
り
が
ち
な
危
険
を
、
よ
り
底
い
一
定
の
範
囲
内
に
お
い
て
分
散
・
緩
衝
し
(
相
互
扶
助
・

代
納
等〉
、
究
極
そ
の
よ
う
な
範
囲
を
こ
そ
現
貫
的
単
位
と
す
る
こ
と
で
、
し
か
る
べ
く
納
税
を
完
遂
さ
せ
る
こ
と
が
意
画
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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福
島
繁
次
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
二
長
制
の
北
周
で
は

「
族
黛
百
家
は

一
の
耕
作
園
置
と
し
て
一
戸
ま
た
は
農
民
個
人
の
自
由
は
認
め
ら
れ
な
か

っ

た
よ
う
で
あ
」
り
、
「
租
税
負
捻
に
も
(
族
議
に
削
到
す
る
・
山
根
〉
連
帯
責
任
の
横
大
強
化
が
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
。

文
字
通
り
に
と
れ
ば

事
責
な
い
し
現
買
の
納
税
の
単
位
は
族
議
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
唐
で
は
、
郷
(
五
百
戸
)
は
も
と
よ
り
里
(
百
戸
〉
に
お
い
て
も
、

そ
の
よ
う
な
北
周
で
族
議
が
は
た
し
た
程
の
機
能
を
見
出
す
こ

「
戸
口
を
按
比
し
、
農
桑
を
課
植
し
、
非
遣
を
検
察
し
、
賦
役
を
催
掘
す
る
を
掌
L

を
職
す
る
に
期
に
違
っ
た
場
合
の
罪
は
、
州
鯨
の
そ
れ
と
な
ん
ら
質
的
に
異
な
る
も
の
で
な
々
、

と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
う。

っ
た
里
正
が
、
課
税
の
物

ま
た
、
里
を
単
位
と
し
て
の
代
納
や
相
互
扶

助
等
の
制
度
化
さ
れ
て
い
た
事
買
も
な
い
。
唐
で
、
現
質
的
な
納
税
の
単
位
が
、

い
か
な
る
範
園
に
設
定
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
里
よ

り
は
下
位
に
も
と
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
う
か
が
う
に
足
る
一
材
料
が
、

お
も
に
八
世
紀
初
頭
か
ら
史
料
的
に
見

え
は
じ
め
、
以
後
、
唐
の
滅
亡
ま
で
中
央
政
府
に
よ
り
禁
令
の
頻
設
さ
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
擬
逃
の
弊
な
る
現
象
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な

わ
ち
、
逃
戸
の
誕
生
し
た
場
合
に
、
本
来
逃
戸
が
負
指
す
べ
き
で
あ
っ
た
租
税
を
、
現
在
し
て
い
る
他
の
家

・
戸
が
割
り
嘗
て
ら
れ
て
徴
牧
さ



れ
る
こ
と
に
よ
る
弊
で
あ
る
。
そ
の
祉
舎
破
壊
の
深
刻
さ
に
閲
し
て
は
、

お
お
む
ね

稀
か
に
知
る
、
清
南
鯨
長
源
郷
本
と
四
百
戸
有
り
、
今
縫
に
一
百
徐
戸
。
関
郷
燃
本
と
一
一
一
千
戸
有
り
、
今
綾
に
一
千
戸
有
り
。
其
の
他
の
州
豚
、
大
約
相
似

た
り
。
積
弊
を
訪
尋
す
る
に
、
逃
戸
(
の
賦
〔
税
〕
)
を
均
機
〔
均
等
に
割
嘗
て
る
〕
す
る
自
り
始
ま
る
。
凡
そ
十
家
の
内
、
大
牢
逃
亡
す
る
も
、
亦
た
五
家

の
機
税
に
須
つ
。
石
を
井
中
に
投
ず
る
に
似
て
、
底
に
到
る
に
非
ざ
れ
ば
止
津
ず
。
機
逃
の
弊
、
苛
虐
な
る
こ
と
斯
く
の
如
し
。
此
れ
皆
な
表
数
の
臣
、
下

n
k
U
 

を
剣
し
上
に
娼
び
、
唯
だ
摺
障
を
潟
く
す
を
思
い
、
魚
無
き
を
慮
ら
ざ
れ
ば
な
引
。

qd 

と
あ
る
、
元
和
十
四
年
(
八
一
九
)
に
弔
祭
使
李
溺
が
上
っ
た
疏
文
が
雄
静
に
か
た
っ
て
い
よ
う
。
八
世
紀
以
降
、
「
底
に
到
る
に
非
ざ
れ
ば
止

わ
け
て
も
注
目
し
た
い
の
は
、
律
令
制
的

ま
」
ざ
る
が
ご
と
く
、
機
逃
の
弊
が
唐
朝
治
下
の
地
域
社
舎
を
覆
う
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、

そ
の
小
農
維
持
の
た
め
に
、
中
央
政
府
と
し
て
そ
れ
な
り
の
比
重
で
な
お
緊
鍛
の
臣
を
制
御
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
時
期
の
機
逃
の
弊
、
即
ち
郷
保
を
封
象
と
し
て
の
機
逃
の
鮮
で
あ
る
。
邦
保
へ
の
擬
逃
の
弊
は
、
玄
宗
朝
を
中
心
に
し
て
、
八
世
紀
以

‘凡
マ

降
・
問
中
葉
位
ま
で
の
時
期
に
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
、
奇
妙
に
も
七
世
紀
ま
で
は
史
料
的
に
朔
り
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
唐
で
の
邦
保
へ
の
擬

支
配
基
調
が
存
績
し
、
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逃
の
弊
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
瞳
と
し
て
一
つ
の
歴
史
性
を
帯
び
た
事
象
で
あ
る
と
思
わ
れ
、

し
た
が

っ
て
そ
の
よ
う
な
悪
鮮
の
祉
曾
問
題
化

の
背
後
に
は
、
そ
こ
に
固
有
な
歴
史
的
保
件
と
い
っ
た
も
の
が
想
定
さ
れ
る
。
け
だ
し
何
事
に
つ
け
、
い
か
な
る
強
力
を
も
っ
て
し
て
も
そ
れ

を
篠
件
も
な
し
に
強
行
し
且
つ
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
貼
、
唐
に
お
け
る
郷
保
へ
の
擬
逃
の
弊
は
、
八
世
紀
以
降
そ

れ
に
劃
す
る
禁
令
を
中
央
政
府
が
繰
り
返
し
申
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
程
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
あ
ら
し
め

た
一
候
件
と
し
て
、
と
き
に
擬
逃
の
弊
を
被
む
る
封
象
と
な
っ
た
郊
保
と
は
、
も
と
も
と
い
か
な
る
定
在
に
し
て
且
つ
機
能
を
負
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
の
論
酷
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、

「
搬
逃
の
弊
、
:
:
・
此
れ
皆
な
緊
数
の
臣
、

下
を
剥
し
上
に
娼
び
、
云
々
」
と
李
溺
の
言
う
よ
う
に
、

255 

一
般
に
擬
逃
の
弊
を
ひ

き
起
こ
す
の
は
地
方
官
人
で
そ
れ
は
邦
保
へ
の
縫
逃
の
弊
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
し
郷
保
へ
の
そ
れ
の
場
合
、
そ
う
し
た
州
将

官
人
が
八
世
紀
に
入
る
や
突
如
と
し
て
郷
保
へ
の
擬
逃
に
思
い
至
っ

た
と
い
う
風
に
も
思
え
な
い
。
む
し
ろ
、

「
下
を
剥
し
上
に
据
び
、
惟
だ
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思
停
を
渇
く
す
を
思
」
う
地
方
官
の
運
用
の
ゆ
え
に
こ
そ
や
が
て
否
定
的
な
悪
弊
を
生
起
す
る
こ
と
に
な
る
と
は
い
え
、
そ
れ
自
身
と
し
て
み
れ

ば
本
来
必
ず
し
も
否
定
的
要
素
を
帯
び
て
は
い
な
い
よ
う
な
、

そ
う
し
た

一
定
の
法

・
慣
行
が
先
行
的
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然

な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
第
二
の
論
貼
で
あ
る
。

唐
の
地
方
行
政
組
織
規
定
に
お
け
る
郊
保

唐
の
地
方
行
政
組
織
は

州
ー
豚
|
郷
|
里
l
戸
を
根
幹
と
す
る
。

四
至
内
の
管
轄
戸
数
の
大
小
か
ら
差
等
づ
け
ら
れ
る
上
級

ハ
州
|
豚
)

に
封
し
て
、
五
百
戸
・
百
戸
を
車
位
に
い
か
に
も
人
魚
的
に
設
定
さ
れ
た
の
が
下
級
の
(
郷
|
里
)
で
あ
る
が
、

他
系
列
の
「
自
然
村
」
的
な
村
・
坊
が
同
時
に
併
存
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
。
加
え
て
も

っ
と
下
位
に
お
い
て
は
、

ま
た
法
制
化
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

」
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
さ
ら
に
、

四
家
を
那
と
魚
し
五
家
を
保

ば(l~ と
帰
す
郊

保
も

す
な
わ
ち
、

近
衛
本
・

唐
六
典
巻
三
戸
部
員
外
郎
僚
の
記
述
に
よ

っ
て
示
せ
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百
戸
を
里
と
篤
し
、
五
皇
を
郷
と
篤
す
、
雨
京
及
び
州
燃
の
郭
内
を
分
か
ち
て
坊
と
篤
し
、

郊
外
を
村
と
篤
す
。

里
及
び
村
坊
、
皆
な
正
有
り
、
以
て
督
察

を
司
る
。

里
正
は
粂
ね
て
農
桑
を
課
植
し
、
賦
役
を
催
顧
す
。

〔
原
註
〕

四
家
を
郷
と
信
用
し
、
五
家
を
保
と
篤
す
。
保
に
長
有
り
、
以
て
相
禁
約
す
。

と
あ
る
よ
う
に
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

「
郷
里
制
」
・
「
村
坊
制
」

・
「
海
保
制
」
と
い
う
三
者
相
互
の
関
係
如
何
が
従
来
大
き
な
論
貼
を
構
成
し
た

わ
け
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
議
論
が
多
か
っ
た
の
は
「
郷
保
制
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
所
掲
の
六
典
記
事
の
類
に
信
を
置
い
た
場

わ
ず
か
一
家
ち
が
い
で
郷
と
保
と
が
わ
ざ
わ
ざ
別
箇
に
規
定
し
て
あ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

合
、
四
家
魚
郊
・
五
家
矯
保
と
い
う
の
で
は

多奇
妙
さ
。
に
開
し
て
で
あ
る
。
総
じ
て
そ
の
議
論
の
仕
方
は
、
各
自
依
援
す
る
史
料
の
選
捧
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
自
ら
は
ど

の
よ
う
に
那
と
保
と
の
組
織
的
な
組
み
合
わ
せ
を
構
想
す
る
の
か
(
五
家
一
保
設
と
、
四
邦
な
い
し
五
邦
一
保
設
と
に
大
別
さ
れ
る
〉
、

と
い

っ
た
も
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の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
貫
態
的
と
い
う
に
劃
し
て
は
寧
ろ
制
度
的
な
、

4
3
，
 

つ
ま
り
組
み
合
わ
せ
の
問
題
に
関
心
が
強
か
っ
た
。

れ
ぞ
れ
の
「
家
」
の
グ
ル
ー
プ
が
、

四
都
即
ち
四
家
の
組
織
が
、

賓
は
五
保
即
ち
五
家
の
組
織
の
内
部
に
包
含
さ
れ
る
も
の

四
家
な
り
五
家
な
り
で
、
上
か
ら
と
も
か
く

一
定
の
範
園
を
も

っ
て
邦
保
を
構
成
せ
し
め
ら
れ
る
そ

お
互
い
に
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
・
賞
態
的
関
係
の
ゆ
え
に
結
び
附
け
ら
れ
る
定
在
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て

「鄭
-e

保
の
並
立
に
つ
い
て
は
、

一
一
説
に
よ
っ
て
、

Aω
ヲ

ん
け
戸
、

で
」
あ
っ
た
、
と
し
よ
う
。
し
か
る
に
、

は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
必
ず
し
も
十
分
な
検
討
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
郡
保
に
閲
し
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
も
っ
て
目
を
引
く
の
は
、
構
成
単
位
が
「
家
」
で
あ
っ
て
、
「郷
里
制
」
の
よ
う
に

「戸」

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
引
の
六
典
記
事
で
も
そ
う
だ
が
、
唐
に
存
在
し
た

「
郷
里
制
」
・
「
村
坊
制
」

・
「
郷
保
制
」
に
つ
い
て
、
言

、同
ザ

，向
い
、

及
し
て
い
る
史
書
は
こ
と
ご
と
く
併
論
の
鐙
裁
を
と
っ
て
い
る。

そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
邦
保
が
「
家
」

か
ら
郷
里
が
「
戸
」

か
ら
構
成
さ
れ

A
N
w，
 

h
u
p
 

る
黙
に
か
ぎ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
に
異
同
は
な
い
の
で
あ
る
。
ひ
と
し
く
法
令
化
を
経
て
い
る
三
制
度
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
構
成
車
位
に

お
い
て
は
、

「
家
」
と
「
戸
」
と
で
巌
密
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。
思
う
に
、
中
園
史
上
に
お
け
る
翠
婚
形
態
の
早
期

の
費
生
と
展
開
と
は
、
さ
し
ず
め
常
に
念
頭
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
事
項
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
唐
で
も
、

4
H
V
 

'nu、

諸
そ
年
毎
に
一
た
び
計
帳
を
造
る
、

O
里
正
、
所
部
の
手
賞
を
責
め
、
具
に
家
口
・
年
紀
を
注
す
、

A
国
，

と
い
っ
て
、
「
戸
」
が
「
家
出
を
基
礎
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
窺
わ
れ
、

そ
し
て
そ
の
「
戸
」
と
は、

州
豚
の
下
に
位
置
す
る
最
小

帥

帥

政
治
車
位
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
戸
主
を
通
じ
て
な
さ
る
べ
き
「
艦
載
課
税
」
お
よ
び
均
田
給
授
の
単
位
で
あ
っ
た
。
と
き
の
基
本

- 61ー

蓋
帳
で
あ
る
籍
帳
、が
、
支
配
劉
象
た
る
百
姓
を
こ
う
し
た
「
戸
」
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
は
い
え
、
次
の
よ

う
な
事
例
が
あ
る
の
も
た
し
か
で
あ
る。

開
元

一
O
年
(
七
二
二
)
沙
州
懲
埠
鯨
莫
高
郷
籍
〈
草
案
)
王
万
書
戸
の
註
記
に
は
、

帥

伺

「
全
家
浪
落
」
と
記
し
、
ま
た
、
天
賓
六
載
籍
中
で
も
同
様
の
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
て
、
あ
た
か
も
戸
籍
記
載
上
に
お
い
て
す
ら

「家
」

と
「
戸
」
と
の
無
匡
別
を
き
た
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど

「戸
」
が
「
家
口
」

を
基
礎
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

す
な
わ
ち
、

257 

た
以
上
、
現
賓
に
両
者
が
、
限
り
な
く
「
戸
」

H

「
家
口
」
(
「
家
口
」
の
家
〉
の
線
に
漸
近
し
て
い

っ
た
で
あ
ろ
う
と
は
想
像
が
つ
く
。
「全
戸
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設
落
」
が
「
全
家
浪
落
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
或
い
は
そ
う
し
た
一
反
映
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

Z
-e
、.、

J
h
ふ
μ

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
郊
保
を
構
成
す
る
「
家
」
と
郷
里
の
「
戸
」
と
が
、
原
理
と
し
て
「
家
」
H

「戸」

で
あ
っ
た
と
即
座
に
い
附

「家
口
」
の
家
で
あ
る
か
ど
う
か

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
郊
保
の
「
家
」
が
、
例
え
ば

「家
人
」
の
家
と
の
比
較
問
題
を
も
含
め
て
、

は
な
お
慎
重
を
要
す
る
よ
う
に
思
う
。

試
に
唐
律
疏
議
に
お
け
る
家
の
使
用
例
を
み
て
も
、
居
住
家
屋
の
家
は
除
外
す
る
と
し
て
、

家
が
決
し

て
一
色
に
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
巻
三
名
例
三
・
犯
死
罪
非
十
悪
候
「
家
に
期
親
の
成
丁
な
き
者
は
、
上
請
す
」
お
よ
び
同
・
徒
陸

役
無
粂
丁
篠
「
諸
そ
徒
を
犯
し
て
役
す
ベ
く
、
而
も
家
に
粂
丁
な
き
者
」
の
「
家
」
は
、

い
ず
れ
も
疏
議
に
よ

っ
て

「
戸
内
」
即
ち
籍
帳
上
の

「
戸
」
の
意
味
に
解
さ
れ
、
巻
十
七
賊
盗

一
・
殺
一

家
三
人
保

「諸
そ

一
家
に
て
死
罪
に
非
ざ
る
三
人
を
殺
し
」
の

「一

家
」
は
、
本
文
註
に

よ
っ
て
「
同
籍
及
び
期
親
は
一
家
と
魚
す
」
な
の
で
あ
り
、
巻
五
名
例
五
・
共
犯
罪
造
意
魚
首
候
「
若
し
家
人
共
に
犯
さ
ば
、
止
だ
傘
一械
を
坐

「
唯
だ
同
居
の
傘
長
の
み
、
漏
り
坐
す
」
と
の
疏
文
か
ら
し
て
「
同
居
」
に
同
じ
い
、
ー
ー
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
の

す
」
の
「
家
」
は

- 62ー

み
な
ら
ず
、
前
述
の
ご
と
く
「
全
家
波
落
」
と
さ
え
記
し
か
ね
な
か
っ
た
現
存
唐
戸
籍
で
は
あ
っ
て
も
、
し
か
る
俳
そ
こ
で
の
登
載
記
事
中
に

は
、
郷
・
里
の
語
は
あ
る
が
、
村
・
坊
と
と
も
に
郷
・
保
の
語
が
全
く
出
て
こ
な
い
。
ま
た
、
唐
戸
令
復
原
第
六
僚
に

諸
そ
戸
主
は
、
比
白
な
家
長
を
以
て
之
と
信用
す、

と
み
え
て
、
従
来

「家
」
H
「
戸
」
と
考
え
る
論
者
の
有
力
な
論
擦
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、

た
だ
、
果
し
て
そ
う
な
ら
、
必
ず
し

も
こ
の
よ
う
な
表
現
に
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。

こ
の
勲
、

「(右
の
規
定
の
如
く

・山
帥

家
長
は
必
ず
戸
主
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
」

嘗
該
俊
文
を
引
き
つ
つ
日
野
開
三
郎
氏
が
、

根
)
あ
る
に
よ
れ
ば
、
少
く
と
も
戸
主
は
必
ず
家
長
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、

と
い
わ
れ
て
い
る
の
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

畢
寛
か
く
み
て
く
る
な
ら
ば
、
唐
の
郷
里
と
邦
保
が
そ
れ
ぞ
れ

「
戸
」
と
「
家
」
で
構
成
さ
れ
る
と
す
る
記
事
に
劃
し
て
、
「
戸
」
と
「
家
」

を
預
め
同
一
視
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
い
わ
れ
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
の
意
味
は
可
能
性
と
し
て
二
つ
あ
る
。
す
な

「
戸
」
と
「
家
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、

G
雨
者
は
同
一
の
範
園
・
封
象
を
共
有
賀
鐙
と
す
る
傾
向
に
あ
り
な
が
ら
、

主
に
定
在
次
元

わ
ち
、



お
よ
び
機
能
内
容
の
相
違
ゆ
え
に
、
属
性
を
異
に
し
従
っ
て
呼
稽
も
異
な
る
と
み
る
場
合
、
。
単
に
定
在
次
元
お
よ
び
機
能
の
相
違
に
と
ど
ま

ら
ず
、
南
者
が
必
ず
し
も
同
一
賓
睦
を
共
有
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
み
る
場
合
、
で
あ
る
。

わ

帥

は
戸
を
析
か
ち
、
虚
敷
を
張
り
て
以
て
責
を
寛
う
す
。
」
と
か
、
「
大
功
己
下
は
、

粂
ね
て
籍
を
析
か
も
、
戸
頭
と
魚
し
て
、
以
て
容
憶
を
防
が

闘

っ

く

し

た

が

し
」
め
た
大
索
貌
関
と
か
、
さ
ら
に
「
諸
そ
戸
の
、
口
を
祈
き
出
し
て
戸
を
漏
り
、
及
び
口
を
首
い
附
け
て
戸
を
漏
ら
ん
と
欲
す
る
者
は
、
成

A
叶
dv

h
v
v
 

丁
に
非
ざ
れ
ば
、
皆
な
析
く
べ
か
ら
ず
。
躍
に
分
か
つ
べ
き
者
は
、
此
の
令
を
用
い
ざ
れ
。」
等
の
事
例
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
戸
」
に
は

し
ば
し
ば
権
力
的
操
作
ひ
い
て
は
そ
の
結
果
と
し
て
の
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
性
と
い
う
側
面
が
随
伴
し
て
い
る
。
こ
れ
を
重
視
す
る
な
ら
、

。
の
場

「
病
疫
水
皐
あ
り
て
、
戸
口
減
耗
す
れ
ば
、
刺
史

合
の
可
能
性
も
無
下
に
消
去
し
え
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
本
稿
で
は
い
ま
そ
れ
を
検
討
す
る
徐
裕
は
も
ち
あ
わ
せ
な
い
。
た
だ
こ
れ
ま
で
の
と

こ
ろ
か
ら
で
も
、
最
低
限
度
、

θ
の
場
合
は
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
再
び
想
い
起
こ
し
た
い
の
は
、

郷
里
・
村
坊
・
邦
保
を
併
論
し
て
い
る
史
料
で
あ
る
。

で
は
、
村
坊
の
ば
あ
い
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

、通
典
巻
三
食
貨
三
・
郷
黛
に

こ
こ
ま
で
封
比
し
な
が
ら
見
て
き
た
の

- 63-

は
、
郷
里
と
邦
保
の
構
成
車
位
に
閲
し
て
で
あ
っ
た
。

は
、
郷
里
・
郷
保
と
里
正
の
職
掌
と
を
論
じ
た
の
ち
、

ロ
巴
居
に
在
る
者
を
坊
と
篤
す
。
別
に
正

一
人
を
置
き
、
坊
門
の
管
舗
を
掌
り
、
姦
非
を
督
察
す
。

並
に
其
の
課
役
を
克
ず
。
田
野
に
在
る
者
を
村
と
震
す
。

別
に
村
正

一人
を
置
く
。
其
の
村
、
百
家
に
満
つ
れ
ば
、
一
人
を
増
置
す
。
掌
は
坊
主
に
同
じ
。
其
の
村
居
、
如
し
十
家
に
満
た
ざ
る
者
側
、

大
村
に
隷
入

し
、
別
に
村
正
を
置
く
を
須
い
ず
。

と
記
し
て
い
る
。
明
白
な
の
は
、
郷
里
の
五
百
・
百
と
は
遣
う
、
候
件
規
定
的
に
し
て
且
つ
幅
の
あ
る
基
数
適
用
の
仕
方
と
、
村
が

「家」

か

ら
な
っ
て
い
た
こ
と
と
で
あ
る
。
だ
が
、
同
一
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
も
の
を
針
表
現
し
て
い
る
と
費
し
い
「
邑
居
に
在
る
者
を
坊
と
震
す
。
:
:
:

田
野
に
在
る
者
を
村
と
爵
す
O

i
--・
」
と
の
い
い
ま
わ
し
そ
れ
に
村
正
が
「
掌
は
坊
正
に
同
じ
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
坊
も
ま

た
同
様
に
み
る
の
を
妨
げ
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
邦
保
と
同
じ
く
村
坊
の
ば
あ
い
も
、
車
位
と
な
る
の
は

「家
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

259 

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基
礎
箪
位
の
相
違
に
注
目
す
る
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
も
う
一
方
の
「
郷
里
制
」
と
樹
立
さ
せ
る
構
固
に
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お
い
て
、
却
っ
て
「
郡
保
制
」
と
「
村
坊
制
」
と
の
聞
に
は
或
る
種
の
近
接
性
の
方
が
浮
か
び
上
が

っ
て
こ
よ
う。

す
で
に
、

「
戸
」
の
も
つ
側
面
に
つ
い
て
は
柳
か
の
ベ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
然
的
で
あ
る
よ
り
寧
ろ
人
魚
的
か

つ
政
治
的
な
軍
位
で
あ
る
と

、
、
し
う

「
家
」
と
「
戸
」

と
で
、
事
質
、
園
家
権
力
の
封
慮
が
異
な
っ
て
い
た
こ

「家
」
に
な
い
属
性
が
「
戸
」

に
は
あ
り
え
た
の
で
あ
る。

と
は
、
唐
律
疏
議
巻
十
二
戸
婚
上
・
子
孫
不
得
別
籍
僚
に
明
瞭
で
あ
る
。
ま
ず
律
本
文
に

諸
そ
祖
父
母
父
母
出
し
て
、
子
孫
の
別
籍

・
異
財
す
る
者
は
、

徒
三
年
。
(
別
籍
と
異
財
と
は
相
官
た
ず
。
下
僚
此
れ
に
準
ず
。
)

と
あ
っ
て
、
祖
父
母
父
母
の
生
前
に
は
子
孫
が
別
籍
す
る
こ
と
も
異
財
す
る
こ
と
も
同
等
の
比
重
で
禁
じ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、
こ

の
後
に
は

若
し
祖
父
母
父
母
別
籍
せ
し
め
、
及
び
子
孫
を
以
て
人
の
後
を
妄
継
せ
し
む
る
者
は
、
徒
二
年
。

子
孫
は
坐
せ
ず
。

と
の
本
文
を
つ
づ
け
、
そ
し
て
そ
の
疏
文
の
一
節
に
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但
だ
別
措
精
を
云
い
て
、
其
れ
を
し
て
異
財
せ
し
む
る
を
云
わ
ず
。
異
財
せ
し
む
る
者
は
、
明
ら
か
に
其
れ
罪
な
き
な
り
。

と
読
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
状
の
「
戸
」
に
射
し
て
は
官
許
な
く
手
が
加
え
ら
れ
る
事
態
は
い
か
に
し
て
も
御
法
度
で
あ
っ

た

合
H
ヲ

ム
H
V

が
、
「
家
」
事
に
麗
す
る
異
財
に
つ
い
て
は
、

法
律
的
数
果
の
艶
よ
り
し
て
事
貫
上
の
ぱ
な
し
で
あ
っ
た

よ
う
に
さ
え
看
て
取
れ
る
(
祖
父
母

「
戸
」
と
し
て
認
識
し
且
つ
把
握
す
る
こ
と
に
劃
す
る
、
園
家
権
力
の
第

一
義
的

志
向
性
を
語
っ
て
除
り
あ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
戸
」
を
五
百
・
百
と
積
み
上
げ
て
な
る
「
郷
里
制
」
が
、
叉
、
そ
の
構
成

父
母
の
異
財
せ
し
む
る
者
は
無
罪
な
の
だ
か
ら
)
。

ひ
と
び
と
を
、

単
位
の
属
性
さ
な
が
ら
に
、

人
魚
的
・
政
治
的
性
格
を
強
く
刻
印
さ
れ
た
も
の
と
な
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。

劃
す
る
に
「
村
坊
制
」
「
邦
保
制
」
の
場
合
、
法
令
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
か
ぎ
り
で
は
、
「
郷
里
制
」
と
同
様
、
園
制
に
組
み
込
ま
れ
た
組

織
で
あ
っ
た
。
た
だ
異
な
っ
て
い
た
の
は
、

「
村
坊
制
」

「
邦
保
制
」
が
「
家
」
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

d
a，
 

ム
uv

る
家
は
、
財
を
共
に
じ
奏
を
同
ふ
す
る
親
属
の
共
産
圏
睦
で
あ
る
」
と
の
中
国
蒸
氏
の
言
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
「
家
」
は
、

さ
し
あ

「
蓋
し
唐
に
於
け

た
っ
て
律
令
用
語
に
い
う
「
同
居
」
ハ
H

「同
居
共
財
」
〉
の
意
の
家
に
比
定
し
て
恐
ら
く
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
人
魚
的
・
政
治
的
に



定
立
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
傾
向
の
濃
い
「
戸
」
に
比
し
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
自
然
的
・
私
的
な
、

と
こ
ろ
の
、

一
定
の
血
縁
・
祉
曾
関
係
を
基
礎
と
す
る

よ
り
現
貫
生
活
に
即
し
た
賓
態
上
の
皐
位
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
同
じ
く
法
制
化
を
被
む
る
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
自
身
が
人
魚
的
な
る
「
戸
」
か
ら
さ
ら
に
一
律
五
百
戸
・
百
戸
で
組
成
さ
れ
る
郷
里
と
ち
が
い
、
村
坊
・
邦
保
の
ば
あ
い
の
法
制
化

と
は
、
そ
う
し
た
貫
態
的
単
位
と
し
て
の
「
家
」
が
現
に
と
り
結
ん
で
い
る
貫
生
活
上
の
諸
関
係
お
よ
び
諸
秩
序
・
諸
機
能
に
射
し
て
、
そ
れ

を
圏
家
が
、

一
定
の
政
策
志
向
日
目
的
に
そ
っ
て
そ
の
ま
ま
認
知
・
利
用
す
る
か
、
或
い
は
出
現
形
し
て
認
知
・
利
用
す
る
か
に
す
ぎ
な
い
内
容

で
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
従
来
行
わ
れ
て
い
る
有
力
な
設
に
よ
れ
ば
、

「
郷
里
制
」
・
「
村
坊
制
」
を
そ
れ
ぞ
れ
「
人
震
直
分
」
・
「
自
然

、引
ザ

匡
分
」
と
し
、
さ
ら
に
「
郡
保
制
」
は
分
解
し
て
、
保
を
「
人
魚
匿
分
」
に
附
け
、
鄭
を
「
自
然
匡
分
」
と
す
ヤ

保
に
保
長
が
あ
っ
て
鄭
に

は
長
が
な
い
と
い
う
ち
が
い
は
あ
る
。
だ
が
、
し
ば
し
ば
連
文
さ
れ
も
す
る
こ
の
「
邦
保
制
」
の
保
と
鄭
と
の
あ
い
だ
に
、
「
郷
里
制
」
を

「
村
坊
制
」
を
「
自
然
匿
分
」
と
し
て
匿
別
づ
け
え
た
と
同
質
・
同
等
の
差
違
性
が
、
果
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
い

「
人
魚
匿
分
」
と
し
、

R
d
 

po 

う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
疑
問
に
思
え
る
。

郷
里
・
村
坊
・
郷
保
に
関
わ
る
諸
記
載
に
つ
い
て
は
、

典
等
所
載
の
唐
令
に
み
え
る
一
括
記
載
形
式
に
射
し
て
、
こ
れ
ま
で
長
く
疑
問
が
抱
か
れ
て
き
た
。

ば
、
編
纂
物
史
料
の
記
事
一
昨
性
格
か
ら
し
て
、
そ
れ
ら
は
一
僚
を
以
て
規
定
し
た
と
は
言
い
難
く
、
数
僚
の
令
文
を
適
宜
合
せ
て
な

っ
た
も
の

で
あ
る
と
ほ
ぼ
断
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
前
述
し
た
と
こ
ろ
と
の
開
係
で
い
う
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
郷
里
制
」
「
村
坊
制
」

因
み
に
な
お
、

や
や
例
外
的
な
近
衛
本
唐
六
典
記
事

(
前
掲
)
以
外
の
奮
唐
書

・
逼

い
ま
菊
池
英
夫
氏
に
よ
れ

し
か
る
に
、

「
邦
保
制
」
が
一
括
-
記
載
さ
れ
た
記
事
で
あ
り
な
が
ら
、
に
も
拘
ら
ず
、
混
間
も
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
車
位
は

「
戸
」
と
「
家
」
と
で
使
い

分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
責
に
射
し
て
、
あ
ら
た
め
て
固
有
の
意
味
を
想
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

261 
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唐
の
郷
保
と
そ
の
機
能

1 

い
わ
ゆ
る
「
郊
保
代
済
の
法
」
に
関
し
て

律
文
中
に
見
え
る
「
邦
保
制
」
に
直
接
関
係
あ
り
と
思
わ
れ
る
規
定
よ
り
す
れ
ば
、
そ
の
機
能
は
た
し
か
に
治
安

・
警
察
的
な
も
の
に
限
ら

れ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
従
来
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
見
解
で
は
、
多
少
は
あ
れ
、

「唐
代
の
郷
里
制
は
徴
税
目
的
に
即

h
u
v
 

郷
保
制
は
警
察
目
的
に
即
躍
す
る
た
め
の
組
織
で
あ
」

る
と
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
理
解

倒

は
、
事
質
的
に
は
存
在
し
た
邦
保
に
よ
る
税
役
代
納
と
い

っ
た
事
態
も
、
総
じ
て

「
別
に
園
家
よ
り
容
認
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い」

と
み
る

認
識
と
表
裏
一
剛
胆
で
あ
っ
た
。
邦
保
に
劉
し
公
的
に
は
何
ら
の
徴
税
機
能
も
負
わ
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
わ
れ
て
い
る
こ

4
μ
ソ

A
H
V
 

と
が
た
だ
し
い
と
す
れ
ば
、
唐
の
海
保
と
日
本
の
保
(
郷
は
制
度
的
に
飲
落
)
と
で
は
、

醸
す
る
た
め
の
組
織
で
あ
り
、

- 66ー

機
能
面
に
お
い
て
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う

べ
き
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
史
料
残
存
の
む
ら
(
就
中
、
行
政
法
の
〉
を
考
慮
す
る
な
ら
、
郷
保
の
機
能
を
、

倒

倒

「
謀
役
の
矯
め
に
文
を
生
ず
」
る
令
に
劃
し
て
、
「
定
刑
を
以
て
制
を
立
つ
」
の
が
律
で
あ
っ
た
。
こ
の
ち
が
い
は
無
覗
で
き
な
い
と

一
重
に
律
文
等
か
ら
蹄
納
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ

ろ
う
。

つ
ま
り
、
そ
う
し
た
貼
を
も
考
慮
し
た
な
ら
ば
、
公
認
と
い
う
意
味
で
の
、
唐
に
お
け
る
邦
保
の
徴
税
機
能
の
有
無
に
閲
し
て
は
、
存

在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
積
極
的
に
誼
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

事
質
、

岡
崎
文
夫
氏
の
ば
あ
い
に
は
、
字
文
融
の
括
戸
政
策

A
リ

'M
n、

と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
「
恐
ら
く
古
く
か
ら
の
習
慣
た
る
邦
保
代
済
の
法
」
と
い
う
も
の
を
推
察
さ
れ
て
い
る
。

思
う
。

「
邦
保
制
」
が
、

自
ら
の

機
能
を
、
そ
も
そ
も
か
ら
し
て
警
察
目
的
の
中
に
の
み
自
己
規
制
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
は
る
か
に
不
自
然
だ
と
私
も
思
う
。
ゆ

与
え
に
、

岡
崎
氏
の
い
わ
れ
た
「
古
く
か
ら
の
習
慣
た
る
邦
保
代
済
の
法
」
、
こ
れ
が
存
在
し
た
跡
を
見
出
し
う
る
か
ど
う
か

そ
れ
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

問
わ
る
べ
き
は

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
嘗
然
、

G
「
都
保
制
」
の
機
能
を
治
安
・
警
察
側
面
に
倭
小
化



し
、
@
郷
保
の
代
職
と
い
え
ば
の
っ
け
か
ら
そ
れ
を
法
規
に
違
反
す
る
行
震
と
と
ら
え
た
、
そ
の
よ
う
な
従
来
通
行
し
て
い
る
見
解
へ
の
批
判

と
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
検
討
し
て
み
た
い
の
は
日
本
養
老
戸
令
第
十
「
戸
逃
走
篠
」
相
首
の
唐
令
に
闘
し
て
で
あ
る
。
相
嘗
僚
の
存
在
が
唐
戸
令
に
も
確

，M
闘い

寅
な
第
九
「
五
家
係
」
の
あ
と
に
、
次
い
で
こ
の
「
戸
逃
走
傑
」
が
規
定
さ
れ
て
あ
る
。

'
凡
そ
戸
逃
走
せ
ら
ば
、
五
保
を
し
て
追
ひ
訪
は
し
め
よ
。
一
ニ
周
ま
で
に
獲
ず
は
、
帳
除
け
。
其
れ
地
は
公
に
還
せ
。

還
さ
ざ
ら
む
閲
、
五
保
及
び
三
等
以
上

の
親
、
均
分
し
て
佃
り
食
め
。
租
調
は
代
り
て
輸
せ
。
ハ
三
等
以
上
の
親
と
い
ふ
は
、
同
里
に
居
住
す
る
者
を
い
ふ
。
)
戸
の
内
の
口
逃
げ
た
ら
ば
、
同
戸
代

帥

り
て
輸
せ
。
六
年
ま
で
に
獲
ず
は
、
亦
帳
除
け
。
地
は
上
の
法
に
准
へ
よ
。

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
現
存
唐
令
な
い
し
趣
意
文
に
は
、
こ
の
規
定
に
相
賞
す
る
逸
文
が
み
あ
た
ら
な
い
。
だ
が
、
右
篠
文
の
「
租
調
代

職。
L

に
関
す
る
集
解
に
、
「
穴
云
う
。
租
調
の
代
職
、
各
々
田
元
け
れ
ば
、
租
を
出
さ
ざ
る
な
り
。
此
の
文
、
唐
令
と
改
替
す
る
の
故
な
り
。

み

但
し
調
は
、
五
保
及
び
三
等
均
な
出
す
、
地
の
有
無
を
論
ぜ
ざ
る
な
り
。
云
々
L

L
」
の
穴
記
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

、笥
J
，

'
MH
、

ま
ず
、
仁
井
田
氏
併
「
右
に
い
ふ
唐
令
と
は
、
日
本
戸
令
戸
逃
走
篠
第
十
候
相
嘗
の
唐
令
を
指
す
も
の
と
思
ふ
」
と
い
わ
れ
、
こ
れ
に
松
本
善

海
氏
も
同
調
さ
れ
た
。
け
だ
し
、
首
肯
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
し
て
、
穴
記
に
い
う
「
唐
令
」
が
ど
の
年
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
記

A
刊明，

'
M円、

識
の
か
ぎ
り
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
但
し
、
日
本
養
老
令
が
唐
永
徽
令
を
縫
受
し
た
も
の
で
あ
る
黙
を
勘
案
す
れ
ば
、
す
で
に
永
徽
年
聞
に
お

い
て
、
「
戸
逃
走
僚
」
に
相
嘗
す
る
候
文
が
唐
令
に
も
存
し
た
こ
と
に
な
る
筈
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず、

唐
令
の
「
恐
ら
く
多
く
の
俊
文
が
、

A
N
切，

ん
凶
い

武
徳
令
以
来
そ
れ
程
大
き
な
嬰
更
は
被
ら
な
い
で
開
元
令
に
至
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
」
こ
と
よ
り
、

そ
の
篠
文
が
武
徳
令
以
来
存
在
し
て

品
ハ
リ

'
M明。

い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う。

- 67ー

し
か
る
に
、
何
と
い
っ
て
も
問
題
な
の
は
、

日
本
令
「
戸
逃
走
篠
」
相
嘗
の
唐
令
自
身
が
、

一
世
い
か
な
る
内
容
を
も
っ
て
規
定
せ
ら
れ
て

い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
論
、
直
接
に
逸
文
は
現
存
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
菊
池
氏
に
よ
り
新
た
に
提
起
せ
ら
れ

263 

た
令
文
復
原
の
一
方
法
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

日
本
令
に
あ
る
も
の
で
さ
ら
に
唐
令
に
在
っ
て
不
思
議
で
な
い
候
文
の
ば
あ
い
、

こ
れ
に
、
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「
諸
書
に
引
か
れ
た
唐
の
詔
救
文
に
、
正
に
日
本
の
養
老
令
候
文
に
相
嘗
・

酎
躍
す
る
箇
僚
を
見
出
す
」
と
い
う
篠
件
が
加
え
ら
れ
る
な
ら
、

ペ司
'M
料
、

そ
の
唐
令
後
文
の
存
在
は
確
賓
視
し
て
よ
い
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
参
考
に
し
た
い
と
思
う
。
該
嘗
す
る
詔
救
文
と
は
、

d
ザ

ム
凶
い

一
三
四
四
抗
に
み
え
る
、
開
元
戸
部
格
所
牧
の
唐
隆
元
年
(
七
一

O
)
教
で
あ
る
。

ス
タ
イ
ン
敦
煙
文
献

甲
若
し
逃
人
三
年
内
に
節
す
る
者
は
、

其
の
際
物
を
還
せ。

殺
す
。

削
逃
人
の
田
宅
は
、
師
側ち
資
質
す
る
を
容
す
を
得
ず
。
制
其
の
地
は
郷
原
の
僚
に
依
っ
て
、
租
し
て
謀
役
に
充
て
、
隣
有
ら
ば
官
牧
す
る
に
任
す
e

川
英
の
田
宅
無
く
、

逃
げ
て
三
年
以
上
を
経
て
還
ら
ざ
る
者
は、

更
に
邦
保
を
し
て
租
課
を
代
出

せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

麿
元
年
七
月
十
九
日

叉
、
こ
れ
と
同
一
の
こ
と
を
記
し
た
と
認
め
ら
れ
る
の
が
文
苑
英
華
巻
四
六
五
詔
敷
七
・
誠
勘
風
俗
放
で
あ
る。

乙
凶
(
前
略
〉
諸
州
の
百
姓
、
多
く
逃
亡
す
る
有
る
は
、
良
に
州
豚
の
長
官
の
、
継
い
{
子
に
所
を
失
な
う
に
由
る
。
或
い
は
側
近
に
住
居
す
る
に
、

を
作
し
、
或
い
は
逃
げ
て
他
州
に
在
る
に
、
邦
保
に
横
徴
し
、
逃
人
の
田
宅
、
因
り
て
賎
(
賊
〉
寅
を
被
む
る
。
宜
し
く
州
燃
を
し
て
、
招
携
し
て
復
業
せ

し
む
べ
し
。

同
其
の
逃
人
の
回
宅
は
、
師
側
ち
賀
買
す
る
を
容
す
を
得
ず
。

制
其
の
地
は
郷
源

(原
)
の
例
に
依
っ
て
、
租
し
て
州
燃
の
倉
に
納
む
る
に
任
す
e

帥

ω租
地
人
を
し
て
租
課
を
代
出
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。
(
後
略
)

虚
に
破
除

- 68ー

と
あ
る
の
が
そ
う
で
あ
る
。
「
邦
保
に
横
徴
(
横
徴
邦
保
)
」
す
る
こ
と
に
封
虚
し
て
い
る
貼
か
ら
、
ま
ず
は
、

郷
保
へ
の
擬
逃
の
弊
禁
止
に
か

か
わ
る
記
事
と
し
て
、
唐
で
も
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
例
に
属
す
る
よ
う
に
思
う
。
だ
が
、
押
・
巴
両
者
の
聞
に
は
か
な
り
大
幅
な
字
句
の
異

同
が
見
ら
れ
、
と
り
わ
け
伊
の
「
若
し
逃
人
三
年
内
に
闘
す
る
者
は
、
其
の
駿
物
を
還
せ
。
其
の
回
宅
無
く
、
逃
げ
て
三
年
以
上
を
経
て
還
ら

ざ
る
者
は
(
若
逃
人
三
年
内
餓
者
、
還
其
膿
物
。
其
無
一出家
】、

逃
経
三
年
以
上
不
明
書
〉
」
の
部
分
を
、
巳
で
は
全
く
依
く
。
そ
の
結
果
悶
で
は
、
制
で

「
租
地
人
を
し
て
租
課
を
代
出
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。
」
と
記
す
と
い

「
租
し
て
州
聴
の
倉
に
納
む
る
に
任
す
。
」

ωで
は

と
い
い
な
が
ら
、

合

ua
b
P
1
J
 

ぅ
、
一
目
で
矛
盾
と
お
.
ほ
し
い
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
乙
に
の
み
見
え
る
ゅ
の
部
分
は
い
わ
ば
護
救
の
背
景
説
明
で
あ
り
、
格
に
牧
め
ら
れ
た

、tJ

、hl
'

F

F

F

刊
で
依
除
し
て
い
る
の
は
嘗
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
は
、
甲
の
同
・

ω・
ωと
乙
の
同
・
刷
・
伺
と
が
封
躍
す
る
の
で
あ
る
が
、
制
の

「
租

r

L

f

l

k

r

l

k
 



し
て
課
役
に
充
て
、
勝
有
ら
ば
官
牧
す
(
租
充
謀
役
、
有
機
官
収
〉
」
が
刷
で
「
租
し
て
州
鯨
の
倉
に
納
む
(
租
納
州
勝
倉
)
」
と
な
っ
て
い
る
の
が

や
や
目
立
つ
程
度
で
、
線
じ
て
、
聞
の
方
が
詳
細
に
し
て
具
佳
的
で
あ
り
、
か
つ
内
容
的
に
も
筋
が
逼
る
。
現
行
法
と
し
て
以
後
も
直
に
機
能

し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
遣
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
る
所
、
乙
の
刷
・

ω
・

ωは
正
確
に
全
文
を
博
え
て
い
る
と
は
思

同

〔

〕

わ
れ
ず
、
政
策
分
析
上
、
採
る
べ
き
は
問
の
同
・

ω
・

ωで
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
。
た
だ
、
瑳
敷
の
背
景
に
つ

い
て
は
、
巳
ー
ー

ωに
よ
っ
て

見
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち

諸
州
の
百
姓
、
多
く
逃
亡
す
る
有
る
は
、
良
に
州
豚
の
長
官
の
、
繰
字
に
所
を
失
な
う
に
由
る
。

或
い
は
側
近
に
住
居
す
る
に、

帥

虚
に
破
除
を
作
し
、
或
い

は
逃
げ
て
他
州
に
在
る
に
、
邦
保
に
横
徴
し
、
逃
人
の
回
宅
、
因
り
て
賊
賀
を
被
む
る
。

宜
し
く
州
豚
を
し
て
、
招
携
し
て
復
業
せ
し
む
べ
し
。

と
そ
れ
は
い
う
。
け
だ
し
既
に
逃
亡
せ
る
戸
を
、

い
か
に
招
携
し
て
業
に
復
せ
し
め
る
か
が
嘗
該
敷
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
承

け
、
そ
し
て
そ
の
貧
現
の
震
の
具
僅
策
と
し
て
伺
・
刷
・
制
が
来
る
の
で
あ
り
、
第

一
の
強
調
黙
が
刷
の
逃
棄
田
の
貰
買
を
巌
禁
す
る
と
い
う

倒

こ
と
で
あ
る
。
「
元
来
、
逃
禁
固
は
、
玄
宗
期
以
前
に
お
い
て
は
、
官
権
に
よ
る
保
管
を
原
則
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
」
、
し
か
る
に
現
賓

は
、
早
く
も
園
家
を
し
て
「
逃
人
の
回
宅
は
、
概
ち
賓
買
す
る
を
容
す
を
得
ず
」
と
申
明
せ
し
め
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
制
の
部
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分
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
勿
論
、
七
一

O
年
段
階
に
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
原
則
な
ど
で
は
な
い
。

縫
い
で
似
で
は
、
前
に
買
買
し
で
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
逃
棄
回
を
、

「
郷
原
の
債
に
依
っ
て
、
租
し
て
謀
役
に
充
て
、

勝
有
ら
ば
官
牧
す

る
に
任
す
よ
と
い
う
方
法
で
保
管
し
、

ま
た
「
若
し
逃
人
三
年
内
に
信
仰
す
る
者
は
、
其
の
験
物
を
還
せ
。
」
と
い
っ
て
、
勝
物
の
使
途
が
還
逃

1
1
J

、ll
J

F

戸
の
更
生
に
あ
る
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
の
代
耕
人
は
だ
れ
で
あ
ろ
う
。
甲
|
似
と
乙

lω
と
の
封
贋
で
「
邦
保
」

H

「
租

〔

〔

伺

地
人
」
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
代
耕
人
も
嘗
然
、
逃
戸
の
邦
保
に
属
す
る
「
家
」
だ
と
考
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
劃
し

て
近
年
、
そ
凶
し
た
郷
保
へ
の
制
約
と
い
う
も
の
を
否
認
し
、
む
し
ろ
こ
こ
に
「
任
意
の
租
佃
」
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
読
も
あ
ら
わ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
果
し
て
そ
の
よ
う
に
み
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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字
文
融
の
括
戸
政
策
賞
施
に
あ
た
っ
て
瑳
せ
ら
れ
た
、

開
元
九
年
(
七
一
一
一
)
二
月
乙
酉
詔
に
は

た
と
え
ば

「
通
亡
は
歳
ご
と
に
積
も
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、引
リ

ん
句
、

郷
畑
仰
は
買
に
其
の
径
を
受
く
。」
と
あ
っ
て
、
邦
保
が
逃
亡
民
を
出
し
た
の
を

融
の
反
割
論
者
で
あ
っ
た
陽
程
豚
尉
皇
甫
僚
の
上
疏
中
に
は
、「
(
出
使
に
態
た
る

の
輩
)
、
務
め
て
勾
剥
を
以
て
計
と
信
用
し
、
州
鯨
は
罪
を
耀
れ
て
、
牒
に
擦
り
て
卸
な
わ
ち
徴
す
。
逃
戸
の
家
は
、
邦
保
済
ま
さ
ざ
れ
ば
、
叉

、
同開

倒

た
更
に
職
せ
し
む
。」
と
あ
っ
て
、
岡
崎
氏
の
理
解
せ
ら
れ
た
ご
と
く
「
逃
亡
の
家
は
郷
保
代
出
せ
し
む
る
法
規
が
あ
る
と
云
っ
て
居
る
」

と
解

し
う
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
園
家
意
志
と
し
て
そ
の
よ
う
な
側
面
を
も
含
む
融
の
括
戸
策
を
採
用
し
た
玄
宗

・
開
元
朝
が
、
そ
の
一
方

で
、
原
理
を
異
に
す
べ
き
住
時
の
「
任
意
の
租
佃
」
を
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
開
元
戸
部
格
に
牧
録
し
寅
施
し
よ
う
と
し
た
と
は
考
え
難
か
ろ

り
、
流
誌
は
日
ご
と
に
滋
し
。

州
豚
は
以
て
衿
み
を
魚
さ
ず
、

省
罪
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
支
ど
り
に
、

嘗
時
、

ぅ
。
そ
れ
に
、
少
な
く
と
も
玄
宗
靭
の
政
策
は
、
一
貫
し
て

「
都
保
代
済
の
法
」
を
贋
棄
し
て
は
い
な
い

の
で
あ
る

〈
後
述
す
る
〉。
す
な
わ
ち、

制
の
主
瞳
H
代
耕
人
に
は
や
は
り
邦
保
を
考
え
る
の
が
よ
い
と
思
う
。

一
般
的
に
「
郷
保
を
し
て
租
謀
を
代
出
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。」

と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
。
「更

し
た
が
っ
て
、
そ
の
あ
と
に
績
く
削
も、

に
:
:
:
得
ざ
れ
」
な
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
い
う
場
合
に
「
更
に
郷
保
を
し
て
代
出
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。」

な
の
か
と
い
え
ば
、「
其
の
田
宅
無

く
、
逃
げ
て
三
年
以
上
を
樫
て
還
ら
ざ
る
者
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

ωに
お
い
て
都
保
に
は
、
逃
棄
田
を
「
郷
原
の
債
に
依
っ
て
、
租
し
て
課
役

に
充
て
」
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

但
し
そ
の
義
務
は
牢
永
久

・
絶
劉
的
な
の
で
は
な
く
、
す
な
わ
ち
こ
の

ω項
に
お
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つ
ま
り
別
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
こ
の
附
の
規
定
は
、

φ

其
の
田
宅
有
り
、
逃
げ
て
未
だ
三
年
に
満
た

ざ
る
者
は
、
(
刷
で
の
方
式
を
用
い
て
)
郷
保
を
し
て
租
課
を
代
出
せ
し
む
。
と
で
も
い
う
べ
き
内
容
を
、
却
っ
て
否
定
の
相
に
お
い
て
績
文
し
た

い
て
制
限
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

に
す
.
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
恐
ら
く
、

天
下
の
戸
口
は、

そ
の
よ
う
な
構
文
を
と
っ
て
い
る
か
ら
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

帥

亡
逃
半
ば
を
過
ぎ
、
租
調
は
既
に
減
じ
て
、
園
用
足
ら
ず
」
と
い
わ
れ
る
嘗
時
に
お
い
て
、

自
己
の
考
課
を
こ
そ
一
義
に
慮

「今

そ
う
し
た
制
限
な
ど
無
硯
し
て
「
郷
保
を
し
て
租
課
を
代
出
せ
し
」
め

(U
「
横
徴
」
し
)、

b
hv
 

り
て
賊
買
を
被
む
」
り
「
其
の
簡
復
す
る
に
及
び
て
も
、
依
り
て
投
ず
る
所
無
し
」
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果、

ね
た
郷
保
の
中
か
ら
さ
ら
に
新
た
な
逃
戸
が
誕
生
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
す
で
に
逃
戸
と
な

っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
招
携
し
て

る
地
方
官
吏
が
、

そ
れ
ゆ
え
「
逃
人
の
田
宅
、
因

「
横
徴
」

に
堪
え
か



業
に
復
せ
し
め
る
の
が
殆
ど
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
貫
の
悪
循
環
に
封
し
て
、
け
だ
し
そ
の
打
闘
を
焦
眉
の
急
と
す
る
観
念
こ
そ
が

よ
り
直
裁
で
剖
麿
的
な
か
か
る
禁
止
構
文
の
瞳
裁
を
撰
揮
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
量
さ
れ
る
。

藍
倒
し
、

そ
の
こ
と
が
、

か
く
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
彼
我
の
社
舎
制
度
の
相
違
で
割
前
す
べ
き
黙
を
除
い
て
、
唐
隆
元
年
放
の

ωω
部
分
と
日
本
令

A
万岬，

ふ
h
v

「
戸
逃
走
篠
」
の
該
嘗
部
分
と
が
、
極
め
て
相
似
た
論
理
構
成
・
内
容
を
星
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(c) (b) 

保郊を 其其有駿其ののの

てし i無くE署を長聖
唐

租謀 還せ官収す〔保郷
隆

定出 逃げ 。にる 、

せ三て 任す響お フロ

むし年上以 若 屈胤
る し Uこ

得をざ を 逃依 年
経人つ
てコて一、

れ還
年内 租

教
ざら fこし

る 鋳す て
者 る 謀役
t主、 者に

更 は充
、て、

周
親、其〔

ま 均の
で 分地

し〕 養

獲ず
て還

イり田 ざら 老
ii 、

食ら

申除け長
めむ メμ入
。の

租調 問 戸ー寸

其 は T
れ 代ー 逃
地

寸そ仁 扇内は
ふ，入、I 輪、 走

せ
還 。五

t傑
せ 保。

及ぴ

等以

上
の
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文
法
・
語
順
は
違
う
が
、
内
容
面
に
注
意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、

日
本
令
に
封
躍
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
内
容
か
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

ー「

勝

有
ら
ば
官
政
す
。
若
し
逃
人
三
年
内
に
掃
す
る
者
は
、
其
の
駿
物
を
還
せ
に
だ
け
で
あ
る。

さ
れ
る
の
は
、

ωの
部
分
と
そ
れ
に
封
躍
す
る
日
本
令
の
部
分
と
の
関
係
で
あ
る
。

ωの
「
其
の
田
宅
無
く
、

逃
げ
て
三
年
以
上
を
経
て
還
ら

そ
の
他
は
基
本
的
に
封
醸
し
、

別
け
て
も
剖
目
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ざ
る
者
は
、
更
に
海
保
を
し
て
租
課
を
代
出
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。
」
に
射
し
て
、

養
老
令
の
「
三
周
ま
で
に
獲
.
す
は、

公
に
還
せ
。
」
の
方
も
、
裏
返
し
て
や
や
詳
し
く
綴
れ
ば
類
似
の
表
現
に
は
な
ろ
う
。
。
其
の
田
宅
無
く
、

逃
げ
て
三
年
以
上
を
経
て
還
ら
ざ
る

者
は
、
更
に
五
保
及
び
三
等
以
上
の
親
を
し
て
租
調
を
代
轍
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
o

p

と
で
も
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
雨
者
が
相
似
た
論
理
で

構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
か
ら
推
及
し
て
、
唐
隆
元
年
款
に
見
え
る
「
其
の
田
宅
無
く

(
其
無
回
宅
ど
に
は
、
違
法

な
「
賊
責
」
等
の
結
果
に
よ
る
場
合
は
勿
論
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
恐
ら
く
は
叉
、

還
公
の
結
果
に
よ
る
場
合
も
含
意
さ
れ
、
そ
の
還
公
と
い
う

僻

事
態
は
逃
亡
後
三
年
に
し
て
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
黙
は
、

ωの
、
若
し
逃
人
が
三
年
内
に
信
仰

帳
除
け
。

其
れ
地
は
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「
其
の
駿
物
を
還
せ
」
と
い
っ
て
い
る
が
田
宅
を
還
せ
と
は
い
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
支
持
さ
れ
よ
う
。
還
字
は
も
と
に

倒

か
え
す
の
義
で
あ
る
の
で
、
法
上
、
三
年
内
は
逃
人
の
保
有
で
還
公
を
み
な
い
と
す
れ
ば
、
も
と
よ
り
、
窪
田
宅
を
い
う
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ

「
逃
げ
て
三
年
以
上
を
経
て
還
ら
ざ
る
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
、
逃
人
を
蓋
帳
か
ら
除
く
際
の
法
的
保
件
で
も
あ
っ
た

還
し
た
場
合
に
、

る
。
さ
ら
に
ま
た
、

こ
と
を
知
り
う
る
。

こ
の
よ
う
に
、
逃
人
を
蓋
帳
か
ら
除
か
ず
逃
棄
田
の
還
公
も
し
な
い
三
年
聞
が
、
唐
隆
元
年
敷
と
養
老
令
と
に
共
通
せ
る
代
出
H
代
総
の
義

務
年
限
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
皐
な
る
偶
然
的
符
合
の
域
を
明
ら
か
に
越
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
い
な
、
こ
の
よ
う
に
い
う
よ
り
早
く
、

私
見
の
唐
隆
元
年
数
に
劃
す
る
理
解
が
「
戸
逃
走
篠
」
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
部
分
の
あ
る
の
を
否
定
し
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
う
し
た
こ

と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
鐙
、

都

さ
ら
に
両
者
の
聞
の
親
近
性
を
確
信
‘つ
け
る
も
の
と
思
う
。
そ
れ
に
、
代
出

・
代
職
の
主
睦
が
、

伺

保
」
と
「
五
保
及
び
三
等
以
上
の
親
」
と
で
異
な
り
、
其
の
地
の
保
管
の
仕
方
が
、
「
郷
原
の
債
に
依
っ
て
、
租
し
て
:
:
:
・」
と
「
均
分
し
て

「
謀
役
」
(リ
租
調

・
役
〉
と
「
租
調
」
と
で
異
な
る
、
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
、
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佃
り
食
め
」
と
で
異
な
り
、
さ
ら
に
代
出

・
代
職
の
色
白
が
、

代
納

・
代
職
が
逃
禁
固
の
保
管
と
表
裏
一
睡
で
あ
る
と
い
う
貼
に
お
い
て
は
、
や
は
り
雨
者
に
、
太
い
共
通
の
原
則
が
貫
い
て
い
る
の
を
看
取

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
顧
る
に
、

養
老
令
の
藍
本
は
唐
、
氷
徽
令
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
養
老
令
「
戸
逃
走
候
」
と
右
の
ご
と
く
親
近
性
を
示

す
首
該
敷
と
の
共
在
は
、

一
方
で
、
明
ら
か
に
養
老
令
「
戸
逃
走
篠
」
相
嘗
の
唐
永
徽
令
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
誼
明
し
、
同
時
に
他
方
で

は
、
開
元
戸
部
格
に
牧
録
の
唐
隆
元
年
敷
が
、
文
の
配
列
・
表
現
は
と
も
か
く
そ
の
内
容
H
政
策
志
向
か
ら
す
れ
ば
、
大
部
分
に
お
い
て
、
そ

れ
よ
り
以
前
に
存
在
し
て
い
る
令
文
の
単
な
る
申
明
と
い
う
に
幾
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
断
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

2 

郊
保
の
結
合
の
あ
り
方
と
徴
税
機
能

永
徽
以
前
に
翻
る
可

能
性
も
否
定
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
園
家
に
よ
っ
て
、
容
認
と
い
う
よ
り
義
務
化
↓
強
制
さ
れ
て
、
紛
も
な
く
唐
の
海
保
は
、
課
役
の
代
出
す

前
節
で
の
検
討
の
結
果

所
謂
「
郷
保
代
済
の
法
」
が
唐
令
(
永
徽
令
)
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
貫
と
な
っ
た
。



な
わ
ち
徴
税
機
能
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
な
に
ゆ
え
可
能
で
あ
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
都

保
の
結
合
の
在
り
方
が
問
題
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
治
安
・

警
察
目
的
に
動
員
す
る
だ
け
な
ら
、
邦
保
の
結
合
の
在
り
方
と
し
て
、
単
に
地

縁
関
係
に
基
づ
く
の
み
の
、
向
二
軒
両
都
的
に
地
理
的
最
近
距
離
の
四
家
・
五
家
が
、
或
い
は
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
が
、

強
制
的
代
出
の
魚
の
設
定
範
圏
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
も
は
や
少
な
く
と
も
、
単
な
る
地
縁
関
係
の
み
に
よ
る
邦
保
は
想
定
し
難

い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
着
目
し
て
み
た
い
の
が
、
唐
に
お
け
る
代
出
の
主
佳
に
つ
い
て
法
的
に
巌
密
に
考
え
た
と
き
、
そ
れ
を
文
字
通
り
邦
保
と
み
て
正

賦
を
調
す
る
の
際
、
親
郊
に
さ
刀及
す
。

確
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
黙
で
あ
る
。
「
(
地
方
長
官
は
)
:
:
:
籍
帳
の
聞
に
虚
し
く
戸
口
を
存
し
、

あ

ら

:
:
:
其
の
承
前
の
所
有
ゆ
る
虚
掛
せ
る
丁
戸
の
、
躍
に
賦
す
べ
き
租
庸
課
税
に
し
て
、
近
親
・
邦
保
を
し
て
代
載
せ
し
め
た
る
者
は
、
云
々
」

伺

制

伺

と
あ
る
天
賓
八
載
正
月
敷
を
は
じ
め
、
関
係
諸
史
料
で
の
代
稔
(
代
納

・
代
出
〉
の
主
盟
が
、
し
ば
し
ば
「
親
郷
」
、

「近
親

・
邦
保
」
、
「
鄭
親
」
、

A
H句

、ペ
リ

h
u
v
 

「
近
親
H
郷
保
」
、
「
郷
近
」
等
の
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
自
に
つ
く
。
最
後
の
「
郷
近
」
は
年
代
的
に
遅
れ
や
や
異
質
の
感
が
あ
る
が
、

- 73ー

前
四
者
は
南
税
法
以
前
に
、

し
か
も
玄
宗
朝
か
ら
七
六

0
年
代
ま
で
の
聞
に
集
中
し
て
現
わ
れ
る
。
同
意
義
に
使
用
さ
れ
て
い
る
蓋
然
性
は
極

い
な
、
そ
れ
以
上
に
、
天
賓
八
載
正
月
敷
で
は
「
親
都
」
と
「
近
親
・
邦
保
」

と
が
同
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ

め
て
高
い
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

る
こ
と
よ
り
し
て
、
他
の
ば
あ
い
の
「
親
郷
」
お
よ
び
そ
れ
を
倒
し
た
「
鄭
親
」
も
、
恐
ら
く
は
「
近
親
・
邦
保
」
の
略
語
と
み
て
間
違
い
な

'n
v、

い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
近
親
」
と
「
邦
保
」
と
互
用
し
て
い
る
至
徳
二
載
二
月
敷

〈
後
掲
〉
の
例
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
相
互
に

置
換
可
能
な
同
一
貫
剛
胆
で
あ
っ
た
か
、
そ
こ
迄
で
は
な
く
と
も
極
め
て
近
接
し
た
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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ま
た
、
自
ず
と
想
起
さ
れ
る
の
は
、
さ
き
の
養
老
令

「
戸
逃
走
篠
」

で
あ
る
。
そ
こ
で
の
租
調
代
職
の
主
世
は

「
五
保
及
び
三

等
以
上
の
親
(
五
保
及
三
等
以
上
親
)
」
で
あ
っ
た
。
前
述
の
如
き
事
買
に
加
え
、
日
本
令
が
郊
の
制
度
を
飲
く
黙
を
劃
酌
す
る
な
ら
、
か
の

「戸

逃
走
篠
」
に
「
五
保
及
三
等
以
上
親
」
と
あ
る
箇
所
が
、
藍
本
た
る
同
僚
相
首
の
唐
令
で

「
近
親
・
郷
保
」

或
い
は
「
邦
保
・

近
親
」
等
と
な

4
4
 

hv
 

っ
て
い
た
可
能
性
は
濃
厚
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
唐
隆
元
年
教
に
み
え
た
如
き
草
稿
の
「
邦
保
」
も
、

買
は

「
近
親

・
制
御
保
」
が
近
親
を
省

か
く
し
て
、
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い
ず
れ
に
せ
よ
、

四
家

・
五
家
の
郷
保
は
、
近
親
と

一
瞳
と
な
っ
て
唐
に
お
け

略
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
、

と
い
う
可
能
性
す
ら
で
て
こ
よ
う。

る
代
出
の
主
桂
で
あ
っ
た
、
と
み
る
ほ
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
で
は
、

近
親
を
貫
く
原
理
は
、
同
時
に
あ
る
程
度
ま
で
邦
保
を
規
定

す
る
原
理
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
白
氏
六
帖
事
類
集
巻
二
十
二
征
役
第
七
・
充
夫
式
に
み
え
る
戸
部
式
に
は

諸
そ
正
丁
は
、
夫
に
充
て
る
こ
と
四
十
日
に
し
て
(
役
を
)
克
ず
。
:
，
。
中
男
は
、
夫
に
充
て
る
こ
と
満
四
十
日
己
上
に
し
て
戸
内
の
地
租
(
地
税
の
誤
?〉

を
菟
ず
。
他
税
(
地
税
の
課
0
・
〉
無
く
ん
ば
戸
内
の
一
丁
(
の
役
〉
に
折
し
、
(
戸
内
の
〉
丁
無
く
ん
ば
近
親
の
戸
内
の
了
(
の
役
)
に
芳
折
す
る
こ
と
を
穏

せ。

と
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
近
親
の
戸
内
」
(なお、

「
近
親

・
郊
保
」

の
近
親
と
は
、
と

「近
の
親
戸
内
」
と
も
譲
め
る
か
し
れ
な
い
)
の
近
親
と
、

も
に
同
時
代
の
行
政
法
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
恐
ら
く
全
く
関
係
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
天
賓
六
載
激
埠

‘q
d，
 

'h
u、

籍
に
は
、
程
什
住
戸
と
程
仁
貞
戸
、
程
大
忠
戸
と
程
大
慶
戸
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
、

「生
を
析
き
て
新
附
す
る
者
有
ら
ば
、
奮
戸
の
後
に
次
を

同

伺

以
っ
て
編
附
す
」
に
従
っ
た
例
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
「
本
戸
」
と
「
所
析
之
戸
」

と
は
さ
し
ず
め
「
近
親
戸
」
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
但
、
「
近
親
戸
」
が
こ
の
よ
う
な
ケ
l
ス
に
の
み
限
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
|
|
例
え
ば
、
程
什
住
戸
に
と

っ
て
程
仁
貞
戸
だ
け
が
「
近
親
戸」
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で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
、
む
し
ろ
よ
り
猿
大
し
た
範
園
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
在
、
跡
附
け
え
な
い
の
を
遺
憾
と

す
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
右
の
戸
部
式
か
ら
看
取
す
べ
き
は
次
の
貼
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
男
の
雑
径
第
働
と
い
う
限
定
は
あ
る
が
、
嘗

一
面
で
は
、
同
一

主
瞳
H
軍

一
「
戸
」

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
相
互
に
濁
立
性
を
備
え
て
い

該
「
戸
」
と
そ
の
「
近
親
戸
」
と
が
、

る
か
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
他
面
で
は
こ
の
嘗
該
「
戸
」
に
属
す
る
中
男
が
満
四
十
日
を
越
え
て
充
夫
せ
ら
れ
た
場
合
、

そ
の
超
過
第
働
分

を
ば
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
「
近
親
戸
内
丁
」
に
「
努
折
」
す
る
こ
と
が
聴
さ
れ
る
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
も
な
お
さ
ず

こ
の
こ
と
は
、
嘗
該
「
戸
」
と
「
近
親
戸
」
と
が

「
戸
」
と
い
う
単
位
に
即
せ
ば
別
箇
で
は
あ
っ
て
も
、

或
る
種
の
経
済
的
側
面
に
お
い
て

は
一
の
主
髄
1
|
単
な
る
関
係
と
い
う
以
上
に
一
の
経
済
皐
位
|
|
'
を
矯
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
察
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の

際
に
、

「
戸
」
と
「
戸
」
と
の
接
着
剤
で
あ
っ
た
の
が
近
親
〈
或
い
は
、
近
の
親
〉
な
の
で
あ
る
。
養
老
令
の
註
緯
家
は
近
親
を
三
等
以
上
の
親



A
同
ヲzhu、

或
い
は
有
服
親
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
唐
律
等
の
近
親
も
ま
づ
大
功
以
上
の
親
族
で
あ
ら
う
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
」
。
い
ず
れ
に
せ
よ
充

夫
式
に
よ
る
な
ら
、

「
戸
」
の
濁
立
性
が
外
見
的
な
も
の
で
、
寅
は
血
縁
に
よ
っ
て
結
び
あ
う
、
複
数
「
戸
」
か
ら
な
る
一
の
経
済
的
主
瞳
と

し
て
責
在
し
て
い
た
の
を
知
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
叉
、
唐
に
お
け
る
代
出
の
主
桂
は
「
近
親
・
鄭
保
」
で
あ
っ
た
。
該
「
戸
」
(
例
え
ば
逃
戸
)
と
「
近
親
・
邦
保
」
と
で
構
成
さ
れ

つ
と
に
「
戸
」
は
、
制
度
上
の
課
役
賦
課
単
位
で
あ

る
一
定
の
経
済
的
関
係
|
|
事
責
上
の
納
税
単
位
ー
ー
が
、
そ
こ
に
は
み
と
め
ら
れ
る
。

っ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
戸
」
と
「
戸
」
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
相
互
に
結
び
合
わ
せ
る
接
着
的
機
能
が
血
縁
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

さ
ら
に
こ
こ
で
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

該

「
戸
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
血
縁
関
係
そ
れ
自
盟
、
及
び
そ
れ
を
含
む
範
園
が
経
済
的

皐
位
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
近
親
と
は
血
族
概
念
で
あ
る
。
だ
と
す
る
な
ら
、
右
の
よ
う
な
脹
絡
下
に
、
「
近
親
・
邦
保
」
の

か
た
ち
で
、
近
親
と
詑
ん
で
出
て
く
る
郷
保
が
、
概
念
的
位
屠
の
相
違
と
い
う
以
上
に
、
賓
態
に
お
い
て
も
全
く
血
縁
の
持
外
に
い
な
く
て
は

な
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
か
ろ
う
。
そ
の
構
成
車
位
が
「
家
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
そ
う
思
う
。
つ
ま
り
、

- 75ー

「
近
親
」
と
「
邦
保
」

と
で
、
す
べ
て
で
は
な
い
と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
具
睦
的
に
劉
象
と
す
る
範
圏
に
重
複
す
る
部
分
が
あ
っ
た
と
し
て
お
か
し
く
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
前
略
)
今
よ
り
己
後
、
・
:・

本
戸
逃
亡
す
る
も
、
餌
ち
近
親
に
徴
す
る
を
得
ず
。
其
れ
、
邦
保
の
務
め
て
減
省
に
従
う
は
、
要
は
安
存
す
る
に
在
り
。

何

と
あ
る
至
徳
二
裁
(
七
五
七
〉
二
月
教
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
解
し
て
こ
そ
文
義
が
通
る
と
思
う
。
ま
た
、
右
「
本
戸
」
が
「
所
析
之

同

戸
」
に
劃
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
い
う
「
近
親
」
が
或
い
は
充
夫
式
に
み
え
る
よ
う
な
「
近
親
戸
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
時

と
し
て
、
代
出
の
主
瞳
は
「
邦
保
」
と
の
み
表
記
さ
れ
て
い
た
。
寅
際
に
は
重
複
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
な
ら
、
巌
密
に
は

「近
親

・

邦
保
」
で
あ
る
も
の
を
、
皐
に
「
郷
保
」
と
記
す
こ
と
が
な
さ
れ
た
と
し
て
何
ら
怪
し
む
に
足
り
な
い
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

「
郊
保
」
内
部
の
結
合
の
在
り
方
に
お
い
て
も
、

そ
の
よ
う
な
「
邦
保
」
は
、
車
に
近
所
に
居
住
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
、
そ
れ
自
身
と
し
て
濁
立

「
近
親
(
戸
ど
は
も
と
よ
り
、

血
縁
要
因
の
占
め
る
比
重
を
決
し
て
否
定
し
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え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
従
っ
て
ま
た
、
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的
な
「
家
」
か
ら
な
る
、
透
明
に
し
て
非
歴
史
的
な
所
謂

多と
な
り

l
ぐ
み
。
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ

っ
て
は
、
必
ず
し
も
理
解
し
難
い
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
と
同
時
に
、

代
出
過
程
に
お
い
て
浮
び
上
が

っ
た
該
「
戸
」
と

「近
親

・
邦
保
」
と
の
経
済
的
関
係

は
、
嘗
時
の
園
家
が
、
在
地
の
農
民
生
活
に
お
け
る
現
存
の
社
曾

・
経
済
的
関
係
を
掌
握

・
利
用
し
よ
う
と
し
た
場
合
、

一
重
に
「
戸
」
レ
ヴ

ナ
ル
の
把
握
の
み
で
不
可
能
で
、
貫
生
活
上
の
ヨ
リ
貫
鐙
的
単
位
た
る
「
家
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
、
さ
ら
に
は
こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
で
補
完
さ
れ

バ
司'n

v
 

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
を
も
も
の
が
た
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
、
こ
う
し
た
「
近
親
・
郷
保
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
課
役
代
出
と
い
う
徴
税
機
能
を
負
わ
さ
れ
、

且
つ
或
る
程
度
ま
で
捨
い
え

た
所
以
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

以
上
、
代
出
の
主
瞳
を
検
討
し
つ
つ
、
そ
れ
か
ら
「
邦
保
」
の
結
合
内
容
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
る
が、

他
方
、
代
出
形
態
そ
の
も
の
に
闘

し
て
い
え
ば
、
法
で
そ
の
施
行
が
肯
定
さ
れ
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
開
若
干
の
饗
蓮
は
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
屡
々
そ

れ
は
、
唐
の
郡
保
の
代
出
を
、
本
来
い
か
な
る
性
格
の
も
の
と
認
め
る
の
か
、
と
い
う
議
論
へ
と
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
次
に

は
こ
れ
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。

そ
の
際
、
機
逃
の
弊
へ
の
轄
化
の
問
題
も
併
せ
論
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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3 

邦
保
の
徴
税
機
能
|
|
性
格
と
鑓
遷

l
l

公
認
の
代
出
事
例
と
し
て
最
も
早
い
時
期
に
属
す
る
も
の
は
、

制

牒
で
あ
ろ
う
。

大
谷
二
八
三
五
・
長
安
三
年
(
七
O
三
〉
三
月
括
逃
使
牒
弁
激
憧
牒

支
」
て

(
前
略
〉
承
前
、
逃
戸
の
業
回
一
は
、
戸
を
差
し
古
を
出
し
て
後
種
せ
し
む
。
政
む
る
所
の
苗
子
は
、
勝
っ
て
租
賦
に
充
つ。

臨
し
徐
舵
有
ら
ば
、
便
ち
助一生

〔人
〕
に
入
る
。
今
、
明
放
を
奉
ず
。
逃
一
生
〔
人
〕
括
し
還
さ
ば
、

戸
等
の
高
下
を
問
う
無
く
、
配
す
る
こ
と
二
翠
〔
年
〕

を
給
す
。
叉
た
、

今
季
〔
年〕

の
逃
戸
有
て
る
所
の
因
業
は
、
官
、
種
子
を
貸
し
、
戸
に
付
し
て
助
鐙
せ
し
む
。
逃
一
生

〔人
〕
若
し
錦
り
て
、
苗
稼
見
在
す
れ
ば
、
謀
役
倶
に
菟
じ
て
、
復

た
田
苗
を
得
し
む
。

(
後
略
)



と
み
え
る
。
ま
ず
は
、
「
承
前
」
、
即
ち
従
来
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
「
管
種
」
は
、
園
家
の
直
接
経
営

下
に
お
け
る
、
「
差
戸
」

H
務
働
力
と
逃
棄
田
と
の
強
制
的
結
合
と
い
う
色
合
が
濃
い
。
「
出
子
」
に
し
て
か
ら
が
恐
ら
く
は
官
に
由
り
、
ゆ
え

に
管
種
に
嘗
て
ら
れ
た
戸
は
、
そ
の
意
味
で
何
よ
り
も
「
助
一
生
」
た
る
性
格
に
お
い
て
こ
そ
、
自
ら
の
開
り
方
を
園
家
に
制
約
さ
れ
て
い
た
と

例

制

判

思
う
。
「
所
牧
苗
子
」
を
。
小
作
料
e

と
と
る
設
が
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
う
と
断
ず
べ
き
直
接
的
な
誼
験
は
見
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、

「
承
前
」
の
方
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
従
来
戸
を
差
し
子
を
出
し
て
営
種
せ
し
め
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
生
産
物
は
す
べ
て
官
側
で

ま
ず
牧
め
、
そ
し
て
逃
戸
の
租
賦
相
嘗
分
を
確
保
・
控
除
し
た
後
、
な
お
徐
験
あ
る
と
き
は
、
営
種
し
た
助
人
に
取
分
と
し
て
興
え
て
き
た
、

と
い
っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
加
え
て
、
こ
の
よ
う
に
解
樟
す
る
に
嘗
た
り
、
そ
れ
を
支
持
し
て
く
れ
る
の
が
、
ま
た
「
今
奉
明
救
」
以

す
な
わ
ち
、
今
年
裂
生
し
た
逃
戸
の
逃
棄
固
に
闘
し
、
や
は
り
官
が
種
子
を
貸
し
所
定
の
戸
(
蛍

然
、
第
一
義
的
に
は

「
近
親
・
邦
保
」
で
あ
ろ
う
〉
に
付
し
て
「
助
管
」
せ
し
む
る
の
だ
が
、
し
か
る
に
若
し
逃
人
が
蹄
還
す
れ
ば
ー
ー
そ
の
ば
あ
い

回
の
み
な
ら
ず
苗
稼
も
見
在
し
て
い
る
こ
と
を
こ
そ
想
定
し
て
、
間
還
の
人
に
劃
し
、
課
役
倶
兎
を
慮
置
す
る
ほ
か
粂
ね
て
そ
の
田
と
苗
稼
と

下
に
み
え
る
今
年
の
逃
戸
封
策
で
あ
ろ
う
。
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を
得
し
め
る
、
と
い
う
。
諦
還
の
逃
人
に
は
好
俊
件
で
あ
ろ
う
が
、
「
助
営
」
せ
し
め
ら
れ
た
者
は
無
償
で
あ
る
。
け
だ
し
こ
れ
は
、
「己
に
耕
し

制

種
え
た
れ
ば
、
:
:
:
苗
は
種
え
し
人
に
入
れ
、
耕
し
て
未
だ
種
え
ざ
れ
ば
、
其
の
功
力
を
酬
い
」
る
と
あ
る
の
や
、
「
若
し
前
人
自
ら
耕
し
て

制
明

未
だ
種
え
ざ
れ
ば
、
後
人
其
の
功
直
を
酬
い
、
己
に
自
ら
種
え
し
者
は
、
租
分
法
に
准
れ
。
」
と
い
う
の
と
も
異
な
り
、
嘗
時
一
般
の
、
土
地

を
め
ぐ
る
関
係
の
原
則
と
は
別
衣
元
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
逃
戸
を
生
じ
た
こ
と
が
、
そ
れ
の
属
す
る
「
近
親
・
邦
保
」
の
「
桂
」

伺

で
あ
っ
た
の
と
関
係
し
て
い
よ
う
。
「
径
」
と
み
と
め
る
論
理
に
お
い
て
は
、
租
賦
の
代
出
・
逃
棄
田
の
保
管
は

「近
親
・
郷
保
」
の
義
務
で

こ
そ
あ
り
う
ベ
く
、
助
管
第
働
に
劃
す
る
酬
功
な
ど
も
は
や
必
然
事
で
は
な
い
。
こ
こ
に
み
え
る
「
付
戸
助
管」

は
、
そ
の
性
格
の
貼
で
循
役

M
W
 

的
第
働
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
恐
ら
く
は
至
嘗
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
や
り
方
が
、
括
逃
を
焦
眉
の
急
と
す
る
明
款
を
奉
じ
た
こ
と

で
こ
こ
に
新
し
く
手
直
し
H
強
化
さ
れ
た
可
能
性
は
否
定
し
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
そ
れ
が
、
「
承
前
」
の
や
り
方
と
全
く
非
連
績
で
あ
る
と
み
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る
の
も
不
自
然
で
あ
る
。
「
承
前
」
の
場
合
と
今
年
の
逃
戸
針
策
と
で
思
う
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
「
保
有
除
勝
、
便
入
助
一
生
」
と
い
っ
て
「
承
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多好
餌
ク
提
示

前
」
に
は
か
り
そ
め
に
も
存
在
し
て
い
た
助
人
第
働
に
劃
す
る
反
射
給
付
の
契
機
を
、
括
逃
貫
現
策
が
必
要
と
す
る
逃
戸
へ
の

の
帰
に
、
今
年
の
逃
戸
封
策
(
還
逃
戸
賀
現
の
ば
あ
い
〉
に
あ
っ
て
は
、
全
く
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
究
極
か

く
考
え
て
く
る
と
、
長
安
三
年
三
月
括
逃
使
牒
弁
激
埠
厭
牒
に
み
え
る

「差
戸
出
子
管
種
」
お
よ
び
「
官
貸
種
子
、

付
戸
助
営
」
は
、
助
人
第

働
に
劃
す
る
反
射
給
付
が
、
法
上
、
必
然
的

・
客
観
的
に
は
保
障
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
黙
で
は
い
ず
れ
に
せ
よ
共
通
し
て
い
る
の
で
あ

紛る。

租
充
謀
役
、

牧
。
」
と
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
郷
原
の
慣
に
依
り
、

租
し
て
云
々
」
と
の
表
現
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、

と
こ
ろ
が
、
前
々
節
で
も
み
た
唐
隆
元
年
(
七
一

O
〉
教
で
は

一
見
お
も
む
き
を
異
に
し、

有
勝
官

「
其
地
任
依
郷
原
債、

七

O
年
敷
で
は
内
容
が
も
は
や
逃
棄
回
に
劃
す
る
園
家
の
直
接
的
経
営
と
は
規
定
し
難
い
側
面
を
具
有
す
る
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
い
な
、
則
天
朝
に
出
さ
れ
た
長
安
三
年
三
月
括
逃
使
膝
弁
激
埋
鯨
牒
の
方
が
例
外
で
、
却
っ
て
七

一
O
年
敷
は
蓄
に
復
し
た
と
い
う
こ
と
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な
の
か
も
知
れ
な
い
。
七

一
O
年
数
が
開
元
戸
部
格
に
牧
録
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
或
い
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た
方
が
理
解
し
易
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
七

一
O
年
款
で
は
、
逃
棄
さ
れ
た
回
を
、
国
家
が
そ
の
逃
戸
の

「
邦
保

(近
親
・
邦
保
〉
」
に
、

の
租
債
を
按
照
し
て
代
替
耕
作
H
租
回
せ
し
め
、
取
得
し
た
租
債
の
中
か
ら
ま
ず
逃
戸
の
臆
賦
課
役
分
を
充
嘗
し
、
な
お
徐
勝
あ
る
ば
あ
い
に

は
そ
れ
を
官
の
側
で
備
蓄
す
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
前
の
長
安
三
年

(七
O
一二〉

の
ば
あ
い
と
は
、

租
田
制
が
明
示
さ
れ
て
い
る
貼

郷
原

で
た
し
か
に
異
な
る
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
、
こ
こ
で
の
代
耕
労
働
が
絡
役
的
第
働
た
る
性
格
を
揚
棄
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
租
慣
に
よ
る
代
出
は
、
そ
れ
自
鐙
と
し
て
、
何
も
先
験
的
に
強
制
第
働
の
ア
ン
チ

・
テ
1
ゼ
と
み
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

七
一

O
年
敷
設
布
の
背
景
に
は
、

「
(
州
豚
長
官
〉
或
い
は
側
近
に
住
居
す
る
に
、
虚
に
破
除
を
魚
し
、
或
い
は
逃
げ
て
他
州
に
在
る

に
、
邦
保
に
横
徴
し
、
逃
人
の
田
宅
、
因
り
て
賊
貰
を
被
む
る
よ
と
い
う
朕
況
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に

「横
徴
」
が
恒
例
化
し
て

い
る
よ
う
な
嘗
時
に
お
い
て
、
い
ち
お
う
逃
棄
回
宅
が
現
存
し
そ
れ
を
租
因
す
る
こ
と
で
の
謀
役
代
出
な
の
で
は
あ
る
崎
、
代
出
さ
せ
ら
れ
る

「
郊
保
」
の
側
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
、
貫
際
に
も
従
っ
て
意
識
の
上
で
も
、
代
出
の
た
め
の
租
回
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
肯
定
的
に
受
け

一
位、



入
れ
ら
れ
る
側
面
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
よ
う
。
思
う
に
、
か
か
る
代
出
の
た
め
の
租
回
が
、
自
己
の
零
細
な
農
業
経

営
に
と
っ
て
些
か
な
り
と
も
そ
の
安
定
に
寄
興
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
或
い
は
す
す
ん
で
租
し
て
謀
役
に
充
て
、

か
つ
嘗
の
逃
棄
田
宅
も
維
持
さ

一
た
び
代
出
に
迫
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
代
出
租
課
を
遂
行
す
る
震
に
、
し
ば
し
ば
租
国
人
に
お
い
て
は
、

租

回
す
べ
き
は
ず
の
逃
戸
の
回
宅
を
「
賊
買
」
す
る
こ
と
こ
そ
が
選
揮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
「
天
下
諸
郡
の
逃
戸
は
、
回

M
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宅
産
業
有
る
も
、

:
:
:
弁
び
に
、
租
庸
を
欠
負
す
る
に
縁
り
て
、

先
に
己
に
親
海
が
買
買
し
、
・
:
:
・
」
と
あ
る
の
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
寅
際
に
は
、

け
だ
し
こ
の
種
の
租
固
と
は
、
殆
ど
「
横
徴
」
の
障
伴
を
も
費
悟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

い
わ
ば
厄
難
と
さ
え
多
く
の

「
邦
保
」
に
は
映
じ
て
い
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、

こ
う
し
た
代
出
の
た
め
の
租
回
〈
租
田
の
た
め
の
代
出
に
非
ず
〉

か
ら
は
、
租
田
制
の
み
を
中
か
ら
切
離
し
て

取
り
出
し
、
し
か
も
あ
る
種
の
自
由
契
約
的
性
格
を
認
め
る
よ
う
な
分
析
の
仕
方
は
根
本
的
に
成
り
立
ち
え
な
い。

な
、
民
間
で
嘗
時
展
開
し
て
い
た
良
人
相
互
の
租
田
制
と
、
こ
れ
を
同
質
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

代
出
義
務
と
は
無
関
係
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第
一
に
そ
れ
は
、
「
租
し
て
課
役
に
充
て
」
る
際
の
租
債
で
あ
る
。
か
か
る
事
態
が
惹
起
さ
れ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
逃
戸
が
み
.
す
か
ら
の
課

役
負
措
に
耐
え
か
ね
て
逃
亡
し
た
か
ら
な
の
で
あ
り
、
な
の
に
そ
れ
を
、
第
三
者
が
嘗
の
逃
棄
田
の
租
固
に
よ

っ
て
代
出
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、

と
い
う
ご
く
常
識
的
な
疑
問
が
、

こ
の
ば
あ
い
軽
視
さ
る
べ
き
で
な
い
と
思

果
し
て
そ
ん
な
に
簡
単
な
こ
と
で
あ
り
う
る
の
か
、

ぅ
。
お
ま
け
に
、

日
本
令
「
戸
逃
走
傑
」
の
原
則
が
「
径
役
は
、
正
身
無
き
に
依
り
て
科
せ
ざ
る
の
み
(
古
記
ど
で
あ
っ
た
の
に
、

唐
で
は
乗

ね
て
課
と
役
と
の
代
出
で
あ
っ
た
。
唐
に
お
け
る
代
出
の
性
格
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
う
。
従
来
、
動
も
す
れ
ば
「
依
郷
原
債」

の
句
に
舷
惑

制

さ
れ
て
、
あ
た
か
も
郷
里
の
慣
行
H
論
理
が
嘗
候
文
全
睦
を
律
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
錯
費
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
首
時
の
専
制
園
家
は
恐
ら

く
そ
れ
ほ
ど
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ト
で
は
あ
る
ま
い
。
前
後
か
ら
判
断
さ
れ
る
園
家
に
と

っ
て
の
力
軸d
は
、
「
租
充
課
役
、
有
勝
官
牧
。
」
に
、
す
な

わ
ち
逃
戸
の
麿
賦
課
役
分
と
弁
せ
て
逃
戸
の
更
生
費
用
分
と
を
含
む
租
債
、
こ
れ
を
是
が
非
で
も
取
り
立
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
と
き
に
、

「験

有
れ
ば
:
:
:
」

一の
言
回
と
は
裏
腹
に
、
後
者
に
も
そ
れ
な
り
の
高
い
比
重
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
直
後
に
わ
ざ
わ
ざ
、

「
若
逃
人
三
年
内
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鯖
者
、
還
其
駿
物
。
」
(
敷
原
文
六
O
字
中
の
十
二
字
を
占
め
る
〉
と
の
、

日
本
令
に
さ
ら
え
劉
醸
箇
所
の
み
え
な
い
一
節
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
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ら
し
て
推
知
さ
れ
よ
う
。
要
す
る
に
こ
こ
で
の
租
債
は
、

一
般
的
な
田
主
と
租
田
人
と
の
聞
の
私
経
済
に
お
け
る
そ
れ
で
は
な
く
、
園
家
の
租

税
確
保
・
還
逃
戸
寅
現
政
策
を
、
租
田
制
表
現
を
用
い
て
二
重
に
お
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
の
、
本
質
か
ら
す
れ
ば
「
園
家
的
」
租
債
で
あ
り
、

台、

つ
強
化
さ
れ
た
牧
奪
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
い
か
に
「
依
郷
原
債
」
と
う
た
っ
て
は
い
て
も
、

郷
原
の
債
に
依
っ
て
租
し
て
充
て

た
結
果
は
、
か
か
る
「
園
家
的
」
租
課
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
逃

棄
田
の
租
田
は
、
官
に
よ
っ
て
、
何
よ
り
も
「
郊
保
」
に
射
し
て
強
制
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
こ
の
租
田
強
制
と
は
、

逃
戸
護

生
時
か
ら
む
こ
う
三
年
開
、
法
定
義
務
と
し
て
、
逃
戸
の
課
役
を
代
出
さ
せ
る
と
と
も
に
、
租
田
さ
せ
て
逃
棄
田
宅
の
保
管
を
は
か
る
と
い
う

内
容
で
あ
っ
た
。
さ
し
ず
め
こ
の
ば
あ
い
に
も
、
強
制
が
現
質
的
で
あ
り
え
た
こ
と
の
理
由
と
し
て
は
、
強
制
を
支
え
る
中
央
政
府
の
側
の
論

理
H
法
意
に
、
逃
戸
の
護
生
は
そ
れ
が
属
す
る
「
郷
保
」
の
径
で
あ
る
と
す
る
認
識
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
い
な
、

そ
れ
以
上

、nH，hv 

に
、
「
法
律
は
何
と
い
っ
て
も
、
現
賀
社
舎
の
反
映
で
あ
る
に
の
だ
か
ら
、
現
に
そ
の
よ
う
な
認
識
に
よ
る
と
お
ぼ
し
き
法
が
護
教
↓
牧
格
さ

A
U
 

れ
て
い
る
こ
と
自
桂
、
さ
ら
に
そ
の
封
極
に
は
、
嘗
然
、
そ
れ
を
受
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
在
地
の
側
の
貫
態
が
あ

っ
た
と
考
が
う
べ
き
で
あ
ろ

な
ま

う
。
つ
ま
り
、
生
の
循
役
さ
え
折
し
合
う
該
「
戸
」
と
「
近
親
戸
」
と
の
関
係
で
あ
る
よ
う
な
、

親
・
邦
保
」
で
あ
る
よ
う
な
、
す
な
わ
ち
、

そ
し
て
そ
れ
を
含
ん
で
構
成
さ
れ
る

「近

そ
れ
な
り
に
強
い
経
済
的
(
社
合
的
)
結
合
と
相
互
依
存
と
で
あ
る。

他
方
で
こ
れ
は
、
小
農
の
濁
立
性
の
弱
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
協
同
に
よ
る
日
常
生
活
が
基
礎
に
な
け
れ
ば
、

一
定
の
血
縁
を
介
し
て
の
、

径
を
「
邦
保
」
に
責
す
る
法
意
も
、
自
ら
擬
逃
の
弊
を
祉
禽
問
題
化
す
る
程
ま
で
に
は
、

そ
の
。
貫
放
性
ψ

を
も
ち
え
な
か
っ
た
と
思
う
の
で

あ
る
。七

一

O
年
敷
で
、
逃
棄
回
の
代
耕
労
働
が
租
慣
に
封
象
化
さ
れ
て
い
る
と
は
解
せ
よ
う
。
だ
が
、
そ
こ
で
の
代
耕
第
働
の
質
規
定
は
、
租
債

と
い
う
牧
奪
の
形
式
そ
の
も
の
に
求
め
ら
る
べ
き
で
は
な
い
。
み
ず
か
ら
田
地
を
耕
作
し
且
つ
課
役
を
負
措
す
る
小
農
に
射
し
て
、

そ
こ
で
さ

ら
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
代
耕
第
働
と
は
、
何
よ
り
も
、
逃
戸
の
「
鄭
保
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
ら
が
主
瞳
的
に
選
揮
・
回
避
で

き
な
い
、
園
家
に
よ
り
ま
さ
し
く
強
化
さ
れ
た
牧
奪
の
震
の
強
い
ら
れ
た
勢
働
で
あ
っ
た
。
得
役
的
第
働
た
る
性
格
は
、
や
は
り
否
定
し
難
い
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よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

唐
で
の
「
郷
保
」
に
よ
る
代
出
・
代
耕
を
、
法
が
認
め
た
内
容
に
お
い
て
み
れ
ば
右
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
「
其
無
田
宅
、

逃
経
三
年
以
上
不
還
者
、

不
得
更
令
都
保
代
出
租
課
」
と
あ
っ
た
七
一

O
年
教
で
の
禁
止
文
言
か
ら
し
て
明
瞭
な
よ
う
に
、
遅
く
と
も
八
世
紀

初
頭
に
は
始
ま
る
、
む
し
ろ
そ
の
違
法
な
運
用
の
現
寅
に
よ
っ
て
後
世
に
名
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
郷
保
」
へ
の
擬
逃
の
弊
で
あ

る
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
法
で
肯
定
し
た
「
邦
保
」
に
よ
る
代
出
・
代
耕
、
こ
れ
の
性
格
・
内
容
そ
の
も
の
に
そ
も
そ
も
の
因
由
が
あ
っ
た
と
思

一
睡
、
こ
の
法
は
、

小
農
の
濁
立
性
の
依
如
な
い
し
弱
さ
に
究
極
の
根
擦
を
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
相
互
に
依
存
し
扶
助
し
合
う
の

を
不
可
飲
と
す
る
と
い
う
の
が
昔
時
の
現
貫
生
活
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
き
、
地
域
社
舎
を
形
作
る
小
農
に
、
そ
う
し
た
慣
行
へ
の
肯
定
的

う意
識
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
も
と
よ
り
自
明
の
こ
と
に
属
す
る
。
だ
と
し
て
、
そ
の
場
合
、
牧
奪
に
習
熟
し
た
支
配
集
圏
に
は
、
そ

の
よ
う
な
小
農
の
相
互
依
存
・
扶
助
を
、
逃
戸
を
護
生
さ
せ
た
こ
と
へ
の
径
責
と
い
う
論
理
に
組
み
込
む
こ
と
な
ど
、
造
作
も
な
か
っ
た
で
あ

- 81ー

ろ
う
。

い
な
、
主
観
的
に
は
自
ら
相
互
扶
助
の
慣
行
・
意
識
に
よ
っ
て
、
客
観
的
に
は
強
制
的
な
義
務
と
し
て
課
さ
れ
て
、
|
|
け
だ
し
、
こ

う
し
た
二
面
性
を
持
た
せ
え
た
と
こ
ろ
に
、
「
邦
保
代
済
の
法
」
の
寅
数
性
が
保
障
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
は
い
え
法
と
し
て
の
制

定
を
み
た
そ
の
時
黙
で
、
強
制
義
務
で
あ
る
こ
と
を
、
も
と
も
と
そ
れ
は
意
園
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
取
り
込
ま
れ
て
し
ま

っ
た
小
農
の
素
朴
な
相
互
扶
助
の
慣
行
・
意
識
も
、
こ
こ
で
は
す
で
に
強
制
を
補
完
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
強
制
義
務
H
強
化
さ
れ
た
牧
奪

を
な
お
相
互
扶
助
と
感
ず
る
主
観
性
に
お
い
て
、
自
ら
却
っ
て
そ
の
本
質
を
隠
蔽
し
た
ば
か
り
か
、
ひ
い
て
は
、
強
制
義
務
を
ま
す
ま
す
苛
酷

な
ら
し
む
べ
く
作
用
・
助
長
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
前
述
し
た
代
耕
労
働
の
傍
役
的
性
格
、
そ
れ
を
支
え
る
答
責
の
論
理
等
は
、
い
ず
れ
も
そ

う
し
た
こ
と
の
正
し
く
結
果
で
あ
り
、
反
映
で
あ
る
と
了
解
し
う
る
。
そ
し
て
、
「
邦
保
」
に
射
す
る
代
出

・
代
耕
の
強
制
が
、
も
は
や
、
逃
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戸
を
護
生
さ
せ
た
こ
と
へ
の
答
責
と
い
う
論
理
で
貫
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

「
類
保
」
の
け
営
震
も
、
嘗
然
、
そ
れ
を
も
っ

て
自
ら
の
暇
庇
を
償
う
と
い
っ
た
性
格
を
そ
の
つ
ど
刻
印
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
の
肯
定
的
な

相
互
扶
助
の
意
識
と
は
打
っ
て
蟹
わ
っ
て
、
今
や
小
農
の
意
識
の
内
に
は
、
径
と
感
ず
る
意
識
が
沈
澱
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
折

そ
れ
と
照
麿
的
に
、
代
出
・
代
耕
さ
せ
ら
れ
る
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帥

亡
逃
半
ば
を
過
ぎ
、
租
調
は
既
に
減
じ
て
、
園
用
足
ら
ず
」
で
あ
っ
た
。

「
海
保
」
に
よ
る
代

し
も
、
武
后
朝
以
後
、

「
今
天
下
の
戸
口
は
、

出

・
代
耕
の
、
康
範
に
し
て
且
つ
頻
繁
な
積
み
重
ね
は
、

そ
れ
自
睦
の
展
開
の
遁
程
で
、
恐
ら
く
は
擬
逃
の
弊
に
劃
す
る
抵
抗
力
さ
え
を
も
、

小
農
の
側
に
解
除
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
加
う
る
に
、
「
邦
保
」
へ
の
擬
逃
の
弊
を
惹
起
す
る
い
ま
一
つ
の
原
因
が
、

州
牒
の
地
方
官
の
側
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。
右
の
引
用
資
料
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
武
周
期
頃
か
ら
顧
在
化
し
て
い
く
浮
逃

戸
の
増
加
傾
向
、
そ
れ
故
い
っ
そ
う
第
一
義
化
せ
ら
れ
る
中
央
政
府
の
財
政
確
保
目
的
が
あ
っ
た
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
れ
は
、

直
接
徴
税

制

に
興
か
る
州
豚
官
の
利
害
関
係
と
し
て
現
象
し
た
。
戸
口
増
盆
は
勿
論
、
「
粂
ね
て
能
く
租
庸
を
勾
嘗
」
す
る
こ
と
が
、
自
己
の
考
課
を
左
右

す
る
重
大
要
件
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
彼
ら
が
「
郷
保
代
済
の
法
」
を
運
用
す
る
と
き
、

い
か
な
る
諸
結
果
を
生
じ
う
る
か
は

も
は
や
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

制

を
以
て
す
。
」
に
窺
え
る
如
く
、

「
官
吏
相
承
け
て
、
罪
語
を
耀
れ
、
或
い
は
之
を
邦
保
に
責
め
、
或
い
は
之
に
威
す
る
に
杖
罪

地
方
官
吏
に
よ
り
さ
ら
に
法
定
の
域
を
越
え
て
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
て
い

- 82ー

も
と
も
と
強
化
さ
れ
た
牧
奪
は
、

っ
た
の
で
あ
る
。

「
其
の
丁
戸
口
は
仰
お
須
ら
く
寒
を
按
ず
ベ
く
、
虚
掛
の
名
を
取
り
、
親
郊
を
し
て
代
納
せ
し
め
て
、
其
の
姦
弊
を
受
け
し
む

邦
保
に
虚
擬
す

す
な
わ
ち
、例

る
を
得
ず
。」・

「
躍
に
徴
す
べ
き
の
租
税
は
、
刺
史
・
豚
令
等
、
見
在
せ
る
戸
に
撲
っ
て
徴
科
し
、

制

る
を
得
ず
。
L

等
と
い
う
よ
う
に
、
第
一
に
、
除
籍
期
限
が
過
ぎ
て
も
地
方
官
が
死
・

逃
丁
戸
の
名
を
除
か
ず
、

逃
亡
・
死
絶
せ
る
者
は
、

現
貫
の
課
役
賦
課
劃
象
に
算

え
て

「邦
保
(
親
都
)
」
に
虚
擬
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
代
出
と
租
田
(
代
耕
)
と
の
結
合
関
係
の
破
壊
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
但
し
そ

れ
は
、
二
重
の
仕
方
で
進
行
し
た
。

第
一

の
虚
擬
の
場
合
も
、

は
や
死
・
逃
丁
戸
の
田
宅
は
、
還
公
を
完
了
し
て
い
る
か
、
も
っ
と
し
ば
し
ば

伺

に
は
「
妄
り
に
人
の
破
除
を
被
む
り
、
弁
び
に
、
租
庸
を
欠
負
す
る
に
縁
り
て
先
に
己
に
親
鄭
が
買
賓
し
」
て
い
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
っ

た

「代
宗
賓
雁
元
年
十
月
乙
卯
救
日
く
。
:
:
:
叉
た
聞
く
、
杭
越
の
問
、

疾
疫
す
る
こ
と
頗
る
甚
し
。

戸
に
死
絶
有
る
も
、
未
だ

伺

版
園
よ
り
削
ら
ず
。
税
賦
に
至
り
て
は
、
或
い
は
奮
業
団
宅
無
き
も
、
延
き
て
親
郊
に
及
ぼ
す
に
な
の
で
あ
っ
た
。

「邦
保
」

へ
の
擬
逃
の
弊

は
、
租
田
制
と
の
結
合
を
破
壊
す
る
中
で
進
展
し
た
の
で
あ
る
。
涯
生
し
た
結
果
に
よ

っ
て
、
逆
に
も
と
も
と
の
論
理
構
成
を
再
確
認
で
き
よ

ろ
う
。
事
賀
、



ぅ
。
七
一

O
年
款
に
み
え
て
い
た
租
固
と
は
、
や
は
り
代
出
の
た
め
の
租
田
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
も
関
係
し
て
、
こ
こ

や
が
て
生
の
傍
役
そ
の
も
の
の
徴
設
さ
え

お
こ
り
え
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
賓
腰
元
年
四
月
敷
に
は
、
「
近
日
己
来
、
百
姓
逃
散
し
、
戸
口
に
至
り
て
は
十
に
牢
ば
も
存
せ
ず
。
今
、

で
の
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
仕
方
は
、

七
一

O
年
敷
で
は
謀
役
代
出
を
租
課
で
行
っ
て
い
た
の
が
、

色
役
段
繁
に
し
て
、
奮
敬
を
減
ぜ
ず
。
既
に
正
身
の
遺
る
べ
き
無
く
し
て
、
叉
た
邦
保
を
し
て
括
承
あ
ら
し
め
な
ば
ド
轄
た
流
亡
を
加
え
て
、

。

日

々

に

簸

弊

を

盆

さ

ん

パ

」

と

み

え

る

。

そ

の

う

え

擬

逃

の

色

目

は

、

勾

徴

な

ど

に

ま

で

及

ん

だ

の

課
役
の
み
な
ら
ず
、

右
の
よ
う
な
色
役
、

で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
禁
令
の
多
寡
で
計
量
し
う
る
も
の
な
ら
、
明
ら
か
に
八
世
紀
の
初
頭
以
後
、
こ
う
し
た
「
郷
保
」
へ
の
擁
逃
の
弊
は
、
時
が

す
す
め
ば
す
す
む
ほ
ど
一
一
層
劇
し
く
な
っ
て
い
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
禁
令
の
頻
設
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
数
果
を
み
な
か

っ
た
理
由

は
、
財
政
確
保
目
的
の
前
に
お
い
て
は

「
邦
保
」
へ
の
擁
逃
の
弊
も
、
中
央
政
府
と
地
方
官
と
の
聞
に
利
害
を
共
有
せ
し
め
た
か
ら
で
あ
ろ

- 83ー

ぅ
。
し
か
る
に
一
方
、
そ
の
弊
が
粛
す
結
果
に
は
、
既
存
の
支
配
鐙
制
を
崩
壊
さ
せ
か
ね
な
い
程
の
重
大
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
郷
保
」

へ
の
擬
逃
の
弊
が
、
も
と
も
と
相
即
不
離
で
あ
っ
た
代
出
と
代
耕
と
の
二
側
面
を
、
分
離
(
後
者
を
ド
ロ
ッ
プ〉

す
る
過
程
と
し
て
進
行
し
た
の

が
そ
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
、

「
邦
保
」
へ
の
擬
逃
の
弊
と
は
、
何
よ
り
も
代
出
の
側
面
に
お
け
る
弊
と
し
て
現
象
し
た
。
つ
ま
り
、
と
れ
る
と

ま
す
ま
す

「
郷
保
」
に
劉
し
「
督
促
己
ま
ず
、
遁
逃
盆
滋
く
、
流
亡
無
き

こ
ろ
か
ら
、
と
り
や
す
く
、
と
れ
る
だ
け
の
も
の
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
、

例

理
と
し
て
得
べ
か
ら
ず
L

、

は
て
は
邦
保
組
織
そ
の
も
の
を
さ
え
見
る
影
も
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
以
上
な

の
は
、
本
来
「
邦
保
」
の
絡
役
的
代
耕
労
働
に
よ
っ
て
こ
そ
保
管
(
↓
均
団
法
維
持
)
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
逃
棄
田
が
、
邦
保
組
織
の
破
援
に
伴

い
、
そ
の
分
だ
け
「
郷
保
」
の
代
耕
傍
働
力
を
依
く
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
弊
が
準
展
す
る
に
つ
れ
、
そ

う
し
た
代
耕
第
働
を
必
要
と
す
る
機
舎
は
増
大
し
て
も
、
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
っ
た
質
の
代
耕
第
働
力
は
社
曾
に
ま
す
ま
す
減
少
す
る
。
そ
し

て
こ
れ
と
裏
腹
に
、
他
方
で
は
、
地
方
官
と
癒
着
し
、
却
っ
て
葉
山
の
弊
を
遁
じ
て
の
し
上
が
っ
て
い
く
よ
う
な
「
郷
親
高
印
を
さ
え
、
贋

を
欲
す
る
も
、

279 

範
に
護
生
さ
せ
た
。

「
海
保
」
内
部
に
、
そ
し
て
地
域
社
舎
に
、
新
た
な
階
層
分
化
が
促
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
均
田
健
制
維
持
の
矯
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に
は
、
紐
封
的
矛
盾
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
中
央
政
府
は
、
今
や
政
策
轄
換
の
可
能
性
を
も
含
め
て
、
「
郷
保
」
へ
の
機
逃
の
弊
に
封
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た。

事
賞
、

ま
た
そ
う
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
定
の
代
出
・
代
耕
義
務
か
ら
「
郷
保
」
を
解
き
放
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
「
郷
保
」

へ

の
擬
逃
の
弊
と
い
う
の
は
、

そ
も
そ
も
そ
れ
の
違
法
な
運
用
に
端
を
設
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
件
に

つ
い
て
、
何
も
明
文
で
宣
言
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
恐
ら
く
は
天
費
十
四
載
(
七
五
五
〉
か
ら
乾
元
三
年
(
七
六
O
〉
に
か
け
て
の
聞
に
、

そ
う
し
た
政
策
轄
換
が
な

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
こ
の
貼
を
述
べ
て
本
節
で
の
考
察
を
お
わ
り
に
し
た
い
。

さ
て
、

し
ば
し
ば
引
合
に
出
さ
れ
る
天
賓
八
載
(
七
四
九
)
正
月
敷
に
は

(
前
略
)
蓋
し
牧
宰
等
と
潟
す
は
、
任
を
親
民
に
授
け
、
職
、

安
緯
に
在
る
も
、
檎
や
逃
逸
有
れ
ば
、
減
耗
を
言
う
を
恥
じ
、
籍
帳
の
閲
に
虚
し
く
戸
を
存

し、

調
賦
の
際
、
親
郊
に
努
及
す
。

(
中
略
〉

其
の
承
前
の
所
有
ゆ
る
鹿
掛
せ
る
丁
戸
の
、
憾
に
賦
す
べ
き
租
庸
課

- 84-

此
の
弊
因
循
し
、
其
の
事
自
ら
久
し
。

(
中
略
〉
其
の
逃
還
し
て
業
に
復

川
仰

す
る
者
有
る
は
、
務
め
て
優
姐
せ
し
め
、
安
存
を
得
し
め
、
縦
hv
流
に
嶋
崎
に
粗
情
佐
代
嶋
崎
直
沌
い
酬
還
b
恨
の
に
生
M
O
ざ
れー

税
に
し
て
、
近
親
・
郊
保
を
し
て
代
総
せ
し
め
た
る
者
は
、

宜
し
く
一
切
遊
び
に
停
む
べ
く
、
感
に
除
削
せ
し
む
べ
し
。

「
籍
帳
の
聞
に
虚
し
く
戸
口
を
存
し
」

の
は
邦
保
代
済
一
般
で
は
な
い
。
そ
の
ば
あ
い
注
目
し
た
い
の
は
、
逃
亡
中
、
逃
戸
の
租
税
が
第
三
者
に
肩
代
り
さ
れ
、

と
み
え
る
。

「
其
の
承
前
の
所
有
ゆ
る
虚
掛
せ
る
丁
戸
」
と
い

っ
て
い
る
よ
う
に
、
禁
止
さ
れ
て
い
る

や
が
て
逃
戸
が
開
還

品
川
叫

し
た
際
に
お
け
る
、
中
央
政
府
の
と

っ
た
封
麿
で
あ
る
〈
傍
線
部
の
如
し
)
。
右
の
天
賓
八
載
教
の
ほ
か
、
同
十
四
載
(
七
五
五
〉
八
月
制
、
乾
元

品
叫

三
年
〈
七
六
O
)
四
月
款
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

七
四
九
年

七
五
五
年

七
六
O
年

一一
|肩

近 |代
親 |り
. Iし
郷 |た
保|第

一一者

中

親
・
邦

租
賃
(
人
)

政

の

感

縦
い
先
に
震
め
に
租
庸
を
代
総
せ
る
も
、
酬
還
の
限
り
に
在
ら
ざ
れ
。

縦
い
己
に
租
税
を
代
出
せ
る
も
、
亦
た
徴
賠
の
限
り
に
在
ら
ざ
れ
。

所
由
も
亦
た
租
賦
を
負
欠
す
る
と
務
し
て
別
に
徴
索
す
る
こ
と
有
る
を
得
ざ
れ
。

央

府

書オ



み
ら
れ
る
よ
う
に
、

七
四
九
・
七
五
五
年
は
同
様
の
封
雁
を
示
す
。
還
逃
戸
に
「
酬
還」

「
徴
賠
」
さ
せ
て
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
は
、

と
こ
ろ
が
七
六

O
年
で
は
、

「
代
職
」
「
代
出
」
し
た
近
親
・
邦
保
(
親
・
邦
)
に
劃
し
て
で
あ
る
。

「
亦
た
租
賦
を
負
欠
せ
る
と
稿
し
て
別
に

徴
索
す
る
こ
と
有
る
」
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
「
所
由
」
、
す
な
わ
ち
地
方
官
吏
に
劃
し
て
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
七
六

O

年
に
は
「
今
よ
り
己
後
、
躍
有
ゆ
る
逃
戸
の
田
宅
は
、
並
び
に
須
ら
く
官
、
租
賃
を
魚
し
、
其
の
債
直
を
取
り
て
以
っ
て
課
税
に
充
つ
ベ
し
。
」

・切

と
の
租
賃
制
が
全
面
的
に
導
入
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
が
、
七
四
九
・
七
五
五
年
と
七
六

O
年
と
の
中
央
政
府
の
劃
臆
が
、
と
ま
れ

還
逃
戸
保
護
の
た
め
の
措
置
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
い
ず
れ
の
場
合
も
、
逃
戸
の
課
税
は
肩
代
り
さ
れ
て
、
園
家
財
政
上
で
は

そ
の
部
分
の
損
飲
を
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

そ
う
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
後
者
(
七
六
O
年
)
の
場
合
の
み
は
、
地
方
官
吏
が

負
欠
租
賦
を
還
逃
戸
に
「
別
に
徴
索
す
る
こ
と
有
る
」
と
い
う
可
能
性
を
生
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
負
欠
租
賦
の
径
を
還
逃
戸
に
個
別
に
問

お
う
と
す
る
論
理
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
前
二
者
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
還
逃
戸
保
護
は
、
代
聡
・
代
出
し
た
親
制
御
の
酬
還

・
徴
賠
か
ら

の
保
護
な
の
で
あ
る
。
親
郊
に
よ
る
代
稔
・
代
出
の
事
買
は
そ
れ
と
し
て
肯
定
し
、
し
か
も
親
郊
が
還
逃
戸
に
酬
還

・
徴
賠
さ
せ
る
の
を
禁
止

す
る
と
い
う
こ
の
方
法
は
、
親
郷
の
範
圏
を
ば
現
寅
の
納
税
主
睦
(
従
っ
て
、
負
欠
租
賦
の
径
は
こ
こ
に
腐
す
る
〉
と
見
倣
す
中
央
政
府
の
意
固
と、

- 85ー

代
職
・
代
出
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
納
税
は
そ
れ
と
し
て
完
遂
さ
れ
た
と
見
倣
す
徴
税
者
一
般
の
観
念
と
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
う
。
租
賃
制

時
叫

に
至
っ
て
「
逃
棄
田
宅
の
保
管
は
、
そ
れ
を
租
賃
し
て
課
税
額
に
相
嘗
す
る
代
債
を
確
保
す
る
こ
と
が
主
目
的
と
な
」
っ
た
州
、

さ
ら
に
は
、

邦
保
に
射
し
て
の
強
制
的
な
代
出
・
代
耕
で
も
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
有
緩
官
牧
」
と
の
、

分
も
、
相
互
扶
助
の
側
面
と
全
く
絶
縁
し
た
租
賃
制
に
お
い
て
は
、
も
は
や
、

七
一

O
年
款
に
は
あ
っ
た
逃
戸
の
更
生
費
用

崎
，

そ
の
跡
を
留
め
て
は
い
な
い
。

‘，，.、、
、‘、

半
h
4
μ

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
以
後
即
座
に
郷
保
へ
の
擬
逃
の
弊
が
や
み
は
し
な
か
っ
た
。
な
お
も
し
ば
ら
く
(
と
く
に
七
六
0
年
代
)
は
、
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邦
保
へ
の
擬
逃
の
弊
を
禁
ず
る
護
教
が
く
り
か
え
さ
れ
る
。
中
央
政
府
の
政
策
轄
換
と
は
別
に
、
地
方
官
更
は
濁
自
に
郷
保
へ
の
擬
逃
の
弊
を

繕
績
し
た
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
さ
ら
に
そ
れ
以
後
と
な
る
や
、
調
燥
を
邦
保
と
明
示
し
た
擬
逃
の
弊
は
殆
ど
み
え
な
く
な
る
。

「
九
そ
十
家
の
内
、
大
牢
逃
亡
す
る
も
、
亦
た
五
家
の
擬
税
に
須
つ
。」
と
あ
る
よ
う
な
、
「
祇
だ
見
在
戸
中
に
於
い
て
、
分
外
に

か
わ
っ
て
、
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帥

機
配
」
す
る
弊
が

一
般
化
し
て
い
く
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

四

む

す

び

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
来
っ
た
と
こ
ろ
を
要
約
し
て
結
び
と
し
よ
う
。

唐
に
あ
っ
て
は
、
郊
と
保
と
が
と
も
に
法
制
化
さ
れ
て
い
た
。
郷
里
制

・
村
坊
制
の
下
位
に
、

「
家
」
を
車
位
と
し
て
郷
・
保
は
構
成
さ
れ
て
い
た
。

郷
里
制
の
基
礎
単
位
た
る
「
戸」

と
遣
い
、

「
四
家
魚
郊
、

五
家
鶏
保
」
と
、
何
よ
り
も

「
家
」
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
自
然
的
・

一
定
の
血
縁
・
祉
舎
閥
係
に
基
づ
く
、
よ
り
現
貫
生
活
に
即
し
た
寅
態
上
の
単
位
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
家」

の
属

性
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
郊

・
保
に
も
、
嘗
然
及
ん
で
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

私
的
な
、

従
来
、
海
保
の
公
的
に
認
め
ら
れ
た
機
能
と
い
う
こ
と
で
は
、
治
安

・
警
察
的
側
面
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
い
う
理
解
が
行
わ
れ
て
き
た
。
け
れ
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そ
れ
は
正
し
く
な
い
。
恐
ら
く
は
唐
初
以
来
、
い
わ
ゆ
る
「
灘
保
代
演
の
法
」
が
唐
令
に
お
い
て
存
在
し
、
小
農
の
逃
亡
に
よ
っ
て
田

宅
の
逃
棄
と
課
役
欠
負
と
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
逃
亡
戸
が
属
す
る
近
親
・
郊
保
に
は
、
逃
棄
回
の
代
耕
(
管
理
〉

と
課
役
の
代
出
と
が
、
法

定
の
範
囲
内
で
強
制
H
義
務
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

唐
隆
元
年
教
に
よ
れ
ば
、

逃
戸
護
生
後
の
三
年
聞
が
代
耕

・
代
出
の
義
務
年
限
で
、

同
時
に
そ
の
聞
は
逃
戸
も
逃
棄
田
宅
へ
の
保
有
権
を
留
保
せ
ら
れ
る
定
め
で
あ
っ
た
が、

三
年
を
過
ぎ
れ
ば
そ
の
地
は
還
公
さ
れ
、
且
つ
逃
戸

yγ
も、

は
課
役
賦
課
封
象
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

代
耕
と
代
出
と
は
、

も
と
よ
り
表
裏

一
世
の
か
た
ち
で
均
団
法

(
及
び
そ
の
維
持
目
的
〉
に
連
動
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
逃
禁
固
保
管
の
た
め
の
代
耕
第
働
が
、
強
制
に
基
づ
く
得
役
的
な
も
の
で
あ

っ
た
ば
か
り
か
、
そ
れ
に
雁
じ
た
代
出
の
方
も
、
逃
戸
の
雁
賦
課
役
分
に
併
せ
て
更
生
費
用
分
を
附
加
し
た
、
そ
の
本
質
は
強
化
さ
れ
た
牧
奪

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

に
も
拘
ら
ず
、
中
央
政
府
が
鄭
保
に
そ
の
よ
う
な
機
能
を
負
わ
せ
え
た
の
に
は
、

畢
寛
そ
れ
な
り
の
篠
件
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ

っ

た

。

け

だ

し

、

郷

保

に

あ

っ

て

も

例

外

で

は

な

い

、

そ

れ

な

り

に

強

固

な

経

済

的

・

祉

曾

的

結

合

と

同

時

一
定
の
血
縁
関
係
を
介
し
て
の
、



に
相
互
依
存
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
小
農
の
相
互
扶
助
慣
行
に
劃
し
て
、
上
か
ら
行
政
の
網
を
か
ぶ
せ
、
逃
戸
を
護
生
さ
せ
た
こ
と
へ
の
答
責

と
い
う
論
理
下
に
取
り
込
ん
だ
の
が
、

邦
保
へ
の
代
耕

・
代
出
の
強
制
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
邦
保
は
、

近
親
と
一

睡
と
な
っ
て
、

現
賓
の
納
税
主
睦
と
し
て
機
能
せ
し
め
ら
れ
た
。

と
き
に
、
制
度
上
の
「
躍
職
課
税
」

(↓
謀
役
賦
課
)
単
位
は

「戸
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
現
買

に
は
、
個
々
別
々
に
そ
の
納
税
機
能
を
完
遂
し
え
な
い
脆
弱
な
車
位
で
し
か
な
か
っ
た
が
故
に
、
該
「
戸
」

(
例
え
ば
逃
戸
)
と
「
近
親
・
邦
保
」

と
で
構
成
さ
れ
る
一
定
の
経
済
的
関
係
|

|
事
買
上
の
納
税
単
位
ー
ー
が
、
別
に
設
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

社
曾
問
題
化
し
た
浮
逃
戸
増
大
と
そ
れ
に
伴
う
財
政
逼
迫
と
は
、

て
、
右
の
ご
と
き
事
責
上
の
納
税
草
位
、
ひ
い
て
は
邦
保
組
織
そ
の
も
の
を
破
壊
し
て
い
っ
た
。

法
に
運
用
さ
れ
、

何
よ
り
も
擁
逃
の
弊
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ

し
か
る
に
武
后
期
以
後
、

「
邦
保
代
済
の
法
」
が
地
方
官
に
よ

っ
て
違

ま
か
り
通
る
「
横
徴
」
が
さ
ら
に
新
た
な
逃
戸
を
護
生
さ
せ
、
併
せ
て
邦
保
内
部
で
の
階
層
分
化
を
生
ん
だ
。
均
団
法
下
、

代
耕
と
代
出
と
は
本
来
一
鐙
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
結
合
を
破
援
し
た
の
が
ま
た
擬
逃
の
弊
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
代
出
の
違
法
形
態
H

「
横
徴
」
が
邦
保
を
破
壊
し
、

郷
保
に
こ
そ
依
存
す
べ
き
、
逃
棄
回
管
理
の
震
の
径
役
的
第
働
力
は
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
邦
保
へ
の

擁
逃
の
弊
か
ら
設
し
た
佳
制
上
の
危
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
邦
保
へ
の
代
耕

・
代
出
の
強
制
が
、
政
策
的
に
慶
棄
さ
れ
た
も
の
と

- 87ー

思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
は
、
天
賓
十
四
載
か
ら
乾
元
三
年
に
か
け
て
の
聞
で
の
こ
と
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
租
賃
制
」
の
採
用
が
、
そ
の
こ
と

を
も
の
が
た
つ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
小
稿
で
は
、
結
局
唐
前
半
期
に
お
け
る
邦
保
に
つ
い
て
考
え
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
後
漢
以
後
の
鳴
の
結
合
原
理
の
問
題
、
南
北

朝
期
に
お
け
る
南
と
北
で
の
在
地
結
合
の
相
違
の
問
題
、
よ
り
近
く
は
北
貌
の
宗
主
督
護
制
・
北
周
の
二
長
制
の
問
題
、
等
々
、

そ
う
し
た
も

の
と
い
か
に
関
連
さ
せ
て
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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註ω
鞠
清
遼
著
、
六
花
謙
哉
・
岡
本
午
一
明
一
時

『唐
代
経
済
史
』
生
活
社
、

九
四
二
年
、
七
一
頁
。

ω
こ
う
し
た
現
朕
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
な
お
、
園
制
が
い
か
に
在
地
に

お
し
お
よ
.
ほ
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
聞
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
紋
況
を



284 

み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
在
地
の
寅
態
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
の
で
は

な
い
か
|
|
、
こ
の
よ
う
な
槻
貼
か
ら
、
ま
ず
は
、
小
農
支
配
の
全
一
的
な

枠
組
に
か
か
わ
る
問
題
と
お
.ほ
し
い
身
分
制
を
と
り
あ
げ
て
き
た
の
が
、

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
の
私
の
作
業
で
あ
る
。
(
拙
稿
「
唐
に
お
け
る
良
賎

制
と
在
地
の
身
分
的
諸
関
係
」
『
歴
史
皐
研
究
』
別
冊
『
民
族
と
園
家
』
、

一
九
七
七
年
。
同
「
唐
の
部
曲
客
女
身
分
に
関
す
る
一
考
察
」

『
一
橋
研

究』

一一一
l
l
て
一
九
七
八
年
。
同
「
唐
の
『
百
姓
』
身
分
に
つ
い
て
」

「
祉
舎
経
済
史
皐
』
四
十
七
|
六
、
一
九
八
二
年
。
)

ω
同
右
。

川
刊
増
補
版
『
中
園
南
北
朝
史
研
究
』
名
著
出
版
、
一
九
六
二
↓
七
九
年
、

三
O
六
頁
。

ω
同
右
、
三

O
六
J
七
頁
。

川
開
通
耐
内
各
三
食
貨
三
・

郷
然
。

的
唐
律
疏
議
谷
十
三
戸
婚
中

・
輪
課
税
物
迷
期
の
係
。

刷
醤
唐
書
巻
一
百
七
十
一
李
幼
係
。

助
資
治
通
鑑
各
二
百
四
十
一
の
繋
年
に
よ
る
。
但
、
司
馬
光
が
、
機
す
る

制
到
象
を
「
比
都
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

帥
そ
の
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
述
。
な
お
、
鞠
清
遠
『
唐
代
経
済

史
』
人
人
文
庫
、
夜
割
問
商
務
印
書
館
、
一
九
三
六
↓
六
八
年
、
二
四
頁
を

参
照
。

ω
文
字
を
正
し
、
不
要
の
註
は
省
く
。

M
W

こ
の
議
論
を
盤
理
・
検
討
し
た
最
近
の
も
の
に
、
中
川
事
「
八
、
九
世

紀
中
園
の
郷
保
組
織
」
『
一
橋
論
議
』
八
十
三
三
、
一
九
八

O
年
、
が

あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
ゆ
ず
り
た
い
。

同
議
論
の
中
で
五
家
保
に
関
す
る
一
衣
資
料
と
さ
れ
た
、
吐
魯
番
目
成
見
・

庚
徳
三
年
二
月
交
河
豚
園
保
文
書
五
遜
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
で
の
保
頭
一

人

・
保
内
四
人
、
保
人
五
人
、

な
る
二
形
態
の
グ
ル
ー
プ
を
、
五
家
保
と

関
係
の
な
い
単
な
る
保
障
グ
ル
ー
プ
と
見
う
る
可
能
性
が
開
演
さ
れ
て
い
る

(岸
俊
男
「
家

・
戸

・
保」

『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
塙
書
房
、

一
九

七
三
年
、

三
六

0
1六
一
頁
)
。
ま
た
、
郷
に
つ
い
て
も
、
。
ょ
っ

l
ど
な

り
争
風
の
日
常
生
活
用
語
と
解
せ
な
く
は
な
い
一
般
的
な
「
四
部
」
等
の

語
と
、
唐
朝
に
入
り
郷
保
組
織
と
し
て
明
確
に
法
令
化
を
経
た
な
か
の
郷

と
が
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
に
同
値
で
あ
る
保
障
は
な
い。

後
述
す
る
所
と
も

関
わ
る
が
、
た
だ
雨
税
以
前
の
法
に
い
う
郷
は
、
相
互
に
同
値
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
と
考
え
る
。

M
W

松
本
善
海
「
吐
魯
番
文
書
よ
り
見
た
る
唐
代
の
邦
保
制
」
『
中
園
村
落

制
度
の
史
的
研
究
』
岩
波
書
庖
、
一
九
六
三
↓
七
七
年
、
三
九
七
J
八
頁
。

帥
仁
井
田
陸
『
唐
令
拾
遺
』
東
方
文
化
察
院
、

一
九
三
三
年
、
二
一
四
l

一
六
頁
を
参
照
。
以
下
、
問
書
は
、
仁
井
田
『
拾
遺
』
と
略
記
す
る
。

帥
唐
へ
と
連
な
る
新
郷
里
制
の
起
鈷
と
し
て
、
府
警
径
二
高
祖
紀
下

・
閲

皇
九
年
二
月
丙
申
僚
で
は

「五
百
家
を
制
し
て
郷
と
信
用
し
、
正

一
人
を
、

百
家
を
里
と
魚
し
、
長

一
人
を
お
く
。
」
と
い
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、

唐
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
他
の
「
村
坊
制
」
・
「
郷
保
制
」
と
の
か
か
わ
り
の

中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

制
仁
井
田
『
姶
遺
』
、
二
三
九
頁
。
が
、
宋
家
鉱

「唐
代
的
手
賞
、
戸
籍

輿
計
帳
」
(『
歴
史
研
究
』
一
九
八
一
|
六
)
に
よ
れ
ば
、
里
正
以
下
の
文

は
、
造
戸
籍
僚
に
復
原
さ
る
べ
き
と
い
う
。
な
お
、
堀
敏
一
氏
手
録
の
周

放
初
元
年
一
月
西
州
高
回
目
前
例
史
有
仁
戸
手
賞
(
新
酒
博
物
館
展
示
〉
に
は
、

「版
、
件
通
蛍
戸
家
口
一
恕
名
田
室
四
至
、

具
録
如
前
。
」
な
る

記
載
が
み

と
め
ら
れ
る
。

。。。。
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帥
ま
ず
唐
律
疏
議
巻
三
名
例
三
・
犯
流
犯
配
僚
に
よ
れ
ば
、
「
家
口
」
と

は
、
流
・
移
の
人
に
随
う
こ
と
が
闘
相
さ
れ
る
(
妻
妾
は
義
務
)
、
父
租
子

孫
ま
で
を
範
囲
と
す
る
。
さ
ら
に
同
容
十
八
賊
盗
二
・
造
畜
盛
毒
僚
で

は
、
「
同
居
の
家
口
」
が
み
え
て
い
る
。
そ
の
際
、
「
同
居
」
内
に
お
け

る
一
方
が
他
方
を
盛
義
で
毒
す
る
ケ
l
ス
も
規
定
さ
れ
、
そ
の
例
と
し
て

聞
に
は
、
親
兄
弟
で
大
房
が
小
房
を
穫
す
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。

叉
、(

開
元
)
十
八
年
正
月
了
巳
、
・
・
:
其
流
人
配
穀
、
弁
一
一
廃
家
口
者
、

所
犯
人
情
非
劫
筈
身
己
亡
残
、
其
家
口
放
還
。
(
冊
府
一
冗
勉
巻
八
五
・

帝
王
部
・
赦
宥
四
〉

と
あ
る
よ
う
な
用
例
と
も
し
ば
し
ば
出
曾
う
。
大
房
・
小
房
の
房
と
こ
の

一
房
家
口
の
房
と
が
等
し
い
と
す
れ
ば
、
或
い
は
「
家
口
」
は
「
同
居
」

の
下
位
概
念
で
そ
れ
に
包
掻
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
因

み
に
、
右
の
造
畜
鐙
毒
僚
で
は
、
奴
縛
部
曲
は
良
人
と
同
じ
で
は
な
い
か

ら
「
非
同
流
家
ロ
之
例
」
と
答
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
裁
炎
輝
氏
は
さ
ら

に
一
般
化
し
て
、
「
惟
う
に
家
口
は
部
曲
及
び
奴
牌
を
包
括
せ
ざ
ら
ん
。
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
(
『
唐
律
各
論
』
三
民
書
庖
、
一

九
六
五
年
、
一
四

四
頁
)
。
さ
し
ず
め
「
家
口
」
は
、
流
・
移
の
人
に
現
貧
的
に
も
同
行
し

う
る
よ
う
な
、
且
つ
直
系
親
属
中
心
の
、
さ
ほ
ど
庚
く
な
い
範
圏
に
限
定

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

帥
唐
律
疏
議
巻
十
三
戸
婚
中
・
職
課
税
物
遠
期
保
。

戸
主
不
充
者
、
駒
山
口
四
十
。

疏
議
目
、
百
姓
嘗
戸
、
態
輪
課
税
、
依
期
不
充
、
即
答
四
十
。
不
援

分
数
信
用
坐
。

唐
田
令
復
原
第
二
三
係
、
仁
井
田
『
拾
遺
』
、
六
三
七
頁
。
西
嶋
定
生

帥

「
吐
魯
番
出
土
文
書
よ
り
見
た
る
均
田
制
の
施
行
紋
態
|
給
回
文
書
・

退

団
文
書
を
中
心
と
し
て
|
」
『
中
園
経
済
史
研
究
』
東
京
大
拳
出
版
舎
、

一
九
五
九
・
六

O
↓
六
六
年
、
五
七
六
J
七
七
頁
。

帥
池
田
温
『
中
園
古
代
籍
帳
研
究
概
観
・
録
文
』
東
京
大
皐
出
版
倉
、

一
九
七
九
年
、
一
八
七
頁
。

伺
同
右
、
一
九
八
・
二
一

O
頁。

帥
註
怖
を
参
照
。

帥
滋
賀
秀
一
一
一

『中
園
家
族
法
の
原
理
』
創
文
社
、
一
九
六
七
年
、
八
九
頁

・
註
(
初
〉
を
参
照
。

帥

仁

井

田

『拾
遺
』
、
二
二
三
頁
。

帥
『
唐
代
租
調
庸
の
研
究
』

E
謀
総
篇
下
、
自
家
版
、
一
九
七
七
年
、
五

九
O
頁
・
註

ω。

刷
新
唐
書
巻
五
十
二
食
貨
二
。

倒

惰

書
巻
二
十
四
食
貨
士
山
。

帥

唐

戸
A
官
復
原
第

一
六
僚
、
仁
井
田
『
拾
遺
』
、
二
三
五
頁
。
注
目
さ
れ

る
の
は
、
「
膝
分
者
、
不
用
此
令
。
」
で
あ
る
。
唐
律
疏
議
巻
十
二
戸
婚
上

・
相
官
合
戸
僚
に
よ
れ
ば
、
「
父
母
彩
亡
、
服
紀
己
関
、
兄
弟
欲
別
者
」

の
類
を

「腹
別
」
と
い
う
と
あ
る
が
、
蓋
し
戸
令
の
「
態
分
(
者
)
」
と

同
義
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
律
疏
の
「
態
別
」
は
「
於
法
態
別
立
戸」

と

も
換
言
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
、
戸
令
復
原
第
一
六
僚
の
規
定

は、

法
に
於
い
て
臨
胞
に
分
か
つ
べ
き
場
合
以
外
の
析
戸
に
つ
い
て
規
定
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
欲
析
出
口
魚
戸
、
及
首
附
ロ
震
戸
」
の
行
篤
主

睦
は
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
公
権
力
の
側
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
な
お
、

「
態
分
者
、
不
用
此
令
。
」
は
、

嘗
僚
相
暗
白
の
日
本
養
老
戸
令
潟
戸
僚
に

も
そ
の
ま
ま
見
え
、
そ
れ
に
製
し
て
、
古
記
は
「
謂
う
こ
こ
ろ
は
、
臨
時

- 89ー
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に
准
量
す
る
の
み
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
准
量
す
る
の
が
い
わ
ゆ
る
班

回
農
民
の
側
で
は
あ
り
え
な
い
。

M
W

原
文
は

「其
村
居
、
如
満
十
家
者
乙
で
あ
る
が
、
意
を
も
っ
て
不
字

を
補
う
仁
井
田
設
に
従
っ
た
。
仁
井
田

『
拾
遺
』
、
一
二
五
頁
。

帥
後
述
の
如
く
、
「
家
」
H
H

「
同
居
共
財
」
な
り
。

防

「
唐
宋
時
代
の
家
族
共
産
制
」
『
法
制
史
論
集
』
第
三
巻
下
、

岩
波
書

庖
、
一
九
二
六
↓
四
三
年
、
二
二
五
三
頁
。

帥
宮
崎
市
定
「
中
園
に
お
け
る
村
制
の
成
立
」
『
ア
ジ
ア
史
論
考
』
中
巻
、

朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
O
↓
七
六
年
。

制
「
唐
令
復
原
研
究
序
設
|
特
に
戸
令
・
田
令
に
ふ
れ
て
|
」
『
東
洋
史

研
究
』
三
十
一
|
四
、
一
九
七
三
年
、
一
一

O
頁。

帥
松
本
義
国
海
「
都
保
組
織
を
中
心
と
し
た
る
唐
代
の
村
政
」
『
中
園
村
落

制
度
の
史
的
研
究
』
岩
波
書
庖
、
一
九
四
二
↓
七
七
年
、
三
九
三
頁。

帥
同
右
、
三
八
八
頁
。

例
日
本
の
保
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
岸
俊
男
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』

塙
書
房
、
一
九
七
三
年
、
三

O
二
J
三
頁
参
照
。

同
唐
律
疏
議
巻
六
名
例
六
・
稽
日
者
以
百
刻
僚
の
答
。

帥
同
右
。

同開

「
字
文
融
の
括
戸
政
策
に
就
い
て
」
『
支
那
皐
』

一
一
|
五
、
一
九
三
九

年
、
四
八
頁
。

帥
唐
戸
令
復
原
第
一

O
僚
、
仁
井
田
『
拾
遺
』
、
二
二
九
頁
。
た
だ
、
「
四

家
篤
郷
、
五
家
震
保
」
が
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
か
な
ど
、
綴

文
の
詳
細
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。

帥
普
及
版
・
新
一訂
増
補
『
園
史
大
系
・
令
集
解
』
第
二
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
二
年
、
二
六
八
J
七
O
頁
。
日
本
思
想
大
系
3

『
律
令
』

岩
波
書

広、

一
九
七
六
年
、
二
二
七
J
八
頁
、
の
訓
讃
文
に
従
っ
た
。

帥
仁
井
田

『拾
遺
』
、

二
三

O
頁。

同
松
本
註
同
論
文
、
四

O
囚
頁
。

帥
瀧
川
政
衣
郎
『
律
令
の
研
究
』
万
江
書
院
、
一
九
六
六
年
復
刻
、

二一

五
頁。

帥
菊
池
註
糾
論
文
、
九
O
頁。

納
同
類
の
法
は
、
さ
ら
に
唐
以
前
に
ま
で
湖
り
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
例
え
ば
貌
書
巻
十
九
中
任
城
王
澄
俸
に
は
、
澄
が
、
利
園
済
民
、

宜

し
く
振
翠
す
べ
き
所
の
者
・
十
僚
を
奏
し
た
と
し
て
、
「
六
日
逃
亡
代
輪、

去
来
年
久
者
、

若
非
伎
作
、
任
聴
即
住
。

七
回
途
兵
逃
走
、
或
質
陥
由
民
、

皆
須
精
検
。
三
長
及
近
親
、
若
質
際
之
、
徴
其
代
験
、
不
際
勿
論
。
」
と

あ
る
の
を
載
せ
て
い
る
。

同
菊
池
註
帥
論
文
、
九
O
J九
二
頁。

帥
仁
井
田
陛
「
唐
の
律
令
お
よ
び
格
の
新
資
料
|
ス
タ
イ
ン
敦
爆
文
献
|
」

『
中
園
法
制
史
研
究
法
と
慣
習

・
法
と
道
徳
』
東
京
大
事
出
版
舎
、

一

九
五
七
年
↓
六
四
年
、
二
八
七
頁。

帥

唐

大

詔
令
集
巻
一
百
十
に
牧
載
の
も
の
も
略
々
同
文
。
括
弧
内
の
賊
・

原
の
二
字
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

制
中
川
皐
「
唐
代
の
客
戸
に
よ
る
逃
棄
回
の
保
有
」
『
一
橋
論
叢
』
五
十

三
ー
一
、
一
九
六
五
年
、
八
二
頁
の
註
(
お
)
。

同
池
田
温
氏
は
、
明
も
引
も
失
々
に
文
義
が
通
り
内
容
的
に
疑
問
は
な
い

と
さ
れ
る
。
中
園
最
近
の
設
掘
資
料
に
知
見
を
え
て
の
、

甚
だ
興
味
深
い

理
解
で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
、
七

一
O
年
段
階
で
、
政
策
上
、
逃
棄
田
の

管
理
に
「
任
意
の
租
佃
」
が
採
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
の
は
い
か
が
で
あ

ろ
う
。
(「中
園
古
代
の
租
佃
契
」
中
、

『東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
六
十
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五
、
一
九
七
五
年
、
註
口
、
八

0
1八
一
頁
を
参
照
〉
。

帥
同
様
の
使
用
例
は
、
「
天
下
諸
郡
の
逃
戸
は
、
田
宅
産
業
有
る
も
、
妄

り
に
人
の
破
除
を
被
む
り
、
弁
に
租
庸
を
欠
負
す
る
に
縁
り
て
、
先
に
己

に
親
絡
が
買
寅
し
、
云
々
」
(
唐
舎
要
巻
八
十
五
逃
戸
・
天
賓
十
四
載
八

月
制
)
、
「
(
前
略
)
長
吏
は
:
・
:
・
紙
だ
見
在
戸
中
に
分
外
に
機
配
し
、
亦

た
逃
戸
の
桑
地
を
破
除
し
て
以
て
税
銭
に
充
つ
る
有
り
。
云
々
」
(
同
右

・
曾
昌
元
年
正
月
制
)
な
ど
と
見
え
る
。

帥
中
川
註
制
論
文
、
七
四
頁
・
上
段。

伺
同
右
、
七
六
頁
・
上
段
。

同
註
闘
に
同
じ
。

伺
冊
府
元
範
巻
六
十
三
帝
王
部
・
渡
競
令
二。

帥
唐
曾
要
巻
八
十
五
逃
戸
。
略
々
同
文
が
、
全
唐
文
容
三
百
九
十
七
皇
甫

環
・
諌
置
勘
曲
演
剣
官
疏
に
も
み
え
る
。
が
、
若
干
の
字
の
異
同
が
あ
る
。

伺
岡
崎
註
帥
論
文
、
四
七
頁
。

M
W

奮
唐
書
巻
八
十
八
意
思
議
停
附
嗣
立
捕
開
。

制
唐
曾
要
各
八
十
五
逃
戸
・
天
賓
十
四
載
八
月
制
。

倒
養
老
令
「
戸
逃
走
僚
」
に
は
、
五
保
の
遁
訪
と
戸
内
ロ
の
逃
亡
と
に
関

す
る
部
分
も
含
ん
で
い
る
。
唐
隆
元
年
教
に
は
見
え
な
い
。
こ
の
こ
と
の

意
味
に
つ
い
て
は
、
な
お
後
考
を
侠
ち
た
い
。

制
堀
敏
一
氏
の
手
銀
に
な
る
、
一
九
六
四
年
ア
ス
タ
ー
ナ
史
玄
政
墓
出
土

-
一
柳
龍
三
年
高
畠
豚
崇
化
郷
黙
籍
様
(
新
彊
博
物
館
蔵
)
で
、
そ
こ
に

戸
主
康
迦
術
年
五
十
七
衛
士

右
件
戸
逃
満
十
年
、
回
宅
並
退
入
選
公

と
の
記
載
が
あ
る
の
を
教
え
ら
れ
た
。
「
逃
世
間
十
年
」
が
、
規
定
の
出
演
遷

を
一
示
す
も
の
か
、
或
い
は
皐
に
法
と
運
用
と
の
開
の
ズ
レ
を
反
映
し
て
い

る
の
か
に
つ
い
て
は
、
俄
に
は
断
じ
難
い
。

制

内

藤

乾
士ロ『
中
閣
法
制
史
考
謹
』
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
、

二
一
一

頁。

伺
こ
の
勲
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
次
節
で
ふ
れ
る
。

伺
唐
曾
要
各
八
十
五
逃
戸
。

制
同
右
、
天
賓
十
四
載
八
月
制
も
そ
う
で
あ
る
。
玄
宗
期
中
心
に
、
他
に

も
多
数
こ
の
例
は
散
見
す
る
。

同
同
右
、
賓
隠
元
年
五
月
十
九
日
数
。

伺
同
右
、
至
徳
二
載
二
月
殺
。

伺
同
右
、
大
中
二
年
正
月
殺
。

帥
註
伺
に
同
じ
。

伺

菊

池

註
帥
論
文
、
一
一
一
一
貝
。
因
み
に
、
養
老
戸
令
第
十
一
「
給
侍
僚
」

に
み
え
る
「
近
親
」
は
、

集
解
諸
説
に
よ
れ
ば
三
等
以
上
の
親
と
解
す
べ

き
ょ
う
で
あ
る
。

伺

池

田

註
帥
書
、

二
O
二
J
八
頁。

同
唐
曾
要
各
八
十
五
籍
帳
・
開
元
十
八
年
十
一
月
殺
。

同
同
右
、
定
戸
等
第
・
高
蔵
通
天
元
年
七
月
二
十
三
日
数
。

同
仁
井
田
陸
『
支
那
身
分
法
史
』
東
方
文
化
皐
院
、
一
九
四
二
年
、
二
五

七
頁
。

何
唐
曾
要
各
八
十
五
逃
戸
。

伺
註
伺
に
同
じ
。

陣
中
川
註
帥
論
文
、
第
四
章
、
参
照
。

M
W

池
田
註
帥
書
、
三
四
二
J
三
頁。

制
菊
池
英
夫
「
唐
代
敦
煙
祉
舎
の
外
貌
」

『
講
座
教
煙
』
3
、
大
東
出
版

位
、
一
九
八

O
年
、
一
一
一
一
二
頁
。

M
W

そ
れ
に
、
小
作
訟
を
と
っ
た
ば
あ
い
に
疑
問
と
恩
わ
れ
る
の
は
、

e承
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前
の
場
合
と
今
年
の
場
合
(
後
述
)
と
に
お
い
て
、
助
人
勢
働
へ
の
酬
功

の
仕
方
に
落
差
を
生
じ
す
ぎ
は
し
な
い
か
、
。
「
俵
有
徐
駿、

使
入
助
一
生」

が
、
「
有
勝
官
牧
」
と
し
た
唐
隆
元
年
敷
と
で
背
反
す
る
こ
と
に
な
る
が

そ
れ
で
よ
い
か
、
と
い
う
黙
で
あ
る
。

倒
仁
井
田
『
拾
遺
』
、
六
四
一
頁
。
回
令
復
原
第
二
八
係
。

倒
同
右
、
六
五
子
三
頁
。
回
A
官
復
原
第
三
四
脇
陣
。

制
註
伺
制
割
腹
の
本
文
資
料
。

M
W

中
川
註
帥
論
文
、
七
六
頁
・
上
段
。

紛
一
九
六
四
年
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
・
ア
ス
タ
ー
ナ
か
ら
出
土
し
た
楊
大
智

租
田
契
(
池
田
註
伺
論
文
、
二
J
九
頁
)
は
、
垂
扶
三
年
(
六
八
七
〉
段

階
で
逃
禁
固
が
ど
の
よ
う
に
庭
理
さ
れ
て
い
た
の
か
を
か
た
る
貴
重
な一

寅
例
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
私
契
で
あ
り
、
逃
走
し
た
術
士
の
和
隆
子

が
新
興
の
張
寺
滋
に
も
つ
口
分
田
二
畝
半
が
ど
う
い
う
わ
け
か
い
ま
前
里

正
・
史
玄
政
の
も
と
に
保
管
さ
れ
、
そ
の
田
を
ば
、
租
僚
は
隆
子
兄
弟
二

人
の
庸
篠
の
直
に
充
蛍
す
る
と
約
し
て
、

租
回
人
た
る
寧
戎
郷
の
楊
大
智

が
、
団
主
た
る
史
玄
政
か
ら
租
債
・
小
褒
四
石
(
漢
斗
)
を
支
排
っ
て
租

取
す
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
和
隆
子
・
史
玄
政
・

楊
大
智

の
三
者
相
互
の
関
係
が
定
か
で
な
く
、
こ
の
文
書
の
基
本
的
な
位
置
づ
け

に
つ
い
て
の
断
定
は
、
な
お
今
後
の
検
討
に
委
ね
た
い
。
そ
の
際
の
一
つ

の
ポ
イ
ン
ト
は
、
楊
大
智
の
租
田
が
強
制
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
否

か
、
果
し
て
強
制
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
何
に
渡
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

凶
明
後
で
み
る
よ
う
に
、
機
逃
の
弊
の
一
ケ
l
ス
と
し
て
は
、
す
で
に
逃
棄

田
宅
が
な
く
と
も
課
役
代
出
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

制
唐
合
間
安
巻
八
十
五
逃
戸
・
天
質
十
四
載
八
月
制
。

伺

最
近、

高
橋
芳
郎
〈
「
唐
宋
関
消
費
貸
借
文
書
試
穣
|
賠
償
利
息
文
言

を
め
ぐ
っ
て
|
」
『
史
朋
』
十
四
、

一
九
八
二
年
)
に
お
い
て
、
郷
原
の

語
義
に
封
す
る
新
解
穫
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

制

宮

崎

市
定

「部
幽
か
ら
佃
戸
へ

唐
宋
聞
社
曾
愛
革
の

一
面
|
」
「
ア

ジ
ア
史
論
考
』

中
程
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
一
↓
七
六
年
、
二
七

一
頁。

倒
註
的
に
同
じ。

伺

奮
麿
書
各
八
十
八
意
思
議
俸
附
嗣
立
停
。

倒

唐
大
詔
令
集
巻
四
改
天
資
三
年
信
用
裁
制。

伺

奮

唐
書記
信
一
百
一
十
一

高
適
侍。

伺
註
倒
に
同
じ
。
唐
舎
市
女
各
八
十
五
逃
戸

・
天
賓
八
載
正
月
教
も
多
照。

例

唐

大

詔
令
集
を
九
康
徳
元
年
冊
念
競
赦
。

M

開
註
同
開
に
同
じ
。

倒

冊

府

元
勉
巻

一
四
七
帝
王
部

・
柳
下
二
。

柚
判
唐
曾
要
各
八
十
五
逃
戸
。
同
・

至
徳
二
裁
二
月
殺
を
も
参
照
。

州
側
唐
大
詔
令
集
巻
一
百
蘇
頚
・

洗
糠
官
吏
負
犯
制
(
開
元
四
年

四
月
四

日〉。
ω
註
伺
に
同
じ
。

同
脚
唐
曾
要
各
八
十
五
逃
戸
・

賓
膝
元
年
五
月
十
九
日
数
。
な
お
、

楊
大
相官

租
回
契
に
み
え
る
前
里
正
史
玄
政
は
、
こ
の
よ
う
な
「
滞
緩
高
戸
」
を
考

え
る
際
の
、
或
い
は
一
つ
の
素
材
と
な
る
も
の
か
も
知
れ
な
い

(註
制
を

参
照)。

州側

唐
曾
要
経
八
十
五
逃
戸
。

綱

同

右。

側

同

右
。

例
た
だ
し
、
租
賃
制
の
起
源
そ
の
も
の
は
前
年
に
減
る
。
冊
府
元
鑑
巻
八

- 92ー



七
帝
王
部
・
赦
宥
大
。

ω
中
川
註
制
論
文
、
七
七
頁
・
下
段
。

柚
仰
唐
曾
要
巻
八
十
五
逃
戸
・
舎
昌
元
年
(
八
四
一
〉
正
月
制
に
は
、

「(前

略
〉
自
今
己
後
、
熔
州
豚
開
成
五
年
目
前
、
観
察
使
刺
史
差
強
明
官
、
就

村
郷
指
貧
検
曾
桑
田
屋
字
等
、
の
勤
令
長
加
検
校
、
租
佃
輿
人
、
勿
令
荒

289 

腹
。
嬢
所
得
輿
納
戸
内
征
税
、
有
除
即
官
篤
牧
貯
、
待
腸
還
給
付
。
(
後

略
)
」
と
見
え
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
の
「
租
佃
奥
人
」

の
「
人
」
は、

も

は
や
以
前
の
ご
と
き
「
近
親
・
邦
保
」
な
の
で
は
な
い
。

帥
註
川
切
に
同
じ
。

帥

註
M

仰
に
同
じ
。
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Ae collection of tａχes. When the foreign campaigns were renewed

again and again during Wudi's reign, the　iｕｎｓhoｕａａｄｇ皿こｒｔａｎｇof those

regions which served as bases for the sorties of the campaigns were

-charged with the responsibility of providing for the campaigns. To raise

funds for wartime ｅχpenditures and munitions, they also intervened in

the collection of tａχes. Later, this tendency was enhanced. At the latest,

it was during the Yuanding 元鼎period (BC 116-BC Ill) that the jun

and ｇｕｏ　ａtthe rear of the campaigns' sortie bases also developed similarly.

Ｓん∂zzand xiang unable to fulfilltheir duties also came to be discharged.

At the same time, the　ｓhoｕ　and xiang ｅχtended their jurisdiction over

the collection of ordinary tａχesthat had no connection with the provision

of the foreign campaigns.

£INBAO m保AND ITS FUNCTION IN THE EARLY

　　

HALF OF THE TANG ：THE CLUE OF THE

　　　　　

SO-CALLED ＴＡＮＴＡＯ擲逃ABUSE

　　　　　　　　　　　

Yamane Kiyoshi

　　

During the Tang, both tｈ.＆ｌｉｎａｎｄｈａｏwere formalized into law.

At ａ level below the 公αzzがfｚ眉郷里制and the c征mfang ｚhi村坊制, the

ｌｉｎｈａｏ．composedof four or 丘ve households, was based essentially upon

the fundamental unit of the ］ia家. Unlike the ＆戸, the fundamental

unit of the ぶiangli zhi, the iiawas more or less based upon the natural

and individual relationships held between certain blood relatives and

members

　

of the local society. In this sense, it was, more than the

others, a real unit reflecting actual social relationships.

　　

Until now, the function of the Z加bao has been widely understood

to have been intended only as police enforcement. But this interpretation

is not necessarily correct. Since the　early Tang, the law ｏ£“linhao

daiji” 鄭保代済had probably ｅχisted. Under its provisions, in the event

of a peasant leaving the area, abandoning his household fields and not

fulfilling

　

his

　

appointed

　

work, the　linbao　to　which　the　departed

householder belonged undertook the cultivation of the abandoned fields

and the responsibilities　of his alotted jobs. Social responsibility was
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transformed into coercion. Therefore, the lahor of this substitute culti-

vatidn became･ ａ kind of compulsory labor services. The substitute work

too was obtained essentiallythrough force｡

　　　

The central government relied upon conditions of social interdepen･

dence which actually already existed within the j＆zin causing the Z加＆z・

to assume such a function. At the heart of the linhao(ｉｎ other words･，

within the regional society), there was just such ａ strong ･economic and

social association and mutual interdependence　for survival growing from

the -bonds of blood relationships. Under the pretext of reprimanding

the local society for the occurence of an abandoned household, the state

assumed the already existing custom of mutual assistance practiced by

peasants｡

　　　

What is commonly called the abuse of tantac in the Z加bao is merely

the result of regional ｏ伍cialshaving made this an unlawful activity.

THE PINDA品搭OF INCOME AND EXPENDITURES

IN ＨＵＩＺＩ會子INTHE SOUTHERN SONG ECONOMY

　　　　　　　　　　　　　　　　

KUSANO Yasushi

　　

Thｅ　ｘｉｎｇｚａｉｈ仇i行在會子of the Southern Song government were

changed into non-convertible coupons in the fourth year of the Qiandao

乾道period (1168).　These non-convertib!ｅ coupons could yet better

preserve their face value and circulate in the markets because the central

and provincial governmental agencies had accepted these hｕiｚi at their

face value, just as they would have accepted xiαnqian見銭. When the

government issued the ｈｕiｚi,　＼testablished the precedent regulating the

rate of usable huizi in each item of the income and the ｅχpenditures

paid in ･xianqian at the government treasuries. Following this precedent.

the ｈｕiｚiwas used together with copper coins and silver taels.

　　

Ｐ飢ｄａ　Ｔefersto the using of various kinds of money according to a

rate.

　

In this ｅχpression,夕加品indicates rate, while jα搭indicates the

process of lumping together.　The principal items of expenditure were

officials'salaries･ military ｏ伍cers' salaries, and military provisions. The
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