
淸
代
巴
縣
農
村
の
租
佃
實
態

︱
︱
｢
抗
租
﹂
﹁
�
租
﹂
と
﹁
�
客
關
係
｣
︱
︱

凌

�

は
じ
め
に

第
一
違

租
佃
關
係
に
對
す
る
三
種
の
見
解

第
二
違

中
央
と
地
方
の
﹁
抗
租
﹂
と
﹁
欠
租
﹂

第
三
違

同
治
�
巴
縣
の
﹁
抗
租
﹂
訴
訟

第
四
違

｢欠
租
﹂﹁
掯
租
﹂
と
﹁
�
租
﹂

第
五
違

｢
�
客
關
係
｣

︱
︱
同
治
時
	
巴
縣
の
租
佃
關
係
に
對
す
る
理
解

む
す
び
に
か
え
て

は

じ

め

に

宋
代
以
影
︑
地
�
・
佃
戶
關
係
は
中
國
社
會
の
一
つ
の
重
�
な
社
會
關
係
と
な
っ
た
︒

淸
時
代
に
は
︑
地
�
・
佃
戶
關
係
と
の
關
わ
り
で

﹁
抗
租
�
動
﹂
が
し
ば
し
ば
�
こ
り
︑
中
央
政
府
も
こ
れ
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
を
制
定
し
政
策
を
實
施
し
た
︒
特
に
�
代
に
な
る
と
︑

地
�
・
佃
戶
閒
の
鬭
爭
は
二
〇
世
紀
の
中
國
政
治
・
社
會
に
大
き
く
影
�
を
與
え
る
重
�
な
�
素
と
な
り
︑
中
國
革
命
の
原
因
の
一
つ
に
な
っ

た
︒
地
�
・
佃
戶
關
係
が
�
世
以
來
の
中
國
�
を
硏
究
す
る
上
で
︑
重
�
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
︒
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し
か
し
︑
一
九
八
〇
年
代
以
來
︑
中
國
の
租
佃
關
係
に
對
す
る
硏
究
は
減
少
傾
向
に
あ
る
︒
そ
の
原
因
と
し
て
は
︑
理
論
上
と
�
料
上
の
雙

方
に
問
題
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
よ
っ
て
本
稿
は
ま
ず
︑
從
來
の
租
佃
關
係
に
つ
い
て
の
諸
理
解
を
ま
と
め
︑
こ
れ
を
�
提
と
し
て
︑
怨
し

い
視
點
・
怨
し
い
�
料
を
利
用
し
て
︑
中
國
の
傳
瓜
�
租
佃
關
係
を
再
考
す
る
︒

第
一
違

租
佃
關
係
に
對
す
る
三
種
の
見
解

傳
瓜
�
な
地
�
・
佃
戶
關
係
に
つ
い
て
︑
從
來
の
學
界
に
は
お
お
よ
そ
三
種
類
の
見
解
が
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
三
種
の
見
解
の
背
後
に

は
︑
中
國
の
�
世
社
會
�
體
に
對
す
る
三
つ
の
理
解
が
存
在
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
言
う
三
つ
と
は
�
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

(一
)

｢倫
理
論
﹂
に
よ
る
地
�
・
佃
戶
關
係
理
解

こ
れ
は
二
〇
世
紀
�
�
	
の
中
國
で
重
�
な
思
想
に
な
っ
た
︒
そ
れ
を
代
表
す
る
の
が
梁
漱
溟
氏
と
費
孝
�
氏
で
あ
る
︒

こ
の
見
解
を
鯵
 
に
言
え
ば
︑
中
國
の
傳
瓜
社
會
の
中
で
︑
儒
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
そ
の
影
�
力
の
結
果
と
し
て
︑
儒
家
の
倫
理
規
範
は

人
々
の
行
爲
を
大
き
く
左
右
す
る
も
の
と
な
っ
た
︒
儒
敎
が
目
ざ
す
倫
理
�
社
會
に
あ
っ
て
は
︑
租
佃
關
係
中
の
地
�
と
佃
戶
雙
方
の
行
爲
は
︑

�
に
倫
理
規
範
に
從
っ
て
規
定
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
梁
漱
溟
氏
は
︑
中
國
は
﹁
倫
理
本
位
﹂
の
社
會
で
あ
り
︑
�
て
の
社
會
關
係
が
﹁
倫
理
關

係
﹂
で
あ
る
と
理
解
し
︑
社
會
關
係
中
の
﹁
"
誼
﹂
と
﹁
義
務
﹂
を
强
$
し
た(1

)
︒
ま
た
︑
費
孝
�
氏
は
︑
傳
瓜
%
德
と
慣
'
の
影
�
の
下
で
は
︑

地
�
は
(
度
に
佃
戶
を
搾
取
す
る
ま
で
に
は
至
ら
ず
︑
佃
戶
も
%
理
に
反
し
て
租
を
)
め
る
必
�
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
た(2

)
︒
な
お
︑
日
本
の
中

國
�
硏
究
に
お
い
て
も
︑
戰
�
の
﹁
共
同
體
﹂
論
に
は
こ
う
し
た
﹁
倫
理
論
﹂
と
相
�
ず
る
側
面
が
あ
ろ
う(3

)
︒

こ
の
見
解
の
背
後
に
は
︑
中
國
傳
瓜
社
會
に
つ
い
て
の
基
本
�
な
考
え
方
が
存
在
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
中
國
社
會
の
觀
念
の
う
ち
︑
特

に
儒
家
思
想
の
﹁
倫
理
性
﹂
を
重
視
し
︑
人
々
の
行
爲
は
�
に
倫
理
觀
念
の
荏
�
下
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ

こ
に
は
重
大
な
問
題
點
が
二
つ
あ
る
︒
第
一
に
︑
租
佃
關
係
の
本
質
と
は
倫
理
關
係
で
は
な
く
︑
經
濟
關
係
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
租
佃
の
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倫
理
と
い
う
も
の
は
本
來
︑
儒
家
經
典
の
中
に
は
存
在
し
な
い
︒
第
二
に
︑
こ
の
見
解
に
基
づ
け
ば
︑
中
國
傳
瓜
社
會
の
租
佃
關
係
の
中
の

﹁
減
免
﹂﹁
互
助
﹂
な
ど
の
現
象
は
說

し
う
る
が
︑

淸
時
代
の
地
�
・
佃
戶
の
閒
に
頻
發
し
た
﹁
欠
租
﹂﹁
抗
租
﹂
な
ど
の
激
し
い
租
佃
紛

爭
を
解
釋
し
が
た
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
こ
こ
に
言
う
租
佃
の
倫
理
に
つ
い
て
は
︑
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の

だ
ろ
う
か
︒

(二
)

｢階
,
論
﹂
に
よ
る
地
�
・
佃
戶
關
係
理
解

｢倫
理
論
﹂
の
理
解
と
ほ
ぼ
同
時
に
︑
マ
ル
ク
ス
�
義
の
影
�
に
よ
っ
て
﹁
階
,
論
﹂
の
地
�
・
佃
戶
關
係
が
も
う
一
つ
の
重
�
な
理
解
と

な
っ
た(

4
)

︒﹁
階
,
論
﹂
に
よ
る
と
︑
地
�
・
佃
戶
は
中
國
封
円
社
會
で
相
對
立
す
る
階
,
で
あ
り
︑
租
佃
關
係
の
本
質
は
︑
地
�
に
よ
る
經
濟

�
强
制
を
超
え
た
佃
戶
か
ら
の
搾
取
に
あ
る
と
す
る
︒
田
�
・
佃
戶
の
身
分
法
硏
究
の
源
液
も
こ
こ
に
あ
る
︒
地
�
・
佃
戶
關
係
の
本
質
は
︑

﹁
倫
理
論
﹂
の
�
張
す
る
倫
理
關
係
で
は
な
く
︑
利
益
を
め
ぐ
る
對
立
階
,
閒
の
激
し
い
鬭
爭
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
階
,
對
立
こ
そ
中
國

�
の
發
展
を
推
.
す
る
根
本
�
な
動
力
と
見
な
さ
れ
た
︒

中
國
で
は
︑
こ
の
地
�
・
佃
戶
に
對
す
る
﹁
階
,
論
﹂
�
理
解
は
︑
五
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
ま
で
︑
唯
一
の
﹁
正
し
い
﹂
理
解
と
し
て
/

め
ら
れ
て
き
た(5

)
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
の
中
で
は
諸
學
0
の
論
爭
が
あ
っ
た
が
︑
基
本
�
な
考
え
方
に
變
わ
り
は
な
か
っ
た
︒
日
本
の
東
洋
�
學
界

に
お
い
て
も
︑
四
〇
年
代
末
か
ら
六
〇
年
代
に
は
︑
階
,
論
に
よ
る
地
�
・
佃
戶
硏
究
が
�
�
な
潮
液
と
な
っ
た(6

)
︒﹁
階
,
論
﹂
の
影
�
の
下

に
︑
地
�
の
佃
戶
に
對
す
る
搾
取
と
佃
戶
の
地
�
に
對
す
る
鬭
爭
が
︑
硏
究
上
の
重
�
な
テ
ー
マ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
租
佃

關
係
の
變
�
︑
賦
役
制
度
の
變
動
︑
さ
ら
に
は
商
品
經
濟
の
發
展
な
ど
の
成
果
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
︒

｢階
,
論
﹂
に
立
て
ば
︑
確
か
に
地
�
・
佃
戶
の
閒
の
各
種
の
矛
盾
と
紛
爭
を
合
理
�
に
解
釋
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
こ
こ
に
も
二

つ
の
問
題
が
あ
る
︒
第
一
に
︑
地
�
・
佃
戶
閒
の
各
種
の
紛
爭
の
具
體
�
な
原
因
を
考
え
ず
に
︑
�
て
を
﹁
階
,
鬭
爭
﹂
槪
念
の
中
に
含
め
る

の
は
3
切
で
あ
ろ
う
か
︒
第
二
に
︑
こ
れ
ら
の
鬭
爭
・
紛
爭
と
竝
行
し
て
頻
繁
に
行
わ
れ
た
﹁
減
免
﹂﹁
互
助
﹂
の
行
爲
に
つ
い
て
︑﹁
階
,
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論
﹂
は
十
分
な
說

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

(三
)

｢經
濟
論
﹂
に
よ
る
地
�
・
佃
戶
關
係
理
解

八
〇
年
代
末
に
な
る
と
︑
中
國
で
は
︑
地
�
・
佃
戶
關
係
に
對
す
る
經
濟
論
�
硏
究
が
﹁
階
,
論
﹂
に
取
っ
て
代
わ
り
︑
中
國
の
�
世
以
來

の
租
佃
關
係
硏
究
の
�
液
と
な
っ
た
︒

こ
の
﹁
經
濟
論
﹂
の
視
點
か
ら
見
る
と
︑
地
�
の
土
地
5
6
量
︑
各
地
の
實
際
の
地
租
7
︑
佃
戶
が
總
人
口
に
占
め
る
比
7
︑
農
民
の
生
活

水
準
な
ど
の
問
題
が
︑
地
�
・
佃
戶
關
係
を
硏
究
す
る
際
の
重
�
な
問
題
に
な
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
硏
究
に
よ
っ
て
︑
怨
た
な
租
佃
關
係
の
宴
が

徐
々
に
形
づ
く
ら
れ
て
い
っ
た
︒
例
え
ば
︑
土
地
5
6
は
分
散
し
た
狀
況
下
に
あ
り
︑
地
租
7
は
あ
る
9
度
ま
で
3
切
で
︑
佃
戶
の
人
口
比
7

は
豫
想
よ
り
少
な
く
︑
農
民
の
生
活
水
準
も
﹁
階
,
論
﹂
が
豫
想
す
る
よ
り
高
い
等
の
結
論
が
提
出
さ
れ
た(

7
)

︒
こ
の
﹁
經
濟
論
﹂
�
理
論
は
︑

﹁
階
,
論
﹂
に
よ
る
地
�
・
佃
戶
宴
を
打
破
し
︑
中
國
傳
瓜
の
租
佃
關
係
は
經
濟
規
律
に
相
應
し
い
も
の
だ
と
い
う
結
論
を
出
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
﹁
經
濟
論
﹂
の
背
後
に
は
︑
中
國
傳
瓜
社
會
の
人
々
も
現
代
人
の
よ
う
な
﹁
合
理
�
經
濟
人
﹂
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
あ
る
︒
こ
れ
に

よ
る
と
︑
中
國
の
傳
瓜
�
な
租
佃
關
係
は
︑
地
�
・
佃
戶
が
經
濟
�
合
理
性
に
よ
っ
て
利
益
と
損
失
を
考
え
︑
お
互
い
に
合
:
を
形
成
し
︑
契

<
に
よ
っ
て
確
立
す
る
經
濟
關
係
で
あ
る(8

)
︒
日
本
で
は
︑
一
九
五
〇
年
代
︑
宮
崎
市
定
氏
が
す
で
に
中
國
�
世
社
會
の
=
本
�
義
性
を
强
$
し
︑

�
世
以
來
の
租
佃
關
係
を
契
<
關
係
と
し
て
理
解
し
て
い
る(9

)
︒

し
か
し
︑
こ
の
見
解
の
問
題
は
︑
第
一
に
︑
租
佃
關
係
を
純
粹
な
經
濟
關
係
と
し
て
理
解
す
る
と
︑
特
殊
な
租
佃
關
係
︑
例
え
ば
3
州
の

﹁
佃
僕
制
度
﹂
な
ど
に
つ
い
て
解
釋
し
が
た
い
こ
と
︒
第
二
に
︑
租
佃
關
係
に
關
わ
る
訴
訟
案
件
の
中
に
︑﹁
經
濟
�
合
理
性
﹂
に
反
す
る
紛
爭

と
訴
訟
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
︒﹁
合
理
�
經
濟
人
﹂
と
い
う
�
提
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
問
題
を
論
理
�
に
解
釋
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒

以
上
が
︑
租
佃
關
係
か
ら
見
た
中
國
�
世
社
會
に
對
す
る
�
も
基
本
�
な
視
點
で
あ
る
︒
そ
れ
以
外
の
租
佃
關
係
の
硏
究
も
︑
こ
の
三
種
の

見
解
に
硏
究
視
角
を
?
っ
て
發
展
し
て
い
る
︒
日
本
で
は
七
〇
年
代
以
影
︑
階
,
論
を
@
て
て
︑
租
佃
關
係
に
關
わ
る
怨
し
い
側
面
が
A
目
さ
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れ
た
が
︑
そ
れ
は
例
え
ば
同
族
關
係
と
在
地
勢
力(10

)
︑
政
治
・
宗
敎
思
想(11

)
等
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
八
〇
年
代
以
影
の
地
域
社
會
硏
究
の
中
か
ら
︑

租
佃
關
係
に
關
わ
る
硏
究
も
B
つ
か
登
場
し
て
い
る(12

)
︒
こ
れ
ら
の
硏
究
は
�
に
﹁
租
佃
關
係
﹂
に
影
�
を
與
え
た
外
部
の
�
素
を
重
視
し
た
も

の
だ
が

(つ
ま
り
何
が
租
佃
關
係
に
影
�
を
し
た
の
か
)
︑
し
か
し
﹁
租
佃
關
係
﹂
そ
れ
自
體

(
つ
ま
り
租
佃
關
係
と
は
何
か
)
の
怨
た
な
理
解
は
提

出
さ
れ
て
い
な
い
︒

以
上
の
三
種
の
見
解
は
そ
れ
ぞ
れ
に
問
題
點
が
あ
る
が
︑
中
國
傳
瓜
の
租
佃
關
係
の
各
側
面
に
對
し
て
︑
い
ず
れ
も
重
�
な
見
解
を
提
出
し

て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
三
つ
の
側
面
を
總
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
中
國
の
傳
瓜
�
租
佃
關
係
の
總
體
圖
を
描
く
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

一
方
で
は
︑
租
佃
關
係
の
中
に
︑﹁
減
免
﹂﹁
互
助
﹂
な
ど
倫
理
�
な
行
爲
が
多
く
存
在
し
て
い
た
︒
一
方
で
は
︑
地
�
・
佃
戶
の
閒
に
︑﹁
欠

租
﹂﹁
抗
租
﹂
な
ど
�
佃
の
紛
爭
が
同
じ
く
存
在
し
た
︒
同
時
に
︑
租
佃
關
係
は
經
濟
關
係
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
經
濟
�
な
性
格
も
一
つ
の
重

�
な
側
面
と
な
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
三
つ
の
側
面
を
如
何
に
總
合
�
に
解
釋
す
る
の
か
に
つ
い
て
︑
從
來
の
硏
究
は
說
得
�
な
議
論
を
展
開
で
き
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
︑
租
佃
關
係
に
對
す
る
怨
た
な
視
點
が
必
�
で
あ
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
�
も
重

�
な
の
は
︑
當
時
の
人
々
が
﹁
租
佃
關
係
﹂
に
對
し
て
ど
の
よ
う
な
理
解
を
も
ち
︑
ど
の
よ
う
に
租
佃
關
係
の
懸
案
を
處
理
し
て
い
た
の
か
︑

と
い
う
問
題
で
は
な
い
か
︒

周
知
の
�
り
︑
中
國
の
宋
代
以
影
の
�
世
社
會
に
︑
社
會
と
經
濟
の
發
D
に
E
っ
て
︑
傳
瓜
�
な
家
庭
・
宗
族
・
政
治
と
衣
な
る
﹁
社
會
﹂

と
い
う
領
域
が
著
し
く
成
長
し
︑
中
國
人
の
日
常
生
活
の
重
�
な
部
分
に
な
っ
た
︒
例
え
ば
︑
農
業
中
の
租
佃
關
係
︑
手
工
業
中
の
師
徒
關
係
︑

商
業
中
の
G
用
關
係
な
ど
が
大
量
に
現
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
關
係
は
︑
そ
れ
ま
で
の
古
代
・
中
世
の
傳
瓜
�
な
家
庭
・
宗
族
・
政
治
の
倫
理
規
範

で
は
直
接
�
に
處
理
で
き
な
い
關
係
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
怨
し
い
﹁
社
會
關
係
﹂
に
對
し
て
︑
�
世
以
來
の
中
國
人
は
ど
う
理

解
し
た
の
か
︑
ま
た
︑
こ
れ
に
關
わ
っ
て
ど
う
問
題
を
處
理
し
た
の
か
が
︑
重
�
な
硏
究
テ
ー
マ
と
な
る
の
で
あ
る
︒
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こ
の
問
題
を
硏
究
す
る
上
で
︑
先
行
硏
究
が
利
用
し
た
�
料
よ
り
も
さ
ら
に
具
體
�
か
つ
豐
富
な
�
料
が
あ
る
︒
そ
れ
は
地
方
檔
案
で
あ
り
︑

ま
ず
擧
げ
ら
れ
る
の
が
﹃
巴
縣
檔
案
﹄
で
あ
る
︒﹃
巴
縣
檔
案
﹄
の
中
の
租
佃
に
關
わ
る
訴
訟
檔
案
は
︑
租
佃
關
係
を
理
解
す
る
た
め
の
格
好

の
素
材
で
あ
る
︒
ま
ず
︑﹃
巴
縣
檔
案
﹄
の
中
に
︑
訴
訟
狀

(稟
狀
・
訴
狀
・
吿
狀
な
ど
各
種
類
の
�
書
を
含
む
)
・
供
詞
・
租
佃
契
<
な
ど
各
種

樣
々
な
�
料
が
あ
る
か
ら
︑
租
佃
案
件
自
體
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
地
�
・
佃
戶
に
關
す
る
周
邊
の
多
樣
な
"
報
も
讀
み
取
り
う
る
︒
第
二
に
︑

�
も
重
�
な
の
は
︑
案
件
の
(
9
と
結
果
だ
け
で
は
な
く
︑
當
事
者
の
租
佃
關
係
と
租
佃
紛
爭
に
對
す
る
理
解
︑
さ
ら
に
は
︑
そ
れ
に
基
づ
く

處
理
方
法
ま
で
も
窺
い
う
る
︒
こ
れ
は
他
の
�
料
︑
例
え
ば
正
�
・
實
錄
・
�
集
・
地
方
志
な
ど
で
は
提
供
で
き
な
い
貴
重
な
も
の
と
な
ろ
う
︒

第
三
に
︑
訴
訟
狀
の
中
に
︑
訟
師
の
書
い
た
﹁
定
型
句
﹂
が
多
く
存
在
し
て
い
る
が
︑
そ
の
﹁
定
型
句
﹂
自
體
が
︑
地
方
社
會
�
體
の
租
佃
關

係
に
つ
い
て
の
感
覺
と
理
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
巴
縣
檔
案
﹄
中
の
租
佃
關
係
に
關
わ
る
訴
訟
檔
案
が
︑
怨
た
な
視

點
か
ら
硏
究
を
目
指
す
の
に
相
應
し
い
�
料
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
︒

本
稿
で
は
以
下
︑
地
�
・
佃
戶
の
各
種
の
訴
訟
案
件
の
中
か
ら
︑﹁
田
租
に
關
す
る
訴
訟
﹂
の
案
件
を
取
り
上
げ
︑
こ
こ
を
出
發
點
と
し
て

地
�
・
佃
戶
關
係
に
檢
討
を
加
え
た
い
︒
ま
ず
︑
地
�
・
佃
戶
閒
の
田
租
を
め
ぐ
る
紛
爭
は
單
な
る
﹁
抗
租
﹂
案
件
で
は
な
く
︑
そ
れ
以
外
に

も
︑﹁
欠
租
﹂﹁
掯
租
﹂﹁
�
租(13

)
﹂
な
ど
多
樣
な
案
件
が
大
量
に
存
在
し
た
︒
そ
し
て
︑﹁
欠
租
﹂﹁
掯
租
﹂﹁
�
租
﹂﹁
抗
租
﹂
と
い
う
區
分
の
分

析
を
�
じ
て
︑
當
時
の
地
�
・
佃
戶
た
ち
が
租
佃
關
係
つ
い
て
如
何
な
る
理
解
を
持
っ
て
い
た
の
か
を

ら
か
に
す
る
こ
と
で
︑
中
國
傳
瓜
社

會
の
﹁
租
佃
關
係
﹂
自
體
の
再
K
築
を
お
こ
な
い
た
い
︒

た
だ
し
そ
の
�
に
︑
こ
う
し
た
﹁
抗
租
﹂﹁
欠
租
﹂
の
區
分
に
關
わ
る
案
件
が
︑
淸
代
の
實
錄
や
地
方
�
獻
の
中
で
ど
の
よ
う
に
L
わ
れ
て

い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
︑

確
に
し
て
お
く
必
�
が
あ
る
︒

第
二
違

中
央
と
地
方
の
﹁
抗
租
﹂
と
﹁
欠
租
﹂

地
�
・
佃
戶
閒
の
田
租
紛
爭
を
論
ず
る
場
合
︑
も
っ
と
も
重
�
な
の
は
﹁
抗
租
﹂
と
い
う
槪
念
で
あ
る
︒
從
來
の
硏
究
で
は
︑
集
團
�
な
激

― 103 ―

489



し
い
﹁
抗
租
�
動
﹂
は
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
以
外
の
日
常
�
な
田
�
・
佃
戶
の
閒
の
﹁
欠
租
﹂
な
ど
の
行
爲
も
︑﹁
抗
租
﹂
と
い
う
用
語
に
含
め

て
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
例
え
ば
︑
森
正
夫
氏
は
學
界
の
﹁
抗
租
﹂
槪
念
に
つ
い
て
︑
一
般
�
な
:
味
を
以
下
の
よ
う
に
說

し
て
い
る
︒

｢抗
租
︑
租
に
抗
う
と
は
︑
日
本
に
お
け
る
地
�
制
の
用
語
を
借
り
て
き
わ
め
て
一
般
�
に
い
え
ば
︑
小
作
人
に
當
た
る
佃
戶

(あ
る
い
は
佃

農
な
ど
)
が
︑
地
�
に
見
あ
う
田
�

(あ
る
い
は
業
�
な
ど
)
に
抵
抗
し
て
︑
小
作
料
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
租
の
荏
拂
い
を
拒
否
す
る

行
動
で
あ
る
︒
私
た
ち
は
︑
從
來
︑
欠
租
︑
逋
租
と
い
わ
れ
る
小
作
料
の
未
拂
い
や
滯
)
︑
し
か
も
生
活
費
用
の
不
足
か
ら
や
む
を
え
ず
行
わ

れ
る
個
々
の
佃
戶
の
さ
さ
や
か
な
抵
抗
な
ど
︑
そ
の
佃
戶
に
と
っ
て
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
緊
張
を
�
す
る
嚴
し
い
決
斷
を
と
も
な
う
も
の
で
は

あ
っ
て
も
︑
外
側
か
ら
見
れ
ば
M
極
�
な
行
動
と
し
て
の
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
を
も
含
め
て
︑
抗
租
の
語
を
用
い
て
き
た(14

)
﹂︒

八
〇
年
代
以
影
に
な
っ
て
も
︑﹁
抗
租
﹂
に
對
す
る
理
解
は
變
わ
る
こ
と
な
く
︑
こ
れ
が
硏
究
上
の
基
本
�
な
/
識
で
あ
っ
た
︒
傳
瓜
�
�

料
に
制
<
の
あ
る
こ
と
が
︑
こ
の
よ
う
な
/
識
が
續
い
た
原
因
で
あ
る(15

)
︒
し
か
し
︑
具
體
例
に
卽
し
て
�
料
を
よ
り
精
密
に
見
れ
ば
︑
當
時
の

人
々
に
と
っ
て
は
︑﹁
抗
租
﹂
と
﹁
欠
租
﹂﹁
掯
租
﹂
な
ど
を
區
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
︑
重
�
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
︒

例
え
ば
︑
森
正
夫
氏
に
よ
れ
ば
︑
淸
代
�
料
の
中
に
﹁
抗
租
﹂
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
現
れ
る
の
は
雍
正
十
三
年
︑
卽
位
し
た
ば
か
り
の
乾

隆
Q
が
下
し
た
諭
旨
に
見
ら
れ
る
と
す
る
︒
そ
れ
は
﹁
壬
午
︑
佃
租
を
減
ら
す
こ
と
を
勸
む
︒
⁝
⁝
若
し
彼
の
刁
頑
な
る
佃
戶
︑
此
れ
を
藉か

り

て
觀
U
し
�
V
せ
ば
︑
則
ち
な
お
抗
租
の
罪
を
以
て
治
め
よ
﹂
と
あ
る
も
の
で
あ
る(16

)
︒

｢此
れ
を
藉
り
て
﹂
の
:
味
は
︑
乾
隆
Q
の
﹁
諭
旨
﹂
(租
を
減
免
せ
よ
と
勸
め
る
諭
旨
)
を
利
用
し
て
抗
租
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

ま
た
そ
れ
以
外
に
︑
乾
隆
十
一
年
八
W
壬
辰
の
上
諭
の
中
に
︑﹁
羅
日
光
︑
羅
日
照
等
の
聚
衆
抗
租
事
件
﹂
に
對
し
て
﹁
豈
に
佃
戶
自
ら
額

數
を
減
ら
し
︑
抗
し
て
租
を
X
め
ざ
る
に
任
す
の
理
あ
ら
ん
や
﹂
と
い
う
諭
旨
が
あ
る(17

)
︒
そ
し
て
︑
乾
隆
二
十
三
年
十
一
W
︑
江
蘇
省
崇

縣

の
﹁
聚
衆
抗
租
事
件
﹂
に
對
し
て
も
︑﹁
刁
民
︑
詞
を
藉か

り
て
租
を
抗
す
る
こ
と
︑
已
に
嚴
禁
を
干お
か

す
﹂
と
い
う
諭
旨
が
あ
る(18

)
︒

實
錄
の
三
例
か
ら
見
る
と
︑﹁
抗
租
﹂
と
い
う
案
例
に
は
二
つ
重
�
な
特
Z
が
あ
る
︒
第
一
に
︑
�
に
集
團
�
な
行
動
︑
す
な
わ
ち
﹁
聚
衆
﹂

の
例
が
多
い
こ
と
︒
第
二
に
︑﹁
藉
此
﹂﹁
藉
詞
抗
租
﹂
な
ど
抗
租
行
爲
を
�
張
す
る
公
開
�
な
理
由
が
あ
る
こ
と
で
あ
る(19

)
︒
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し
か
し
︑
租
佃
關
係
を
め
ぐ
る
紛
糾
に
は
︑﹁
抗
租
﹂
以
外
の
別
の
事
件
も
存
在
し
た
︒
例
え
ば
︑
同
じ
﹃
淸
高
宗
實
錄
﹄
の
中
に
︑﹁
抗

租
﹂
と
は
衣
な
る
﹁
欠
租
﹂﹁
掯
租
﹂
の
案
件
も
登
場
し
て
い
る
︒﹁
掯
租
﹂
案
件
に
つ
い
て
︑
例
え
ば
乾
隆
三
十
四
年
四
W
壬
申
日
の
上
諭
で

は
︑﹁
馬
元
功
は
田
を
佃
し
︑
租
を
掯
し
て
完
)
せ
ざ
る
を
以
て
︑
業
�
に
[
吿
せ
ら
れ
︑
乃し

か

る
に
老
を
恃
み
て
公
堂
に
咆
哮
す
︒
治
む
る
に

枷
號
の
罪
を
以
て
す
る
は
︑
原
よ
り
ま
さ
に
得
べ
き
5
な
り
﹂
と
い
う(20

)
︒

こ
れ
は
﹁
掯
租
﹂
の
案
件
で
あ
る
か
ら
︑
�
]
の
處
罰
は
﹁
治
以
枷
號
之
罪
﹂
で
あ
っ
て
︑
大
淸
律
例
﹁
抗
租
禁
止
條
例
﹂
條
の
﹁
	
八

十
﹂
で
は
な
い(21

)
︒
た
だ
し
︑
こ
の
處
罰
の
原
因
は
お
そ
ら
く
﹁
掯
租
﹂
の
罪
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑﹁
恃
老
咆
哮
公
堂
﹂
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
そ
れ
以
外
に
︑﹁
欠
租
﹂
の
案
件
も
存
在
し
た
︒
例
え
ば
乾
隆
三
十
六
年
八
W
壬
辰
の
上
諭
の
中
に
︑﹁
案
"
を
細
閱
す
る
に
︑
段
興
邦

は
佃
戶
の
欠
租
細
事
を
以
て
官
に
吿
し
斷
_
せ
し
む
︑
已
に
安
分
の
人
に
非
ず
﹂
と
あ
る(22

)
︒

こ
の
案
件
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑﹁
欠
租
﹂
は
﹁
細
事
﹂
と
見
な
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑﹁
欠
租
細
事
﹂
の
た
め
に
佃
戶
を
訴
え
た
田
�
は
︑

却
っ
て
﹁
非
安
分
之
人
﹂
と
し
て
批
`
さ
れ
た
︒

こ
の
二
つ
の
事
件
と
﹁
抗
租
﹂
事
件
の
閒
に
は
︑
大
き
な
差
衣
が
見
え
る
だ
ろ
う
︒
第
一
に
︑
佃
戶
た
ち
は
﹁
掯
租
﹂︑﹁
欠
租
﹂
を
す
る
時
︑

﹁
抗
租
﹂
の
よ
う
な
公
然
と
)
租
義
務
を
拒
否
す
る
﹁
理
由
﹂
(す
な
わ
ち
﹁
詞
﹂
)
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
政
府
の

﹁
掯
租
﹂︑﹁
欠
租
﹂
案
件
に
對
す
る
態
度
と
﹁
抗
租
﹂
案
件
に
對
す
る
態
度
に
は
︑
大
き
な
落
差
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒

實
際
に
︑﹁
抗
租
﹂
案
件
と
﹁
欠
租
﹂
案
件
と
の
區
分
は
︑
中
央
政
府
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
︑
地
方
官
レ
ベ
ル
に
も


a
�
に
存
在
し
て

い
た
︒
例
え
ば
︑
陳
弘
謀
は
江
蘇
b
撫
再
任
中
に
公
布
し
た
﹁
業
佃
公
c
收
租
示
﹂
の
中
で
︑﹁
悦
に
無
良
の
輩
6
り
︑
名
を
藉か

り
て
報
災
し
︑

觀
U
し
V
挨
し
︑
完
租
す
る
を
肯
ん
ぜ
ず
︒
收
む
る
5
の
米
穀
を
も
っ
て
藏
�
し
て
質
當
す
︒
e
に
奸
徒
6
り
︑
倡
え
て
f
租
せ
ざ
る
の
說
を

爲
し
︑
把
持
し
て
糾
<
し
︑
f
租
す
る
を
許
さ
ず
﹂
と
営
べ
た(23

)
︒

こ
こ
で
も
︑
陳
弘
謀
は
一
般
�
な
﹁
欠
租
﹂︑﹁
�
租
﹂
事
件

(
悦
6
無
良
之
輩
⁝
⁝
)
と
﹁
抗
租
﹂
事
件

(
e
6
奸
徒
⁝
⁝
)
を
區
別
し
て
い

る
︒
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そ
し
て
︑﹃
江
蘇
省
例
續
g
﹄
の
中
に
︑﹁
不
准
妄
枷
佃
戶
竝
收
禁
﹂
と
い
う
例
が
あ
り
︑﹁
思
わ
ざ
り
き
︑
佃
戶
h
常
の
欠
租
は
︑
竝
び
に

重
大
の
罪
名
無
し
︒
焉
ん
ぞ
輕
易
に
囹
圄
に
收
入
す
べ
け
ん
や
︒
⁝
⁝
そ
の
衆
を
集
め
て
抗
霸
す
る
者
︑
原
よ
り
法
を
盡
し
て
i
辦
せ
ざ
る
能

わ
ず
︒
如
し
欠
く
5
に
限
り
6
る
も
︑
枷
號
し
て
收
禁
せ
ば
︑
B

ほ
と
ん

ど
身
家
を
保
つ
莫
き
を
致
す
︑
殊
に
恤
佃
の
%
に
非
ず(24

)
﹂︒

こ
こ
か
ら
は
︑
政
府
�
書
の
中
に
︑
佃
戶
の
﹁
抗
租
﹂
行
爲
と
﹁
欠
租
﹂
行
爲
と
の
區
分
が

確
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑﹁
抗
租
﹂
と
﹁
欠
租
﹂
を
混
用
し
た
例
も
存
在
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
當
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
そ
こ
に
大
き
な
區

分
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
れ
だ
け
の
�
料
で
は
︑﹁
抗
租
﹂
と
﹁
欠
租
﹂
の
差
衣
と
そ
れ
ぞ
れ
の
:
味
を

確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑

以
下
の
第
三
違
で
は
︑
同
治
時
代
巴
縣
の
具
體
�
な
﹁
抗
租
﹂
案
件
を
�
じ
て
︑﹁
抗
租
﹂
と
い
う
用
語
の
持
つ
:
味
を
檢
討
す
る
︒

第
三
違

同
治
�
巴
縣
の
﹁
抗
租
﹂
訴
訟

具
體
�
な
分
析
に
入
る
�
に
︑
巴
縣
の
自
然
狀
況
と
租
佃
制
度
に
つ
い
て
︑
鯵
單
に
說

し
て
お
き
た
い
︒
巴
縣
は
四
川
盆
地
の
東
部
外
緣

に
あ
り
︑
縣
城
は
現
在
の
重
慶
市
市
內
に
5
在
し
た
︒
同
治
時
代
の
巴
縣
の
範
圍
は
︑
縣
城
5
在
の
�
島

(
嘉
陵
江
と
長
江
の
合
液
地
點
)
︑
�

島
と
繫
が
る
西
部
と
北
部
︑
さ
ら
に
長
江
以
南
の
廣
大
な
地
域
に
相
當
す
る
︒
四
川
盆
地
の
外
緣
で
あ
る
か
ら
︑
�
域
は
山
閒
地
帶
に
當
た
り
︑

特
に
長
江
以
南
の
廣
大
な
地
域
は
典
型
�
な
山
嶽
地
形
で
︑
土
地
も
貧
瘠
で
あ
る
︒
一
方
︑
巴
縣
の
氣
象
條
件
は
︑
氣
溫
は
亞
熱
帶
性
で
︑
一

年
閒
の
W
c
均
氣
溫
は
零
度
以
上
︑
影
水
量
・
濕
氣
と
も
に
多
く
︑
農
r
に
3
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
巴
縣
の
大
部
分
の
田
地
で
は
二
	
作
が

可
能
で
あ
り
︑
秋
は
稻
︑
春
は
麥
・
豆
な
ど
の
雜
穀
が
收
穫
で
き
る
︒
租
佃
關
係
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
田
�
に
收
め
る
租
穀
は
稻
で
︑
雜
穀
は

す
べ
て
佃
戶
の
5
6
に
屬
す
る
も
の
と
な
る(25

)
︒

巴
縣
の
租
佃
關
係
は
大
ま
か
に
二
種
類
に
分
け
ら
れ
︑
一
つ
は
佃
田

(水
田
を
借
り
る
)
︑
も
う
一
つ
は
佃
土

(山
土
を
借
り
る
)
で
あ
る
︒
山

土
の
生
產
量
は
田
土
よ
り
は
る
か
に
低
い
の
で
︑
佃
土
の
佃
戶
は
一
般
�
に
言
っ
て
貧
困
で
あ
っ
た
︒
同
治
時
代
巴
縣
の
租
佃
關
係
に
お
い
て
︑
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佃
田
の
大
多
數
は
實
物
定
額
租
︑
�
い
で
實
物
の
割
合
租
で
あ
り
︑
貨
u
地
租
の
ケ
ー
ス
は
極
め
て
少
な
い
︒
そ
れ
以
外
の
重
�
な
特
色
と
し

て
︑
巴
縣
の
租
佃
制
度
に
は
︑
押
佃
制
度

(
v
金
制
度
)
が


a
�
に
存
在
し
て
い
た
︒
押
佃
銀
の
額
は
佃
租
の
高
さ
と
反
比
例
關
係
に
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
佃
戶
の
閒
で
轉
佃

(自
分
の
借
り
た
田
地
を
ま
た
別
人
に
貸
す
)
も
頻
繁
に
發
生
し
た
︒
租
佃
の
年
限
に
つ
い
て
は
︑
大
部
分
が

十
年
以
下
の
短
	
租
佃
で
あ
り
︑﹁
田
面
﹂﹁
田
底
﹂﹁
永
佃
﹂
の
慣
'
は
存
在
し
な
か
っ
た
︒

本
稿
で
利
用
す
る
﹃
巴
縣
檔
案
﹄
と
は
︑
淸
代
四
川
省
の
巴
縣
衙
門
の
現
存
�
書
で
あ
る
︒
乾
隆
時
代
か
ら
宣
瓜
時
代
ま
で
の
案
件
が
保
存

さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
中
身
は
ほ
ぼ
二
種
類
の
�
書
で
K
成
さ
れ
︑
す
な
わ
ち
訴
訟
�
書
と
そ
れ
以
外
の
各
種
行
政
�
書
で
あ
る
︒
�
書
群
�
體

の
總
量
は
お
よ
そ
一
一
三
〇
二
〇
卷(26

)
︑
そ
の
う
ち
︑
同
治
�
の
�
書
は
一
六
九
八
〇
卷
︒
同
治
�
﹃
巴
縣
檔
案
﹄
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
夫
馬

.
氏
の
紹
介
が
あ
る
の
で
�
て
そ
れ
に
讓
る(27

)
︒
四
川
省
檔
案
館
の
整
理
を
�
じ
て
︑
現
在
同
治
�
の
﹃
巴
縣
檔
案
﹄
は
す
で
に
﹁
內
政
﹂︑﹁
司

法
總
類
﹂︑﹁
命
案
﹂︑﹁
地
權
﹂
な
ど
二
十
二
種
類
の
g
目
に
分
け
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
中
に
︑﹁
租
佃
﹂
と
い
う
分
類
が
あ
る

(同
治
案
件
號

N
o
.1
3
6
5
0
-
1
4
0
3
5
(28
)

)
︒

鯵
單
に
數
え
る
と
︑
同
治
時
代
の
租
佃
類
案
件
の
總
計
は
三
八
六
件
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
う
ち
田
土
租
佃
に
關
係
な
い
案
件
を
八
五
件

(大
部
分
は
家
屋
の
租
賃
案
件
)
含
ん
で
い
る
の
で
︑
田
土
租
佃
に
關
す
る
案
件
は
三
〇
一
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
う
ち
田
�
が
先
に
佃

戶
を
訴
え
た
案
件
が
一
五
九
件
︑
佃
戶
が
先
に
田
�
を
訴
え
た
案
件
が
九
五
件
と
な
る
が
︑
そ
れ
以
外
に
�
書
紛
失
の
た
め
に
︑
ど
ち
ら
が
先

に
訴
え
を
�
こ
し
た
か
確
/
で
き
な
い
案
件
が
四
七
件
あ
る
︒
ま
た
︑
田
土
租
佃
の
三
〇
一
件
の
案
件
の
中
で
︑
佃
租
に
關
わ
る
案
件
は
一
〇

四
件
に
上
る
が
︑
そ
の
う
ち
訴
訟
狀
中
の
被
吿
へ
の
訴
え
で
︑

確
に
﹁
抗
租
﹂
と
い
う
非
難
が
加
え
ら
れ
た
案
件
は
わ
ず
か
に
三
件
︑
そ
の

他
に
�
に
﹁
欠
租
﹂
と
い
う
�
言
が
用
い
ら
れ
た
案
件
が
二
二
件
︑﹁
掯
租
﹂
と
い
う
�
言
が
用
い
ら
れ
た
案
件
が
一
五
件
︑﹁
�
租
﹂
と
い
う

�
言
が
用
い
ら
れ
た
案
件
が
二
六
件
あ
る
︒
そ
れ
以
外
の
三
八
件
は
﹁
租
穀
不
淸
﹂﹁
V
不
X
租
﹂
な
ど
曖
昧
な
非
難
が
用
い
ら
れ
て
い
る
案

件
で
あ
る
︒

こ
の
瓜
計
デ
ー
タ
か
ら
見
る
と
︑
同
治
�
﹃
巴
縣
檔
案
﹄﹁
租
佃
﹂
案
件
の
中
で
︑﹁
抗
租
﹂
案
件
は
極
め
て
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒
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﹁
欠
租
﹂﹁
掯
租
﹂﹁
�
租
﹂﹁
租
穀
不
淸
﹂
の
案
件
が
︑
租
佃
案
件
の
大
部
分
を
占
め
て
お
り
︑
ま
た
こ
れ
ら
の
案
件
に
は
︑
相
互
に
重
複
す
る

部
分
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
一
つ
の
案
件
︑
あ
る
い
は
一
つ
の
訴
訟
狀
の
中
に
︑﹁
欠
租
﹂
と
﹁
掯
租
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
欠
租
﹂
と
﹁
�
租
﹂︑

あ
る
い
は
﹁
掯
租
﹂
と
﹁
�
租
﹂
と
︑
こ
の
よ
う
に
二
つ
以
上
の
非
難
を
同
時
に
�
う
案
件
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑

﹁
欠
租
﹂﹁
掯
租
﹂﹁
�
租
﹂﹁
租
穀
不
淸
﹂
の
案
件
を
同
種
の
案
件
と
見
な
し
︑﹁
抗
租
﹂
案
件
と
區
別
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

そ
こ
で
ま
ず
︑
二
件
の
抗
租
案
件
を
分
析
し
て(29

)
︑
實
際
の
﹁
抗
租
﹂
の
:
味
を
檢
討
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
た
い
︒

(一
)

案
件
N
o
.1
3
9
9
6

(30
)

同
治
十
二
年
八
W
十
三
日
︑
直
里
六
甲
の
李
�
淮
は
﹁
爲
滅
霸
誣
索
叩
唤
�
究
事
﹂
の
件
で
︑
彼
の
兄
李
�
江
を
具
吿
し
た
︒﹁
⁝
⁝
一
體

ど
う
し
た
こ
と
か
︑
�
江
父
子
が
�
し
て
佃
地
を
�
け
︑
現
在
ま
で
抗
租
し
て
)
め
な
い
︒
%
理
を
も
っ
て
問
い
質
し
て
も
︑
惡
霸
は
反
對
に

彼
の
膳
業
で
あ
る
と
妄
稱
し
︑
子
の
李
應
益
に
指
圖
し
て
︑
蟻
の
田
業
を
別
に
石
如
海
の
佃
作
に
出
し
て
居
r
さ
せ
て
い
る(31

)
﹂︒

鯵
單
に
言
え
ば
︑
こ
の
案
件
で
は
︑
李
�
淮
は
﹁
抗
租
﹂
の
非
難
を
も
っ
て
彼
の
兄
李
�
江
を
訴
え
た
︒
こ
こ
で
︑﹁
抗
租
﹂
と
い
う
用
語

を
用
い
た
理
由
は
︑
李
�
江
は
自
分

(李
�
淮
)
の
田
地
を
借
り
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
田
地
は
自
分
の
土
地
だ
と
公
言
し
て
︑
﹁
)
租
﹂

の
%
理
を
正
面
か
ら
否
定
し
た
こ
と
に
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
抗
租
﹂
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
︑
家
產
は
旣
に
分
產
し
た
が

(分
關
可
憑
)
︑
土
地

契
<
が
ま
だ
長
男

(李
�
江
)
の
手
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
李
�
淮
は
﹁
抗
租
﹂
と
非
難
し
て
︑
兄
李
�
江
を
訴
え
た
の
で

あ
っ
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
知
縣
は
李
�
淮
の
﹁
吿
狀
﹂
に
論
理
の
破
綻
が
あ
る
こ
と
を
:
識
し
た
批
を
出
し
て
い
る(32

)
︒
す
な
わ
ち
︑
知
縣
に

と
っ
て
は
︑
別
居
の
﹁
分
關
﹂
が
あ
れ
ば
︑
事
實
は
鯵
單
に

ら
か
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
批
の
背
後
の
:
味
を
推
測
す
る
と
︑

知
縣
は
﹁
抗
租
﹂
の
非
難
に
疑
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

同
治
十
二
年
九
W
三
日
︑
李
�
淮
は
第
二
の
稟
狀
﹁
爲
霸
串
勒
搕
再
叩
喚
究
事
﹂
を
提
出
し
た
︒
こ
の
稟
狀
の
中
で
︑
�
も
A
:
す
べ
き
點

は
︑
彼
は
﹁
抗
租
﹂
と
い
う
言
葉
を
�
わ
ず
︑
兄
李
�
江
が
田
地
を
自
分
の
5
6
だ
と
稱
し
た
こ
と
に
も
言
�
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
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し
て
︑
却
っ
て
﹁
�
租
﹂
と
い
う
用
語
を
利
用
し
て
訴
え
て
い
る
︒﹁
長
兄
李
�
江
は
蟻
の
四
十
石
分
の
土
地
を
數
年
に
わ
た
っ
て
佃
r
し
て

い
る
が
︑
押
佃
の
銀
兩
は
な
く
︑
後
に
な
っ
て
�
租
し
た(33

)
﹂︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
李
�
淮

(
あ
る
い
は
訴
狀
を
書
い
た
訟
師
)
は
す
で
に
︑
�

の
﹁
抗
租
﹂
の
非
難
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
:
識
し
︑
訴
訟
の
言
辭
を
$
整
し
て
︑﹁
抗
租
﹂
と
い
う
非
難
を
﹁
�
租
﹂
の
非
難
に
變
え
た

の
で
あ
っ
た
︒

そ
の
後
︑
同
治
十
二
年
十
一
W
十
三
日
︑
兄
李
�
江
は
自
分
の
﹁
訴
狀
﹂
を
提
出
し
て
︑﹁
奸
�
捏
誣
訴
�
究
刁
﹂
の
件
で
李
�
淮
を
訴
え

た
︒
そ
の
中
で
︑
李
�
江
と
李
�
淮
は
そ
れ
ぞ
れ
田
業
の
�
分
を
6
す
る
と
い
う
事
實
を

ら
か
に
し
た
上
で
︑
一
族
の
﹁
合
<
﹂
も
添
附
し
︑

こ
れ
に
よ
っ
て
李
�
江
の
敍
営
の
方
が
正
確
で
あ
る
こ
と
を
證

し
た
の
で
あ
る
︒

李
�
江
の
﹁
訴
狀
﹂
に
對
し
て
︑
知
縣
王
鱗
飛
は
﹁
候
�
察
斷
﹂
と
い
う
批
を
下
し
た
が
︑
そ
の
後
の
記
錄
は
存
在
し
な
い
︒
檔
案
は
そ
れ

以
上
の
展
開
を
見
せ
る
こ
と
な
く
]
結
し
て
い
る
︒

こ
の
案
件
の
中
で
︑
李
�
淮
は
﹁
吿
狀
﹂
の
中
で
﹁
抗
租
﹂
の
非
難
を
利
用
し
た
が
︑
こ
の
非
難
が
6
效
に
働
く
た
め
に
は
︑
特
別
な
�
提

が
必
�
で
あ
る
︒
そ
れ
は
こ
の
案
件
で
言
え
ば
︑
彼
の
兄
李
�
江
が
田
地
を
自
分
の
5
6
だ
と
宣
言
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
李
�
淮
に

と
っ
て
は
︑
李
�
江
が
彼
と
の
租
佃
關
係
を
�
面
�
に
否
定
し
た
せ
い
で
︑﹁
抗
租
﹂
と
い
う
�
言
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か

し
こ
の
噓
が
知
縣
に
見
破
ら
れ
る
と
︑
李
�
淮
は
直
ち
に
﹁
抗
租
﹂
の
非
難
を
@
て
て
︑﹁
�
租
﹂
と
い
う
非
難
に
切
り
替
え
た
の
で
あ
っ
た
︒

こ
こ
か
ら
は
︑
こ
の
案
件
と
﹁
實
錄
﹂
中
の
﹁
抗
租
﹂
案
件
に
共
�
點
を
/
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
佃
戶
が
公
開
�
な
﹁
抗
租
﹂

の
理
由
を
宣
言
し
て
︑﹁
)
佃
﹂
と
い
う
租
佃
關
係
の
行
爲
規
範
の
正
當
性
に
反
對
す
る
こ
と
こ
そ
が
︑
田
�
が
﹁
抗
租
﹂
と
い
う
非
難
を
利

用
す
る
時
の
條
件
と
な
る
の
で
あ
る
︒

(二
)

案
件
N
o
.1
3
9
5
2

(34
)

こ
の
案
件
で
は
︑
同
治
年
閒
︑
仁
里
十
甲
の
監
生
徐
行
之
︑
高
步
雲
︑
嚴
子
貞
︑
武
生
蔣
燦
た
ち
が
共
同
で
﹁
義
冢
會
﹂
を
創
立
し
︑
寡
�
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熊
李
氏
は
こ
の
﹁
義
冢
會
﹂
の
佃
戶
で
あ
っ
た
︒
熊
李
氏
の
子
供
は
出
稼
ぎ
に
出
て
お
り
︑
ま
た
夫
の
父
は
病
氣
の
た
め
︑
家
に
勞
働
力
は
な

か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
熊
李
氏
は
﹁
義
冢
會
﹂
の
土
地
を
他
人
に
轉
佃

(小
作
の
ま
た
貸
し
)
し
た
が
︑﹁
義
冢
會
﹂
の
管
理
者
は
こ
れ
を
聞
く

と
︑
熊
李
氏
と
の
租
佃
關
係
を
停
止
し
て
︑
田
地
を
他
人
に
貸
そ
う
と
し
た
︒
ま
さ
に
そ
の
と
き
︑
熊
李
氏
の
夫
の
父
が
�
く
な
り
︑
熊
李
氏

は
﹁
停
尸
不
葬
︑
抗
租
不
金(35

)
﹂
と
い
う
行
爲
に
�
ん
だ
の
で
あ
っ
た
︒

同
治
十
年
十
一
W
十
三
日
︑
監
生
徐
行
之
等
は
﹁
爲
協
懇
究
�
事
﹂
の
件
で
熊
李
氏
を
具
稟
し
た
︑﹁
李
氏
の
�
熊
合
順
が
病
故
し
た
の
に

葬
ら
ず
︑
抗
租
し
て
)
め
な
い
︒
李
氏
は
反
對
に
﹁
套
剝
�
斃
﹂
(
�
し
て
搾
取
し
︑
人
を
_
い
詰
め
て
死
に
至
ら
せ
る
)
の
件
で
訴
え
を
�
こ
し

て
︑
差
喚
さ
れ
た
が
︑
無
理
押
し
し
て
%
理
を
わ
き
ま
え
な
い(36

)
﹂︒

す
な
わ
ち
︑
こ
の
稟
狀
が
提
出
さ
れ
る
�
に
︑
す
で
に
訴
訟
と
な
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
具
稟
狀
に
對
し
て
︑
知
縣
李
玉
宣
は
�
の
よ

う
な
批
を
出
し
て
い
る
︒﹁
案
件
は
す
で
に
�
斷
し
た
︑
直
ち
に
そ
れ
に
從
え
︑
□
□
瀆
し
て
は
な
ら
な
い(37

)
﹂︒

鯵
單
に
言
え
ば
︑
監
生
徐
行
之
た
ち
が
﹁
抗
租
﹂
に
よ
っ
て
熊
李
氏
を
訴
え
た
時
︑
稟
狀
に
現
れ
た
熊
李
氏
の
イ
メ
ー
ジ
は
訴
訟
狀
の
典
型

�
な
寡
�
の
イ
メ
ー
ジ
に
�
い(38

)
︒
こ
の
よ
う
な
橫
暴
な
�
女
の
�
は
︑
同
治
時
代
の
﹃
巴
縣
檔
案
﹄
の
中
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
︑
例
え
ば
﹁
撒

潑
蠻
橫
﹂
(案
件

N
o
.1
3
7
9
1
)
︑﹁
無
理
滋
鬧
﹂
(案
件

N
o
.1
3
8
6
5
)
︑﹁
蠻
橫
打
毁
﹂
(
案
件

N
o
.1
3
9
3
7
)
︑﹁
來
家
肆
鬧
﹂
(案
件

N
o
.1
4
0
3
2
)
な
ど
︑

頑
�
で
%
理
を
わ
き
ま
え
な
い
�
女
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
︑
熊
李
氏
を
ま
っ
た
く
"
理
に
�
じ
得
な
い
女
と
し
て
︑﹁
停
尸
不
葬
︑

抗
租
不
金
﹂
と
﹁
潑
蠻
﹂
の
よ
う
な
%
理
に
悖
る
行
爲
を
あ
げ
つ
ら
っ
た
の
で
あ
る(39

)
︒

し
た
が
っ
て
︑
も
し
假
に
�
営
の
李
�
淮
の
案
件
で
︑﹁
抗
租
﹂
と
い
う
用
語
の
:
味
が
︑
公
開
�
な
理
由
を
宣
言
し
て
︑﹁
租
佃
關
係
﹂
と

﹁
)
租
﹂
の
%
理
に
眞
っ
向
か
ら
背
い
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の
熊
李
氏
の
案
件
で
の
﹁
抗
租
﹂
の
:
味
は
︑
%
理
を
わ
き
ま
え
な
い
寡
�

が
﹁
)
租
﹂
の
%
理
を
完
�
に
無
視
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
案
件
で
は
︑﹁
抗
租
﹂
の
非
難
を
利
用
す
る
原
因
は
︑
單
に
熊
李
氏
が
﹁
租
を
滯
)
し
た
﹂
と
い
う
事
實
で
は
な
く
︑
ま
さ
に
熊
李
氏

が
﹁
租
を
滯
)
し
た
﹂
時
の
態
度
と
行
爲
な
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
�
案
の
ケ
ー
ス
と
は
原
因
が
�
っ
て
︑
熊
李
氏
が
特
定
の
理
由
を
も
と
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に
﹁
)
租
﹂
の
%
理
を
否
定
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
非
合
理
�
な
橫
暴
さ
で
﹁
)
租
﹂
の
%
理
を
根
本
�
に
無
視
し
た
こ
と
に
あ
る
︒

そ
の
た
め
に
︑
田
�
た
ち
は
﹁
抗
租
﹂
と
い
う
非
難
を
利
用
し
て
訴
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
中
國
の
傳
瓜
か
ら
見
る
と
︑﹁
�
女
﹂
は
生
ま
れ
つ
き
不
合
理
な
人
閒
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
が
存
在
し
て
い
る
︒
知
縣
は
�
女
を

處
罰
す
る
時
は
い
つ
も
︑
特
に
�
大
な
處
置
を
し
た
︒
こ
の
案
件
で
は
︑
�
]
�
に
知
縣
は
堂
審
に
よ
っ
て
︑
熊
李
氏
に
﹁
租
六
石
を
)
め
さ

せ
︑
合
順
の
棺
は
二
十
日
以
內
に
移
葬
さ
せ
る
﹂
と
命
じ
た
に
止
ま
り
︑
熊
李
氏
に
對
す
る
處
罰
は
な
か
っ
た
︒

以
上
︑
二
件
の
﹁
抗
租
﹂
案
件

(正
確
に
言
え
ば
︑﹁
抗
租
﹂
非
難
の
案
件
)
か
ら
︑
二
つ
の
重
�
な
點
が
見
え
て
く
る
︒
第
一
に
︑
田
�
が
佃

戶
を
訴
え
る
時
︑﹁
抗
租
﹂
と
い
う
非
難
は
隨
:
に
�
え
る
も
の
で
は
な
く
︑
却
っ
て
﹁
抗
租
﹂
の
�
言
を
�
用
す
る
時
に
は
︑
特
別
な
條
件

を
必
�
と
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
特
別
な
條
件
と
は
�
の
二
種
類
に
大
別
さ
れ
る
︒
一
つ
は
︑
佃
戶
が
公
開
�
な
理
由
を
宣
言

し
て
租
佃
關
係
を
否
定
し
︑﹁
)
租
﹂
の
�
求
に
正
面
か
ら
反
す
る
こ
と
︑
も
う
一
つ
は
︑
ま
っ
た
く
"
理
に
�
じ
な
い
者

(特
に
寡
�
な
ど
)

が
︑﹁
)
租
﹂
と
い
う
%
理
を
無
視
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
地
方
官
や
當
事
者

(
あ
る
い
は
訴
訟
狀
の
執
筆
者
)
た
ち
は
︑﹁
抗
租
﹂
と

﹁
欠
租
﹂
(特
に
﹁
�
租
﹂
)
の
閒
の
差
衣
を

確
に
:
識
し
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
抗
租
﹂
の
非
難
が
誣
吿
で
あ
る
こ
と
が
地
方
官
に
見
破

ら
れ
た
場
合
︑
以
後
の
訴
訟
狀
で
は
﹁
�
租
﹂
と
い
う
非
難
に
變
e
し
て
い
る
の
で
あ
る(40

)
︒

こ
こ
か
ら
︑
同
治
時
代
の
巴
縣
﹁
抗
租
﹂
案
件
の
:
味
に
は
︑
現
代
の
硏
究
者
た
ち
の
﹁
抗
租
﹂
事
件
に
對
す
る
理
解
と
は
大
き
な
�
た
り

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
現
代
の
硏
究
者
が
﹁
抗
租
﹂
事
件
の
原
因
を
檢
討
す
る
際
に
は
︑
ま
ず
﹁
地
�
階
,
の
佃
戶
階
,
に
對
す
る
搾
取
︑

こ
れ
に
對
す
る
佃
戶
階
,
の
反
抗
﹂
と
い
う
抽
象
�
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
あ
り
︑
こ
こ
を
出
發
點
と
し
て
︑
地
�
・
佃
戶
の
租
穀
に
關
す
る
紛
糾
は

す
べ
て
﹁
抗
租
﹂
案
件
の
枠
內
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
︒
し
か
し
︑
同
時
	
の
巴
縣
の
人
々
が
/
識
し
た
﹁
抗
租
﹂
案
件
と
は
︑
佃
戶
が
具

體
�
な
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
︑﹁
租
佃
關
係
﹂﹁
)
租
﹂
の
﹁
%
理
﹂
を
否
定
す
る
事
件
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
抗
租
﹂
案
件
は
地
�
・
佃

戶
閒
紛
糾
の
中
の
特
別
な
案
件
と
し
て
︑
そ
の
他
の
﹁
欠
租
﹂﹁
�
租
﹂
案
件
と
の
區
別
は

ら
か
で
あ
る
︒
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以
上
で
︑
同
治
時
代
の
﹁
抗
租
﹂
案
件
に
つ
い
て
の
考
察
を
]
え
る
︒
な
お
︑
同
治
時
代
巴
縣
の
租
佃
案
件
の
中
で
︑
大
多
數
を
占
め
る
の

は
﹁
抗
租
﹂
案
件
で
は
な
く
︑﹁
欠
租
﹂﹁
掯
租
﹂﹁
�
租
﹂
の
案
件
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
時
	
の
巴
縣
の
租
佃
關
係
を
�
面
�
に

硏
究
す
る
に
は
︑
こ
の
三
種
類
の
案
件
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
�
に
な
っ
て
く
る
︒
こ
れ
を
�
じ
て
︑﹁
抗
租
﹂
案
件
の
:
味
に
つ
い
て
も
︑

却
っ
て
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

第
四
違

﹁
欠
租
﹂
・
﹁
掯
租
﹂
と
﹁
�
租
﹂

｢欠
租
﹂﹁
掯
租
﹂﹁
�
租
﹂︑
こ
の
三
つ
の
用
語
の
閒
に
は
︑
緊
密
な
つ
な
が
り
が
存
在
し
て
い
る
︒
特
に
具
體
�
な
案
件
に
お
い
て
︑
た
と

え
ば
同
一
の
稟
狀
の
中
で
︑
こ
の
三
つ
の
言
葉
を
混
在
し
て
�
う
ケ
ー
ス
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
欠
�
﹂﹁
掯
�
﹂
あ
る
い
は

﹁
欠
掯
﹂
の
よ
う
な
語
法
も
多
く
見
ら
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
佃
戶
の
佃
租
を
滯
)
す
る
行
爲
は
︑
常
に
こ
の
三
つ
の
:
味
を
含
ん
で
い
る
こ
と

が
わ
か
る
が
︑
も
し
こ
れ
を
强
い
て
辨
別
す
れ
ば
︑﹁
欠
租
﹂
の
語
は
�
も
�
用
範
圍
が
廣
く
︑﹁
掯
租
﹂
の
語
は
:
味
が
�
も

瞭
で
あ
り
︑

﹁
�
租
﹂
の
語
は
:
味
が
�
も
�
妙
か
つ
深
い
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

(1
)

｢欠
租
﹂
と
﹁
掯
租
﹂

｢欠
租
﹂
と
い
う
非
難
は
た
だ
一
つ
の
事
實
を
示
し
て
お
り
︑
そ
れ
は
﹁
佃
戶
が
佃
租
を
滯
)
し
た
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
佃

戶
が
佃
租
を
滯
)
す
る
理
由
と
動
機
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
非
難
で
は
何
の
說

も
で
き
て
い
な
い
︒﹁
欠
租
﹂
と
い
う
佃
戶
に
對
す
る
非
難
は
︑

佃
戶
を
一
定
9
度
詰
問
す
る
:
味
が
あ
る
け
れ
ど
も
︑
非
難
の
9
度
は
さ
ほ
ど
强
く
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
も
し
田
�
が
佃
戶
を
訴
え
る
時
︑

假
に
た
だ
﹁
欠
租
﹂
と
い
う
非
難
だ
け
を
提
出
し
た
ら
︑
地
方
官
は
常
に
鯵
單
な
﹁
簽
飭
﹂
を
�
じ
)
租
を
命
令
し
て
問
題
の
解
決
を
求
め
る

に
止
ま
っ
た

(例
え
ば
案
件
N
o
.1
3
6
6
7︑
案
件
N
o
.1
3
7
4
5
(41
)

)
︒

そ
し
て
︑﹁
簽
飭
﹂
の
後
も
︑
佃
戶
が
依
然
と
し
て
租
を
)
め
な
け
れ
ば
︑
原
吿
・
被
吿
を
一
緖
に
縣
ま
で
連
行
し
�
問
を
す
る
命
令
が
出
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さ
れ
る
︒
そ
れ
は
﹁
欠
租
﹂
と
い
う
非
難
の
背
後
に
は
必
ず
具
體
�
な
原
因
が
あ
る
筈
だ
か
ら
︑
裁
き
の
場
に
お
い
て
︑
知
縣
が
そ
の
原
因
を

探
り
當
て
て
`
決
を
下
す
必
�
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

(例
え
ば
案
件
N
o
.1
3
7
6
8
(42
)

)
︒

こ
こ
か
ら
見
る
と
︑﹁
欠
租
﹂
と
い
う
佃
戶
へ
の
非
難
は
あ
っ
て
も
︑
租
を
滯
)
し
た
原
因
は
不

で
あ
り
︑
知
縣
も
﹁
欠
租
﹂
の
非
難
に

基
づ
く
だ
け
で
は
︑
處
罰
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
知
縣
は
︑﹁
簽
飭
﹂
を
出
し
て
差
役
を
0
�
し
)
租
を
命
令
し
た
り
︑
�

問
に
よ
っ
て
眞
の
原
因
を
$
べ
て
`
決
を
下
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
大
部
分
の
訴
訟
狀
で
は
︑
田
�
の
方
も
佃
戶
を
訴
え
る
と

き
︑﹁
欠
租
﹂
を
非
難
し
た
後
に
︑﹁
掯
租
﹂
あ
る
い
は
﹁
�
租
﹂
な
ど
︑
佃
戶
の
動
機
を
責
め
る
�
言
を
し
ば
し
ば
添
附
し
た
の
で
あ
っ
た

(例
え
ば
案
件
N
o
.1
4
0
0
8︑
案
件
N
o
.1
3
7
4
3
(43
)

)
︒

�
に
︑﹁
掯
租
﹂
の
﹁
掯
﹂
と
い
う
字
の
:
味
は
︑﹃
漢
語
大
詞
典
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹁
壓
制
︑
刁
難
︑
卡
﹂
と
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
佃
戶
が
田

�
に
と
っ
て
/
め
が
た
い
﹁
根
據
﹂
に
託
し
て
︑
佃
租
を
不
當
に
滯
)
す
る
と
い
う
:
味
で
あ
る
︒
同
治
�
巴
縣
の
租
佃
案
件
に
お
い
て
︑

﹁
掯
租
﹂
の
﹁
根
據
﹂
と
し
て
�
も
�
用
さ
れ
た
の
は
︑
租
佃
關
係
を
]
了
す
る
時
に
︑
田
�
が
佃
戶
に
�
f
義
務
の
あ
っ
た
押
佃
銀
の
問
題

で
あ
る
︒
も
し
﹁
�
佃
﹂
を
す
る
時
點
で
︑
田
�
が
押
佃
銀
の
一
部
分
し
か
�
f
し
な
か
っ
た
場
合
︑
佃
戶
は
常
に
こ
れ
を
根
據
と
し
て
︑
田

租
を
﹁
掯
租
﹂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

例
え
ば
案
件

N
o
.1
3
9
5
3

(44
)

で
は
︑
同
治
十
年
九
W
二
十
日
︑
劉
�
亭
は
﹁
爲
惡
�
霸
阻
叩
喚
究
�
事
﹂
の
件
で
︑
佃
戶
王
岐
山
の
﹁
掯
租
不

)
﹂
を
訴
え
た(45

)
︒
田
�
の
吿
狀
の
中
に
は
︑
王
岐
山
が
﹁
掯
租
不
)
﹂
し
た
理
由
に
つ
い
て
說

が
な
か
っ
た
が
︑
同
治
十
年
十
一
W
二
十
三

日
︑
王
岐
山
は
自
分
か
ら
﹁
反
訴
狀
﹂
(爲
欺
掯
誣
 
訴
�
究
_
事
)
を
提
出
し
て
︑
彼
の
﹁
掯
租
不
)
﹂
の
理
由
を
說

し
て
い
る
︒
こ
れ
に

よ
る
と
︑
王
岐
山
の
�
佃
後
︑
田
�
劉
�
亭
は
た
だ
押
佃
銀
一
百
七
十
一
兩
を
�
却
す
る
の
み
で
︑
殘
り
の
三
百
二
十
八
兩
を
�
却
し
な
か
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る(46

)
︒
そ
の
た
め
に
︑
佃
戶
王
岐
山
は
﹁
掯
租
不
)
﹂
を
行
っ
た
︒
こ
れ
以
外
に
も
︑
同
樣
の
案
件
は
數
多
く
あ
る

(例
え
ば

案
件
N
o
.1
4
0
1
0
な
ど(47
)

)
︒

こ
れ
ら
の
案
件
を
見
る
と
︑﹁
掯
租
﹂
行
爲
は
︑﹁
)
租
﹂
の
%
理
を
公
然
と
反
對
あ
る
い
は
否
定
す
る
﹁
抗
租
﹂
の
行
爲
と
は
�
っ
て
︑
佃
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戶
は
﹁
租
佃
關
係
﹂
自
體
を
否
定
し
た
譯
で
は
な
く
︑
た
だ
︑
あ
る
﹁
理
由
﹂
を
恃
み
に
﹁
田
租
﹂
を
滯
)
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
し

か
し
︑
こ
の
﹁
理
由
﹂
は
佃
戶
に
と
っ
て
い
く
ら
正
當
で
あ
っ
て
も
︑
田
�
の
側
に
/
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
田
�
が

﹁
押
佃
銀
﹂
を
�
額
�
却
し
な
い
理
由
は
︑
佃
戶
が
�
後
に
な
っ
て
田
租
を
滯
)
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
田
�
に

と
っ
て
は
︑
佃
戶
の
擧
げ
る
﹁
理
由
﹂
は
許
し
が
た
い
も
の
と
映
っ
た
の
で
あ
る
︒

(2
)

�
租

｢
�
租
﹂
と
い
う
用
語
は
︑﹁
欠
租
﹂︑﹁
掯
租
﹂
よ
り
さ
ら
に
複
雜
で
︑
そ
し
て
も
っ
と
:
味
深
い
も
の
と
思
わ
れ
る
︒﹁
�
租
﹂
案
件
の
數

量
と
そ
の
:
義
か
ら
見
る
と
︑﹁
�
租
﹂
と
い
う
非
難
が
︑
田
�
が
佃
戶
を
訴
え
る
と
き
の
特
に
重
�
な
非
難
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
鯵

單
に
言
え
ば
︑﹁
�
租
﹂
と
は
﹁
佃
租
を
�
す
﹂
と
い
う
:
味
で
あ
る
︒﹁
�
す
﹂
行
爲
は
︑
あ
る
事
實
を
捏
¡
し
て
︑
正
當
な
理
由
を
利
用
し
︑

特
定
の
目
�
を
D
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
田
�
は
﹁
�
租
﹂
と
い
う
非
難
を
利
用
し
て
佃
戶
を
訴
え
る
時
︑
當
然
な

が
ら
佃
戶
に
よ
る
事
實
の
捏
¡
を
指
摘
し
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
こ
と
は
同
時
に
田
�
が
︑
佃
戶
の
利
用
し
た
理
由
自
體
に
は
正
當
性
の
あ
る
こ

と
を
︑﹁
�
﹂
と
営
べ
る
こ
と
で
確
/
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
�
租
﹂
と
い
う
用
語
の
背
後
に
は
︑
二
重
の
:
味
が
含
ま

れ
て
い
る
︒
第
一
は
︑
佃
戶
の
﹁
�
租
﹂
行
爲
に
對
す
る
非
難
で
あ
り
︑
第
二
は
︑﹁
�
租
﹂
す
る
時
に
提
出
さ
れ
た
理
由
が
も
し
眞
實
で
あ

れ
ば
︑
そ
れ
を
承
/
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

例
え
ば
案
件

N
o
.1
3
7
0
5

(48
)

で
は
︑
同
治
二
年
八
W
十
三
日
︑
仁
里
十
甲
の
職
員
徐
裕
泰
が
巴
縣
衙
門
に
稟
狀
を
提
出
し
︑﹁
爲
惡
�
凶
伐
叩
勘

驗
唤
事
﹂
の
件
で
︑
彼
の
佃
戶
﹁
楊
學
靑
﹂
の
﹁
�
租
﹂
行
爲
を
訴
え
た
︒﹁
⁝
⁝
一
體
ど
う
し
た
こ
と
か
︑
學
靑
は
�
し
て
佃
地
し
た
後
︑

�
猾
さ
は
h
常
で
な
い
︒
去
年
︑
五
石
を
�
租
し
た
た
め
に
︑
今
年
の
五
W
に
�
佃
し
た
﹂
と
あ
る(49

)
︒
こ
の
稟
狀
に
對
す
る
知
縣
の
批
は
﹁
傷

を
檢
分
し
證
人
を
勘
喚
し
て
�
究
す
る
の
を
待
て
﹂
で
あ
っ
た
︒
�
い
で
︑
九
W
十
八
日
︑
佃
戶
楊
學
靑
は
自
分
の
﹁
反
訴
狀
﹂
(爲
捏
誣
掯
纍

事
)
を
提
出
し
︑
田
�
の
訴
え
た
﹁
�
租
﹂
行
爲
の
內
容
を
說

し
た
︑﹁
今
年
の
秋
に
�
部
で
穀
二
十
七
石
を
收
穫
し
︑
蟻
は
租
二
十
石
を
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)
め
︑
そ
れ
以
外
は
免
除
を
求
め
た
が
︑
許
さ
れ
な
か
っ
た(50

)
﹂︒

す
な
わ
ち
︑
楊
學
靑
の
說

に
よ
る
と
︑
今
年
は
不
作
に
當
た
り
︑
こ
れ
を
理
由
と
し
て
佃
戶
は
田
�
に
佃
租
の
﹁
減
免
﹂
を
¤
求
し
た
︒

し
か
し
田
�
は
こ
の
佃
戶
の
﹁
減
免
﹂
¤
求
を
許
さ
ず
︑
¥
に
﹁
�
租
﹂
と
い
う
非
難
を
�
っ
て
訴
え
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
案
件
は
結
果
�

に
︑
差
役
の
$
査
を
經
て
︑
田
�
の
佃
戶
に
對
す
る
訴
え
は
誣
吿
で
あ
る
こ
と
︑
お
よ
び
佃
戶
の
﹁
減
免
﹂
¤
求
に
正
當
性
の
あ
る
こ
と
を
確

/
し
た
︒
そ
の
後
︑
田
�
は
怨
し
い
稟
狀
を
提
出
せ
ず
︑
そ
の
ま
ま
案
件
が
]
わ
っ
て
い
る
か
ら
︑
お
そ
ら
く
田
�
と
佃
戶
は
﹁
減
免
﹂
に
つ

い
て
合
:
に
D
し
た
可
能
性
が
高
い
︒

實
際
︑
同
治
�
﹃
巴
縣
檔
案
﹄
の
中
に
は
︑
こ
れ
と
似
た
﹁
�
租
﹂
案
件
が
數
多
く
あ
る
︒
例
え
ば
案
件

N
o
.1
3
6
9
6

(51
)

で
は
︑
同
治
二
年
九

W
十
日
︑
田
�
龔
理
は
﹁
爲
§
牒
投
質
懇
提
究
_
事
﹂
の
件
で
佃
戶
錢
大
忠
の
﹁
�
租
﹂
行
爲
を
訴
え
た(52

)
︒
實
際
に
は
︑
こ
の
訴
狀
の
日
附
は

同
治
二
年
の
九
W
十
日
で
あ
る
が
︑
訴
狀
の
內
容
か
ら
見
れ
ば
︑
そ
の
�
に
田
�
は
す
で
に
B
つ
か
の
同
じ
內
容
の
訴
狀
を
分
�

(水
洞
鎭
b

檢
)
に
提
出
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
非
難
に
對
す
る
佃
戶
錢
楊
氏

(す
な
わ
ち
錢
大
忠
の
母
)
の
說

は
﹁
今
年
六
W
︑
氏
の
夫
が
死
�
し
︑

氏
は
一
同
に
依
賴
し
て
︑
彼
に
勸
め
て
穀
三
十
餘
石
を
免
除
す
る
よ
う
に
求
め
た(53

)
﹂
(同
治
二
年
九
W
九
日
の
訴
狀
)
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
�
租
﹂

の
非
難
に
對
し
て
︑
佃
戶
は
案
件
N
o
.1
3
7
0
5
と
同
じ
く
﹁
減
免
の
¤
求
﹂
だ
と
反
訴
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
案
件
か
ら
︑﹁
�
租
﹂
に
つ
い
て
�
の
二
點
が
分
か
る
︒
第
一
に
︑
田
�
は
﹁
�
租
﹂
の
語
を
用
い
て
佃
戶
を
訴
え
る
と
き
︑
佃

戶
が
)
租
を
拒
ん
だ
理
由
に
は
正
當
性
を
/
め
て
い
る
點
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
こ
で
田
�
は
﹁
自
然
の
原
因
で
收
穫
が
不
良
の
と
き
︑
田

�
は
租
穀
の
一
部
分
を
減
免
す
る
﹂
と
い
う
%
理
自
體
は
承
/
し
て
い
る
︒
實
際
︑
こ
の
﹁
減
免
﹂
と
い
う
%
理
は
︑
�
記
の
﹁
)
租
﹂
の
%

理
と
と
も
に
︑
傳
瓜
�
な
田
�
・
佃
戶
の
行
爲
規
範
を
K
成
し
て
お
り
︑
租
佃
契
<
書
の
中
に
常
に
書
か
れ
る
べ
き
事
柄
だ
っ
た
の
で
あ
る(54

)
︒

第
二
に
︑
田
�
は
﹁
減
免
﹂
の
%
理
自
體
に
つ
い
て
反
對
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
佃
戶
の
具
體
�
な
行
爲
に
對
し
て
は
︑
指
摘
し
て
非

難
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
點
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
田
�
は
佃
戶
に
よ
る
﹁
減
免
﹂
の
%
理
の
利
用
に
對
し
︑
こ
れ
を
虛
僞
に
基
づ
く
不

當
な
減
免
¤
求
と
し
て
責
め
立
て
た
︒
こ
れ
が
︑
田
�
が
﹁
�
租
﹂
の
非
難
を
利
用
し
て
佃
戶
を
訴
え
る
時
の
方
策
で
あ
っ
た
︒
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し
た
が
っ
て
︑﹁
�
租
﹂
を
め
ぐ
る
田
�
と
佃
戶
の
紛
爭
は
︑
表
面
上
は
﹁
抗
租
﹂
案
件
と
同
樣
の
佃
租
を
)
め
な
い
と
い
う
現
象
で
あ
っ

て
も
︑
田
�
と
佃
戶
の
閒
で
論
爭
と
な
っ
た
問
題
は
ま
っ
た
く
衣
な
る
と
思
わ
れ
る
︒﹁
抗
租
﹂
案
件
で
は
︑
佃
戶
は
別
の
%
理
を
持
ち
出
し

て
︑﹁
)
租
﹂
の
%
理
に
正
面
か
ら
反
對
し
た
り
︑﹁
)
租
﹂
の
%
理
を
强
引
に
否
定
し
た
り
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
�
租
﹂
案
件
で
は
︑

田
�
と
佃
戶
の
雙
方
と
も
﹁
)
租
﹂
お
よ
び
﹁
減
免
﹂
の
%
理
を
承
/
し
な
が
ら
︑
そ
の
具
體
�
な
3
用
條
件
と
減
免
の
額
を
め
ぐ
っ
て
紛
糾

を
�
こ
し
た
の
で
あ
る
︒

例
え
ば
咸
豐
�
の
一
つ
の
案
件

(咸
豐
�

N
o
.0
8
5
9
1
(55
)

)
で
は
︑
田
�
は
佃
戶
の
﹁
�
租
﹂
行
爲
を
訴
え
た
が
︑
こ
れ
に
對
す
る
佃
戶
の
反
論

は
︑﹁
田
業
の
租
穀
は
九
石
六
斗
で
あ
る
︒
今
秋
は
不
作
で
︑
租
五
石
二
斗
を
)
め
る
︒
そ
の
ほ
か
は
免
除
を
求
め
た
の
で
あ
っ
て
︑﹁
�
﹂
と

は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い(56

)
﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
か
ら
は
︑﹁
�
租
﹂
と
﹁
減
免
﹂
が
對
應
關
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
以
上
の
案
件
か
ら
見

る
と
︑﹁
�
租
﹂
と
い
う
行
爲
は
︑
佃
戶
が
田
�
も
と
も
に
/
め
る
﹁
減
免
﹂
の
%
理
を
利
用
し
︑
天
候
あ
る
い
は
收
穫
の
狀
況
を
僞
¡
し
て

田
租
の
﹁
減
免
﹂
を
�
求
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
�
租
﹂
は
﹁
欠
租
﹂
や
﹁
掯
租
﹂
と
同
じ
く
︑﹁
租
佃
關
係
﹂
の
存
在
を
/

め
た
上
で
︑﹁
租
佃
﹂
の
%
理
の
內
部
で
自
分
の
利
益
を
_
求
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
反
し
て
︑﹁
抗
租
﹂
は
﹁
租
佃
關
係
﹂
を
否
定
し
︑

﹁
)
租
﹂
の
%
理
そ
の
も
の
に
反
對
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
點
で
︑﹁
欠
﹂﹁
掯
﹂
と
﹁
�
﹂
の
三
種
の
租
佃
紛
爭
の
性
質
は
︑﹁
抗
租
﹂
と

は
大
き
な
�
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
こ
で
�
の
問
題
は
︑﹁
欠
租
﹂﹁
掯
租
﹂﹁
�
租
﹂﹁
抗
租
﹂
と
い
う
區
分
が
︑
當
時
の
人
々
︑
す
な

わ
ち
田
�
・
佃
戶
・
地
方
官
に
と
っ
て
重
�
な
區
別
で
あ
っ
た
と
し
て
︑
し
か
し
︑
こ
の
區
分
の
重
�
性
が
何
處
に
由
來
す
る
の
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
︒
も
し
經
濟
學
の
視
點
か
ら
見
る
な
ら
ば
︑
租
佃
關
係
は
純
粹
な
經
濟
契
<
關
係
で
あ
る
か
ら
︑﹁
欠
租
﹂﹁
掯
租
﹂﹁
�
租
﹂﹁
抗

租
﹂
四
種
の
行
爲
は
同
一
の
�
<
行
爲
に
屬
し
︑
區
別
す
る
必
�
自
體
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
も
し
租
佃
關
係
を
階
,
關
係
と
し
て
見
る
な
ら

ば
︑
四
種
の
行
爲
は
同
一
の
階
,
鬭
爭
で
あ
り
︑
す
べ
て
は
﹁
抗
租
﹂
行
爲
に
屬
す
る
こ
と
に
な
っ
て
︑
同
じ
く
區
別
す
る
必
�
が
な
い
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
う
し
た
區
分
に
つ
い
て
の
從
來
の
理
論
上
の
說

は
不
閏
分
で
あ
る
︒
實
際
の
と
こ
ろ
︑
こ
の
區
分
は
當

時
の
人
々
の
﹁
租
佃
關
係
﹂
に
對
す
る
︑
あ
る
特
別
な
理
解
に
深
く
關
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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第
五
違

﹁
�
客
關
係
｣

︱
︱
同
治
時
	
巴
縣
の
租
佃
關
係
に
對
す
る
理
解

｢租
佃
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
中
國
ª
宋
代
以
影
の
固
6
の
用
語
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
言
葉
は
︑
單
に
﹁
土
地

(あ
る
い
は
水
面
な
ど
)
を

借
り
て
經
營
し
︑
租
を
)
め
る
﹂
と
い
う
:
味
を
指
す
に
(
ぎ
ず
︑
田
�
と
佃
戶
の
閒
の
人
閒
關
係
に
つ
い
て
︑
何
ら
規
定
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た(

57
)

︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
抗
租
﹂﹁
欠
租
﹂﹁
掯
租
﹂﹁
�
租
﹂
の
區
分
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
を
單
純
な
﹁
租
佃
﹂
關
係
の
中
に
見

出
そ
う
と
し
て
も
困
難
で
あ
る
︒
巴
縣
に
お
い
て
重
�
な
の
は
む
し
ろ
︑
地
�
・
佃
戶
閒
の
﹁
�
客
﹂
と
い
う
關
係
で
あ
っ
た
︒

(一
)

契
<
と
案
件
中
の
﹁
�
客
關
係
﹂

管
見
の
か
ぎ
り
︑
現
存
す
る
巴
縣
の
租
佃
契
<
の
中
で
︑﹁
�
客
關
係
﹂
の
初
出
は
嘉
慶
二
年
の
租
佃
契
<
で
︑﹁
こ
れ
は
�
客
二
家
が
心
か

ら
)
得
し
た
も
の
で
あ
り
︑
無
理
强
い
し
た
も
の
で
は
な
い
﹂
と
あ
る(58

)
︒
後
の
%
光
・
咸
豐
時
代
に
も
︑
同
樣
の
契
<
が
數
多
く
見
ら
れ(59

)
︑
そ

れ
は
同
治
時
代
に
至
る
ま
で
變
わ
ら
な
い
︒
例
え
ば
案
件

N
o
.1
3
7
0
5
で
は
︑
佃
戶
楊
學
靑
の
租
佃
契
<
の
中
に
﹁
當
日
︑
�
客
が
そ
の
場
で

相
談
し
︑
楊
姓
は
押
佃
銀
一
百
兩
整
を
出
す(60

)
﹂
と
︑﹁
�
客
﹂
い
う
用
語
が
現
れ
て
い
る
し
︑
そ
れ
以
外
に
も
︑
案
件

N
o
.1
3
8
8
1

(61
)

の
契
<
中
に

は
﹁
�
七
客
三
﹂
と
い
う
用
語
が
見
え
る(62

)
︒

そ
し
て
租
佃
契
<
に
限
ら
ず
︑
租
佃
訴
訟
の
中
で
も
﹁
�
客
﹂
と
い
う
用
語
を
利
用
し
て
︑
田
�
・
佃
戶
關
係
を
営
べ
た
例
も
數
多
く
見
ら

れ
る
︒
例
え
ば
案
件

N
o
.1
3
8
3
9

(63
)

の
中
で
︑
同
治
七
年
三
W
二
十
八
日
︑
正
里
八
甲
の
佃
戶
王
正
貴
が
﹁
爲
霸
吞
捏
誣
訴
�
攸
分
事
﹂
の
件
で

田
�
を
訴
え
た
時
︑﹁
思
う
に
︑
蟻
と
彼
は
�
客
に
屬
す
︒
罪
も
な
い
の
に
名
�
を
盜
用
し
て
書
き
加
え
︑
¬
`
を
傷
つ
け
た(64

)
﹂
と
営
べ
て
い

る
︒
ほ
か
に
も
︑
こ
れ
と
同
樣
の
案
件
が
多
く
存
在
し
た

(案
件
N
o
.1
3
7
4
3︑
案
件
N
o
.1
3
7
4
5
(65
)

)
︒

こ
こ
か
ら
同
治
時
代
の
巴
縣
で
は
︑
田
�
・
佃
戶
關
係
を
﹁
�
客
﹂
と
見
な
す
理
解
が
︑


a
�
な
/
識
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

で
は
︑
こ
こ
に
言
う
﹁
�
客
關
係
﹂
と
は
ど
う
い
う
:
味
を
表
す
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
單
な
る
﹁
田
�
・
佃
戶
關
係
﹂
の
同
義
語
で
あ
る
の
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か
︑
あ
る
い
は
何
ら
か
別
の
特
定
の
:
味
を
指
し
て
い
る
の
か
︑
以
下
︑
檢
討
を
加
え
た
い
︒

(二
)

｢
�
客
關
係
﹂
の
:
味

案
件

N
o
.1
3
9
3
2

(66
)

の
中
に
︑
同
治
九
年
︑
田
�

(
僧
侶
)
世
炳
と
彼
の
佃
戶
楊
賢
良
と
が
︑
租
穀
問
題
を
め
ぐ
っ
て
爭
い
︑
訴
訟
を
お
こ
し

た
こ
と
が
見
え
る
︒
こ
の
訴
訟
に
對
し
て
︑
團
鄰
方
大
川
ら
は
$
停
を
行
い
︑
八
W
十
三
日
に
一
つ
の
﹁
攔
詞
狀
﹂
を
出
し
た
︒
そ
の
中
に
︑

﹁
兩
者
の
誼
は
�
客
で
あ
る
の
で
︑
訴
訟
を
�
こ
し
纍
 
を
增
や
す
の
に
忍
び
な
い(67

)
﹂
と
い
う
�
言
が
あ
る
︒

こ
こ
の
﹁
誼
﹂
と
い
う
字
は
︑﹃
漢
語
大
辭
典
﹄
に
よ
れ
ば
﹁
"
﹂
と
﹁
義
﹂
の
二
つ
の
:
味
が
あ
る
︒
卽
ち
︑﹁
�
客
の
誼
﹂
と
い
う
槪
念

は
︑
一
方
で
は
�
客
閒
の
﹁
"
﹂
を
指
し
︑
一
方
で
は
こ
の
"
に
基
づ
く
べ
き
﹁
義
﹂
(行
動
の
規
範
)
を
指
す
︒
故
に
團
鄰
た
ち
は
$
停
を

行
っ
た
時
︑
こ
の
﹁
�
客
の
誼
﹂
に
よ
っ
て
﹁
攔
詞
狀
﹂
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
以
外
に
も
︑
同
樣
の
例
は
數
多
く
存
在
す
る(68

)
︒

歷
�
を
�
る
と
︑﹁
�
客
﹂
は
︑
中
國
の
經
典
の
中
に
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
る
禮
制
槪
念
の
一
つ
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
禮
記
﹄
王
制
の
中

の
﹁
七
敎
﹂
に
お
い
て
︑﹁
七
敎
︒
父
子
︑
兄
弟
︑
夫
�
︑
君
臣
︑
長
幼
︑
°
友
︑
賓
客(69

)
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
賓
客
﹂
關
係
は
﹁
父
子
﹂︑﹁
君

臣
﹂
關
係
と
竝
列
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹃
禮
記
﹄
少
儀
で
は
︑﹁
賓
客
﹂
と
い
う
關
係
に
對
し
て
︑﹁
賓
客
に
は
恭
を
�
と
し
︑
祭
祀
に
は

敬
を
�
と
し
︑
喪
事
に
は
哀
を
�
と
し
︑
會
同
に
は
詡
を
�
と
す(70

)
﹂
と
規
定
し
て
い
る
︒

す
な
わ
ち
︑
中
國
の
儒
家
經
典
に
よ
れ
ば
︑﹁
�
客
關
係
﹂
の
基
本
�
な
﹁
誼
﹂
(
精
神
)
は
﹁
恭
﹂
(﹁
敬
﹂
よ
り
9
度
が
輕
い
³
敬
の
"
︑
�

(70
)
を
參
照
)
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
感
"
は
︑
一
方
�
な
も
の
で
は
な
く
︑﹁
�
・
客
﹂
に
雙
方
向
�
な
も
の
で
あ
る(71

)
︒

そ
れ
以
外
に
も
︑

淸
時
代
の
﹁
�
客
關
係
﹂
に
關
す
る
興
味
深
い
例
と
し
て
︑
地
方
官
と
幕
友
の
閒
の
﹁
官
幕
關
係
﹂
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

例
え
ば
︑
汪
輝
祖
﹃
佐
治
藥
言
﹄
の
﹁
盡
心
﹂
條
で
は
︑
官
員
と
幕
友
の
關
係
を
﹁
�
客
關
係
﹂
(
厚
廩
而
賓
禮
之
)
と
し
て
理
解
し
︑
幕
友

(客
)
は
官
員

(
�
人
)
の
喜
び
と
悲
し
み
に
對
し
て
﹁
盡
心
﹂
す
る
責
任
が
あ
る
と
営
べ
た(72

)
︒
�
の
﹁
盡
言
﹂
條
に
は
︑
幕
友
は
﹁
客
﹂
(
賓

師
)
と
し
て
︑
�

(官
員
)
に
對
し
て
忠
吿
を
行
う
責
任
を
?
う
と
し
て
い
る(73

)
︒
そ
し
て
︑
第
三
條
﹁
不
合
則
去
﹂
に
よ
れ
ば
︑
幕
友
と
地
方
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官
の
關
係
は
﹁
賓
﹂
と
﹁
�
﹂
の
關
係
で
あ
る
か
ら
︑
身
分
�
從
屬
關
係
は
な
く
︑﹁
不
合
﹂
(氣
が
合
わ
な
い
)
で
あ
れ
ば
︑
自
由
に
去
る
こ

と
も
で
き
た
の
で
あ
る(74

)
︒
汪
輝
祖
の
:
見
に
基
づ
け
ば
︑
當
時
の
人
々
は
﹁
�
客
關
係
﹂
を
も
っ
て
地
方
官
・
幕
友
の
關
係
を
理
解
し
て
い
た

の
で
あ
っ
た
︒

以
上
︑﹁
�
客
關
係
﹂
に
對
す
る
﹃
禮
記
﹄
の
條
�
︑

淸
時
代
の
﹁
官
幕
關
係
﹂
の
說

か
ら
︑﹁
�
客
關
係
﹂
と
い
う
槪
念
の
內
容
は
以

下
の
三
點
と
な
る
︒
第
一
に
︑﹁
�
客
關
係
﹂
の
根
底
に
あ
る
精
神
は
﹁
³
敬
﹂
と
い
う
﹁
誼
﹂
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
�
と
客
の
閒
に
は
︑
互

い
に
忠
吿
を
行
う
責
任
が
あ
る
︒
第
三
に
︑﹁
�
客
關
係
﹂
は
身
分
�
從
屬
關
係
で
は
な
く
︑
兩
者
の
氣
が
合
わ
な
け
れ
ば
︑
自
由
に
去
る
こ

と
も
で
き
る

(不
合
則
去(75
)

)
︒
こ
の
三
點
の
中
で
そ
の
根
幹
に
あ
る
の
は
︑
互
い
へ
の
﹁
³
敬
﹂
で
あ
り
︑
こ
れ
も
﹁
�
客
之
誼
﹂
(あ
る
い
は

﹁
賓
�
之
"
﹂
)
と
言
わ
れ
る(76

)
︒

で
は
︑
こ
の
﹁
�
客
關
係
﹂
と
﹁
�
客
之
誼
﹂
は
租
佃
關
係
の
ど
の
方
面
に
影
�
を
與
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

(三
)

｢
�
客
關
係
﹂
の
影
�

租
佃
關
係
に
は
多
樣
な
側
面
が
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
︑﹁
)
租
﹂
と
﹁
減
免
﹂
は
基
本
�
な
二
つ
の
側
面
を
K
成
す
る
︒﹁
�
客
關
係
﹂
は
ま

さ
し
く
こ
の
二
つ
の
側
面
に
大
き
な
影
�
を
與
え
た
の
で
あ
る
︒

(1
)

｢
�
客
關
係
﹂
と
﹁
)
租
﹂

｢
³
敬
﹂
の
"
は
﹁
�
客
關
係
﹂
の
根
幹
に
あ
る
精
神
で
あ
る
か
ら
︑﹁
租
佃
關
係
﹂
の
�
體
は
︑
こ
の
"
の
下
で
機
能
し
た
の
で
あ
る
︒
例

え
ば
︑﹁
)
租
﹂
と
い
う
行
爲
は
︑﹁
�
客
關
係
﹂
の
槪
念
か
ら
影
�
を
大
き
く
�
け
た
︒
�
引
の
租
佃
契
<
を
見
る
と
︑
實
は
﹁
田
租
﹂
に
關

す
る
額
の
規
定
は
﹁
�
客
關
係
﹂
の
下
で
決
め
ら
れ
た
の
が
分
か
る
︒
例
え
ば
﹁
每
年
租
穀
は
�
客
が
均
分
す
る
﹂
(﹁
9
思
智
佃
<
﹂
)
︑﹁
後
に

は
︑
�
客
は
田
業
の
う
ち
で
c
分
す
る
﹂
(﹁
楊
賢
洪
佃
<
﹂
)
︑﹁
�
七
客
三
で
均
分
し
︑
爭
論
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
(
案
件

N
o
.1
3
7
0
5
)
な
ど
と
︑
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き
ち
ん
と
租
を
)
め
る
行
爲
は
︑
契
<
書
に
從
っ
た
單
な
る
義
務
�
な
行
爲
で
は
な
く
︑
理
念
の
上
で
は
︑
客
が
﹁
�
客
關
係
﹂
を
承
/
し
て

﹁
�
﹂
に
³
敬
の
"
を
傳
え
る
行
爲
で
あ
っ
た
と
も
言
い
う
る
︒

こ
れ
に
反
し
て
︑
租
を
)
め
な
い
と
い
う
行
爲
は
︑
當
時
の
人
々
の
感
覺
に
あ
っ
て
は
︑
單
な
る
租
佃
契
<
の
�
反
に
止
ま
ら
ず
︑﹁
�
客

關
係
﹂
を
冒
瀆
す
る
行
爲
で
あ
り
︑
ま
た
相
手
に
對
す
る
﹁
不
敬
﹂
を
表
す
行
爲
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
田
�
が
�
も
不
滿
を
感
じ
た
の
は
︑

經
濟
�
損
失
だ
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
佃
戶
の
﹁
�
客
關
係
﹂﹁
�
客
之
誼
﹂
へ
の
不
敬
の
表

と
冒
瀆
な
の
で
あ
っ
た
︒
例
え
ば
案
件

N
o
.

1
3
7
0
5
で
は
︑
同
治
二
年
八
W
十
三
日
︑
田
�

(職
員
)
徐
裕
泰
は
﹁
爲
惡
�
凶
伐
叩
勘
驗
喚
事
﹂
の
件
で
︑
佃
戶
楊
學
靑
の
﹁
�
租
﹂
行
爲

を
訴
え
た
が
︑
彼
は
訴
訟
狀
の
�
後
に
﹁
職
は
惡
佃
が
�
租
し
て
居
座
り
︑
¶
手
に
木
を
伐
·
し
︑
暴
力
で
傷
つ
け
た
こ
と
に
¸
い
︑
"
と
し

て
¹
に
堪
え
が
た
い
︒
ど
う
か
喚
問
の
上
で
$
査
し
︑
究
_
の
上
で
放
�
し
︑
惡
'
の
警
吿
と
し
て
ほ
し
い(77

)
﹂
と
営
べ
た
の
で
あ
る
︒

こ
こ
か
ら
は
︑
�
º
で
紹
介
し
た
﹁
�
租
﹂
行
爲
と
は
︑﹁
�
客
關
係
﹂
を
惡
用
し
て
不
當
利
益
を
_
求
す
る
こ
と
で
あ
り
︑﹁
�
客
之
誼
﹂

へ
の
冒
瀆
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
︑﹁
欠
租
﹂﹁
掯
租
﹂
行
爲
の
﹁
�
客
關
係
﹂
に
對
す
る
冒
瀆
の
9
度
は
︑
租
額
の
如

何
を
問
わ
ず
遙
か
に
輕
い
︒
¥
に
︑﹁
抗
租
﹂
行
爲
は
﹁
租
佃
關
係
﹂
の
枠
內
に
)
ま
る
行
爲
で
は
な
く
︑﹁
�
客
關
係
﹂
と
﹁
�
客
之
誼
﹂
を

公
然
と
否
定
し
よ
う
と
す
る
︑
旣
存
の
社
會
秩
序
へ
の
反
抗
で
あ
っ
た
︒
從
っ
て
︑
中
央
政
府
も
地
方
政
府
も
︑﹁
抗
租
﹂
事
件
に
�
も
高
い

關
心
を
»
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒

以
上
か
ら
︑﹁
欠
﹂﹁
掯
﹂﹁
�
﹂﹁
抗
﹂
と
い
う
區
分
は
︑﹁
�
客
關
係
﹂
と
﹁
�
客
之
誼
﹂
に
對
す
る
冒
瀆
行
爲
の
嚴
重
さ
の
差
と
な
る
︒

こ
の
﹁
�
客
關
係
﹂
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
て
始
め
て
︑
�
º
で
論
じ
た
各
種
の
租
佃
問
題
が
本
當
の
:
味
で
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

(2
)

｢
�
客
關
係
﹂
と
﹁
減
免
﹂

一
方
︑﹁
�
客
關
係
﹂
の
中
に
﹁
�
客
之
誼
﹂
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
租
穀
の
﹁
減
免
﹂
慣
行
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
%
光
六
年

十
一
W
二
十
三
日
の
彭
元
基
ら
の
供
狀
の
中
で
︑
田
�
彭
元
基
は
�
の
よ
う
に
稱
し
た
︒﹁
そ
れ
以
外
の
拂
わ
れ
な
か
っ
た
銀
錢
・
租
穀
に
つ
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い
て
は
︑
小
�
は
�
客
で
あ
る
こ
と
を
考
え
︑
こ
の
場
で
減
免
し
︑
�
f
を
免
除
す
る
こ
と
を
"
願
す
る(78

)
﹂︒
す
な
わ
ち
︑
田
�
が
佃
戶
の
田

租
を
﹁
減
免
﹂
す
る
時
︑﹁
�
客
關
係
﹂
と
﹁
�
客
﹂
の
"
誼
を
土
臺
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

租
穀
の
﹁
減
免
﹂
と
い
う
慣
'
は
︑
租
佃
契
<
の
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
具
體
�
な
減
免
の
例
を
見
る
と
︑﹁
契
<
﹂
上
の
規

定
は
實
に
曖
昧
で
あ
る
か
ら
︑﹁
減
免
﹂
慣
行
を
實
施
す
る
時
は
ほ
と
ん
ど
個
別
の
狀
況
に
基
づ
い
て
︑﹁
�
客
關
係
﹂
と
﹁
�
客
之
誼
﹂
に
訴

え
る
必
�
が
あ
る(79

)
︒

そ
し
て
︑
契
<
書
の
中
に
﹁
減
免
﹂
條
項
が
書
か
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
︑﹁
�
客
關
係
﹂
を
考
え
て
﹁
減
免
﹂
を
實
施
す
る
例
も
あ
っ
た
︒

例
え
ば
�
営
の
案
件

N
o
.1
3
7
4
5

(80
)

に
よ
れ
ば
︑
田
�
は
?
債
を
»
え
て
い
た
た
め
に
︑
佃
戶
へ
押
佃
銀
の
�
却
を
拒
ん
だ
上
に
︑
佃
戶
を
誣
吿

し
た
︒
し
か
し
︑
知
縣
の
�
]
`
決
は
田
�
を
處
罰
せ
ず
︑
却
っ
て
佃
戶
に
押
佃
銀

(二
〇
〇
兩
)
の
一
部

(
三
〇
兩
)
を
﹁
減
免
﹂
す
る
よ
う

に
命
じ
た
︒
同
治
三
年
十
二
W
五
日
の
田
�
の
供
詞
に
は
︑﹁
考
え
た
と
こ
ろ
︑
長
年
に
わ
た
っ
て
�
客
關
係
に
あ
る
の
で
︑
小
�
に
諭
し
て

銀
一
百
七
十
兩
を
)
め
て
し
か
と
�
け
取
ら
せ
︑
各
々
結
狀
を
出
し
て
完
案
す
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る(81

)
︒

こ
の
案
件
の
﹁
減
免
﹂
は
︑
田
�
の
佃
戶
に
對
す
る
田
租
減
免
で
は
な
く
︑
反
對
に
佃
戶
の
田
�
に
對
す
る
押
佃
銀
の
﹁
減
免
﹂
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
�
客
關
係
は
租
佃
關
係
の
う
ち
﹁
押
佃
銀
﹂
の
側
面
に
も
影
�
を
與
え
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
こ
の
例
か
ら
は
﹁
�
客
關

係
﹂
と
﹁
�
客
之
誼
﹂
は
田
�
か
ら
の
一
方
�
關
係
で
は
な
く
︑
田
�
と
佃
戶
相
互
の
雙
方
�
關
係
で
あ
り
"
誼
で
あ
る
こ
と
も
分
か
る
︒

(3
)

田
�
・
佃
戶
閒
に
お
け
る
互
い
の
﹁
忠
吿
﹂

�
引
の
汪
輝
祖
﹃
佐
治
藥
言
﹄
は
︑
幕
友
は
客
と
し
て
︑
�
で
あ
る
官
員
に
忠
吿
す
る
責
任
が
あ
る
と
す
る
︒
實
際
に
︑﹃
巴
縣
檔
案
﹄
の

租
佃
訴
訟
を
見
る
と
︑
田
�
が
佃
戶
に
忠
吿
す
る
例
も
︑
佃
戶
が
田
�
に
忠
吿
す
る
例
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
忠
吿

の
內
容
は
︑
そ
の
多
く
が
﹁
租
佃
關
係
﹂
と
直
接
關
係
の
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
︒
假
に
佃
戶

(﹁
客
﹂
)
が
非
行
を
行
っ
た
ら
︑
田
�

(﹁
�
﹂
)
は
彼
に
勸
吿
す
る
責
任
が
あ
る
上
に
︑
こ
う
し
た
佃
戶
の
﹁
非
行
﹂
を
理
由
と
し
て
︑
租
佃
關
係
を
解
M
す
る
の
も
正
當
な
權
利
で
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あ
っ
た
︒

案
件

N
o
.1
3
9
1
3

(82
)

で
は
︑
同
治
九
年
閏
十
W
十
八
日
︑
正
二
甲
の
田
�

(職
員
)
朱
正
春
が
﹁
爲
惡
佃
凶
踞
叩
驗
喚
究
事
﹂
の
件
で
佃
戶
陳

順
發
を
訴
え
た
︒﹁
彼
の
兄
弟
は
正
業
に
就
か
ず
︑
彼
の
親
戚
と
の
訴
訟
に
慣
れ
っ
こ
で
︑
職
は
そ
れ
を
知
っ
て
し
ば
し
ば
諫
め
た
が
改
ま
ら

な
い
︒
⁝
⁝
�
W
︑
職
は
團
鄰
に
依
賴
し
て
放
�
し
て
も
ら
っ
た(83

)
﹂︒
こ
こ
で
は
︑
田
�
は
佃
戶
の
﹁
非
行
﹂
を
度
々
忠
吿
し
た
が
︑
佃
戶
が

從
わ
な
か
っ
た
た
め
に
︑
田
�
は
﹁
憑
團
�
佃
﹂
さ
せ
た
︒
こ
の
事
實
は
經
濟
上
の
﹁
租
佃
關
係
﹂
と
は
關
係
な
く
︑﹁
�
客
關
係
﹂
の
下
で

こ
そ
理
解
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
と
類
似
す
る
案
件
は
ほ
か
に
も
數
件
あ
る(84

)
︒

一
方
︑
佃
戶
も
田
�
と
そ
の
家
族
の
﹁
非
行
﹂
に
對
し
て
︑
同
じ
く
忠
吿
を
す
る
責
任
を
持
っ
て
い
た
︒
例
え
ば
案
件

N
o
.1
3
6
9
4

(85
)

で
は
︑

同
治
二
年
九
W
十
二
日
︑
田
�
于
聯
芳
・
監
團
于
�
富
ら
は
﹁
稟
狀
﹂
を
出
し
て
︑﹁
爲
惡
佃
凶
屠
¼
懇
�
究
事
﹂
の
件
で
佃
戶
胡
�
祥
の
非

行
を
訴
え
た
が(86

)
︑
こ
れ
に
對
し
て
︑
同
治
二
年
九
W
二
十
二
日
︑
佃
戶
胡
永
祥(87

)
は
﹁
爲
忿
�
串
誣
事
稟
懇
跟
究
事
﹂
の
件
で
田
�
妻
の
﹁
非

行
﹂
を
訴
え
�
し
て
い
る
︒﹁
紛
爭
は
彌
陀
寺
の
僧
性
慈
が
聯
芳
の
外
出
を
窺
っ
て
︑
直
ち
に
來
家
し
︑
聯
芳
の
妻
�
氏
と
野
合
し
て
い
た
こ

と
に
よ
る
︒
蟻
は
一
度
な
ら
ず
¸
¾
し
︑
�
客
の
"
誼
が
重
い
と
思
う
た
め
に
︑
度
々
%
理
を
も
っ
て
排
斥
し
︑
性
慈
を
¿
き
來
さ
せ
な
か
っ

た
︒
一
體
ど
う
し
た
こ
と
か
︑
性
慈
は
怒
り
の
た
め
に
︑
À
に
�
氏
と
グ
ル
に
な
っ
て
︑
蟻
が
彼
女
の
不
美
の
"
事
を
誣
し
た
と
︑
聯
芳
に
向

か
っ
て
稱
し
た(88

)
﹂︒

こ
こ
で
は
︑
佃
戶
は
﹁
�
客
の
"
誼
が
重
い
﹂
こ
と
を
理
由
に
︑
田
�
の
妻
の
﹁
姦
�
﹂
行
爲
を
﹁
理
斥
﹂
し
て
い
る(

89
)

︒﹁
�
客
關
係
﹂
の

影
�
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
行
爲
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒

(4
)

｢
�
客
關
係
﹂
の
條
件
と
﹁
正
名
﹂

｢
�
客
關
係
﹂
と
は
︑
�
人
と
客
の
閒
の
關
係
で
あ
る
︒
鯵
單
に
言
え
ば
︑
�
人
は
客
の
世
話
を
す
る
責
任
が
あ
り
︑
客
は
�
人
を
³
敬
す

る
義
務
が
あ
り
︑
そ
こ
に
﹁
�
客
の
誼
﹂
も
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
本
來
﹁
租
佃
關
係
﹂
と
は
無
關
係
で
あ
る
が
︑
な
ぜ
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巴
縣
の
人
々
は
﹁
�
客
關
係
﹂
を
利
用
し
て
租
佃
關
係
を
理
解
し
︑
處
理
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
疑
問
を
_
求
す
る
に
は
︑
ま

ず
淸
代
巴
縣
社
會
の
�
體
宴
に
言
�
す
る
必
�
が
あ
る
︒

周
知
の
�
り
︑
淸
代
の
四
川
は
﹁
移
民
社
會
﹂
の
一
典
型
で
あ
る(90

)
︒
淸
初
か
ら
中
	
ま
で
︑
大
量
の
移
民
が
湖
廣
・
江
西
地
方
か
ら
四
川
省

に
移
Á
し
︑
巴
縣

(重
慶
)
は
ま
さ
に
こ
の
移
民
ル
ー
ト
の
重
�
な
中
閒
點
と
な
っ
た(91

)
︒
し
た
が
っ
て
︑
山
田
賢
氏
が
硏
究
し
た
四
川
北
部
の

地
方
と
は
�
っ
て
︑
巴
縣
の
人
口
液
動
性
は
よ
り
高
く
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
液
動
�
社
會
に
お
い
て
は
︑
宗
族
が
﹁
定
着
す
る−

社
會
秩

序
を
作
る
﹂
と
い
う
(
9
よ
り
も
︑
液
動
中
の
互
い
に
不
慣
れ
な
移
民
閒
で
社
會
秩
序
を
作
る
の
が
よ
り
重
�
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
︒

一
方
︑
怨
し
い
移
民
は
巴
縣
に
到
來
す
る
時
︑
¿
々
に
し
て
小
家
庭
の
形
で
來
た
が
︑
Á
む
場
5
を
見
つ
け
る
に
も
困
難
を
E
っ
た
︒
そ
れ

に
︑
巴
縣
は
山
地
地
形
の
た
め
に
︑
田
地
は
山
閒
に
分
散
し
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
怨
移
民
は
原
Á
民
と
先
移
民
の
田
地
を
小
作
す
る
時
に
︑

同
時
に
田
�
の
家
を
借
り
る
必
�
が
あ
っ
た
︒﹁
佃
戶
が
田
�
の
家
に
移
Á
し
︑
田
�
の
田
地
を
r
す
﹂
と
い
う
(
9
は
︑﹃
巴
縣
檔
案
﹄
の
中

に
頻
出
す
る
﹁
上
莊
﹂
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
て
い
る(92

)
︒

不
慣
れ
な
怨
し
い
佃
戶
が
田
�
の
家
に
移
入
し
て
く
る
場
合
に
は
︑
田
�
が
﹁
�
客
關
係
﹂
を
利
用
し
て
﹁
租
佃
關
係
﹂
を
理
解
し
處
理
す

る
の
は
︑
そ
れ
に
相
應
し
い
方
式
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
は
い
ま
だ
﹁
�
客
關
係
﹂
を
利
用
す
る
際
の
社
會
條
件
を
說

し
た

に
(
ぎ
な
い
︒﹁
�
客
關
係
﹂
を
用
い
た
眞
の
原
因
を
探
求
す
る
た
め
に
は
︑
も
っ
と
重
�
な
問
題
を
提
�
す
る
必
�
が
あ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
中
國
の
傳
瓜
�
な
﹁
正
名
﹂
槪
念
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
︒﹃
論
語
﹄
子
路
に
よ
れ
ば
︑
子
路
は
﹁
爲
政
﹂
に
つ
い

て
孔
子
に
聞
い
た
︒﹁
子
を
待
ち
て
政
を
爲
さ
ば
︑
子
は
將
に
奚
を
か
先
に
せ
ん
と
す
﹂︒
孔
子
の
答
え
は
﹁
必
や
名
を
正
さ
ん
か
﹂︒
そ
の
後
︑

孔
子
は
﹁
正
名
﹂
の
:
味
を
詳
し
く
說

し
︑﹁
名
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
︑
言
う
こ
と
順
な
ら
ず
︒
言
う
こ
と
順
な
ら
ざ
れ
ば
︑
事
成
ら
ず
︒
事

成
ら
ざ
れ
ば
︑
禮
樂
興
ら
ず
︒
禮
樂
興
ら
ざ
れ
ば
︑
𠛬
罰
中
ら
ず
︒
𠛬
罰
中
ら
ざ
れ
ば
︑
民
手
足
措
く
と
こ
ろ
な
し(93

)
﹂
と
営
べ
た
︒
す
な
わ
ち
︑

﹁
正
名
﹂
と
い
う
槪
念
は
︑
事
柄
の
正
し
い
行
動
規
範
を
確
定
す
る
こ
と
を
:
味
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
中
國
の
�
世
に
な
る
と
︑
社
會
經
濟
の
.
展
に
E
っ
て
多
樣
な
社
會
關
係
も
大
き
な
發
展
を
Â
げ
︑
社
會
秩
序
を
K
成
す
る
重
�
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な
部
分
と
な
っ
た
︒
例
え
ば
︑
そ
れ
は
﹁
租
佃
關
係
﹂
で
あ
り
︑﹁
師
徒
關
係
﹂
で
あ
り
︑﹁
�
G
關
係
﹂
な
ど
で
あ
る
︒
問
題
は
こ
う
し
た
怨

し
い
社
會
關
係
に
つ
い
て
は
︑
傳
瓜
�
な
儒
家
思
想
の
中
に
︑
そ
れ
に
相
應
し
い
﹁
名
﹂
と
﹁
禮
制
﹂
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し

た
が
っ
て
︑﹁
租
佃
關
係
﹂
を
處
理
す
る
時
に
︑
他
の
社
會
關
係

(た
と
え
ば
�
客
關
係
)
を
借
用
し
て
﹁
正
名
﹂
し
た
の
は
︑
ま
さ
に
中
國
�

世
社
會
特
6
の
方
法
で
あ
っ
た(94

)
︒
例
え
ば
淸
代
の
巴
縣
で
は
︑﹁
�
客
關
係
﹂
に
依
據
し
て
﹁
租
佃
關
係
﹂
を
理
解
す
る
こ
と
は
︑﹁
正
名
﹂
の

一
つ
の
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
︒﹁
�
客
關
係
﹂
を
利
用
し
て
﹁
正
名
﹂
す
る
の
は
︑﹁
�
客
關
係
﹂
の
"
誼
と
義
務
を
�
じ
て
︑﹁
租

佃
關
係
﹂
に
お
け
る
)
租
行
爲
を
拘
束
し
た
だ
け
で
は
な
く
︑
租
穀
の
減
免
︑
押
佃
銀
の
�
却
な
ど
の
諸
側
面
に
も
影
�
を
與
え
た
︒
そ
の
よ

う
な
:
味
で
︑﹁
名
﹂
と
し
て
の
﹁
�
客
關
係
﹂
が
存
在
し
た
か
ら
こ
そ
︑
經
濟
關
係
と
し
て
の
﹁
租
佃
關
係
﹂
が
順
$
に
�
用
さ
れ
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

む
す
び
に
か
え
て

以
上
︑
同
治
時
代
巴
縣
の
租
佃
案
件
の
具
體
�
な
分
析
を
�
し
て
︑
序
言
で
擧
げ
た
三
種
の
中
國
傳
瓜
�
租
佃
關
係
の
理
解
と
は
衣
な
る
見

解
を
示
し
︑
怨
た
な
/
識
に
到
D
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
同
治
時
代
の
巴
縣
農
村
の
人
々
は
皆
︑﹁
�
客
關
係
﹂
と
い
う
﹁
名
﹂
で
﹁
租
佃
關

係
﹂
を
理
解
し
︑
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
處
理
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
�
客
關
係
が
齎
し
た
田
�
・
佃
戶
閒
の
﹁
互
敬
﹂
と
い
う
"
は
︑
佃

戶
の
﹁
)
租
﹂
行
爲
に
對
し
て
︑
保
障
と
制
<
と
い
う
兩
面
の
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
�
客
關
係
﹂
が
存
在
し
て
い
る
た
め
に
︑

佃
戶
に
と
っ
て
は
︑
田
�
へ
の
﹁
敬
﹂
の
"
が
あ
る
べ
き
で
あ
り
︑
租
を
)
め
る
行
爲
は
田
�
に
對
す
る
﹁
敬
:
﹂
の
表

︑
租
を
)
め
な
い

行
爲
は
﹁
不
敬
﹂
の
表

と
考
え
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
﹁
�
客
之
誼
﹂
が
︑
田
�
・
佃
戶
閒
の
﹁
減
免
﹂
行
爲
の
土
臺
に
な
っ
た
︒

つ
ま
り
︑﹁
�
客
關
係
﹂
は
︑
淸
代
の
巴
縣
地
方
の
﹁
租
佃
關
係
﹂
に
對
す
る
理
解
の
根
本
�
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
︒﹁
欠
・
掯
・
�
﹂
な

ど
の
行
爲
︑﹁
減
免
﹂
行
爲
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
︑
す
べ
て
は
こ
の
理
解
を
基
礎
と
す
る
行
動
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑
田
�
・
佃
戶
閒
の
矛
盾

と
紛
糾
は
︑
單
な
る
﹁
契
<
�
反
﹂
を
め
ぐ
る
衝
突
に
も
︑
階
,
鬭
爭
に
も
な
ら
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
﹁
�
客
關
係
﹂
と
﹁
�
客
之
誼
﹂
の
影
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�
に
よ
っ
て
︑
)
租
を
め
ぐ
る
樣
々
な
問
題
︱
︱
｢欠
租
﹂﹁
掯
租
﹂﹁
�
租
﹂﹁
抗
租
｣
︱
︱
の
區
分
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
區

分
は
現
代
人
に
と
っ
て
は
:
味
を
成
さ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
當
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
重
�
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
具
體
例
に
卽
し
て
言
え

ば
︑
同
治
時
代
の
巴
縣
社
會
で
は
︑
租
穀
に
關
わ
る
訴
訟
案
件
は
數
多
く
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
大
部
分
は
﹁
欠
・
掯
・
�
﹂
三
種
の
案
件
だ
っ

た
の
で
あ
る
︒
こ
の
點
か
ら
見
る
と
︑
同
治
時
代
の
巴
縣
農
村
は
紛
爭
多
發
社
會
だ
と
は
い
っ
て
も
︑
社
會
秩
序
そ
の
も
の
が
大
き
く
變
動
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
當
時
の
人
々
が
﹁
�
客
關
係
﹂
を
借
用
し
て
﹁
租
佃
關
係
﹂
を
理
解
し
︑
紛
爭
を
處
理
す
る
(
9
は
︑
重
�
な
結
果
を
齎
す
こ
と

に
な
っ
た
︒﹁
�
客
關
係
﹂
の
下
で
︑
田
�
・
佃
戶
の
關
係
は
す
で
に
單
純
な
經
濟
�
な
﹁
租
佃
關
係
﹂
を
超
え
︑
よ
り
複
雜
な
﹁
�
﹂﹁
客
﹂

の
關
係
に
D
し
て
お
り
︑
互
い
に
非
行
が
あ
れ
ば
勸
吿
し
合
う
責
任
を
持
つ
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
A
:
す
べ
き
は
︑
こ
れ
ま
で
営
べ
て
き
た
﹁
�
客
關
係
﹂
と
い
う
﹁
名
﹂
を
利
用
し
て
﹁
租
佃
關
係
﹂
を
理
解
す
る
行
爲
を
︑
他

の
地
域
に
鯵
單
に
當
て
は
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
︒﹁
�
客
關
係
﹂
は
︑
巴
縣
の
個
別
�
な
社
會
と
歷
�
條
件
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
︒
�
す
る
に
︑﹁
�
客
關
係
﹂
と
は
︑﹁
租
佃
關
係
﹂
を
處
理
す
る
た
め
の
唯
一
の
利
用
可
能
な
﹁
名
﹂
で
は
な
く
︑
地
域
の
個

別
�
な
自
然
狀
況
と
社
會
背
景
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
が
例
え
ば
︑
3
州
の
﹁
佃
僕
制
度
﹂
で
あ
れ
ば
︑﹁
�
客
關
係
﹂
と
は
衣

な
る
﹁
�
僕
關
係
﹂
と
い
う
﹁
名
﹂
を
利
用
し
て
︑﹁
租
佃
關
係
﹂
を
理
解
し
處
理
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
無
論
︑﹁
�
僕
關
係
﹂
と

﹁
�
客
關
係
﹂
の
內
容
に
は
大
き
な
差
衣
が
あ
る
︒
こ
う
し
た
比
�
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
︑
3
州
の
社
會
と
歷
�
�
背
景
を
理
解
す
る
こ
と

が
何
よ
り
の
�
提
と
な
る
︒

�
後
に
︑
本
稿
の
當
初
の
課
題
に
戾
ろ
う
︒
租
佃
關
係
は
二
〇
世
紀
の
中
國
政
治
・
社
會
に
大
き
く
影
�
を
與
え
た
重
�
な
�
素
で
あ
り
︑

中
國
革
命
の
重
大
な
理
由
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
︒
革
命
を
基
礎
附
け
た
も
の
の
一
つ
が
︑
中
國
の
傳
瓜
�
な
﹁
租
佃
關
係
﹂︑
地
�
・
佃
戶
の

﹁
抗
租
﹂
に
對
す
る
階
,
論
�
な
理
解
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
本
稿
に
よ
っ
て
︑
中
國
の
傳
瓜
�
な
﹁
租
佃
關
係
﹂
は
︑﹁
階
,
關
係
﹂
だ
け
で

は
理
解
で
き
な
い
こ
と
︑
よ
り
複
雜
な
別
の
﹁
名
﹂︑
例
え
ば
﹁
�
客
關
係
﹂
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
が

ら
か
に
な
っ
た
︒
こ
こ
を
出
發
點
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と
し
て
考
え
た
と
き
︑
な
ぜ
二
〇
世
紀
の
人
々
は
こ
の
よ
う
な
﹁
租
佃
關
係
﹂
の
原
理
に
氣
附
か
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
自
體
が
︑
重
�

な
問
題
と
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
︑
こ
の
こ
と
は
二
〇
世
紀
の
中
國
政
治
・
社
會
の
大
變
動
を
理
解
す
る
上
で
も
︑
見
直
し
と
再
檢
討

を
Å
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
︒

�(1
)

梁
漱
溟
﹃
鄉
村
円
設
理
論
﹄
の
第
二
違
﹁
中
國
舊
社
會
組
織
K
¡

�
其
5
謂
治
%
者
﹂
(﹃
梁
漱
溟
�
集
﹄
第
二
卷
︑
山
東
人
民
出
版
社
︑

一
九
八
九
︑
頁
一
六
六
以
下
)︑
同
氏
﹃
中
國
�
Æ
�
義
﹄
第
五
違

﹁
中
國
是
倫
理
本
位
�
社
會
﹂
(同
第
三
卷
︑
頁
七
九
以
下
)
を
參
照
︒

(2
)

費
孝
�
﹃
江
村
經
濟
﹄
第
十
一
違
﹁
土
地
�
占
6
﹂
第
四
º
﹁
不

在
地
�
制
﹂
(﹃
費
孝
�
�
集
﹄
第
二
卷
︑
群
言
出
版
社
︑
一
九
九
九
︑

頁
一
二
九
以
下
)︑
同
氏
﹃
Ç
土
重
円
﹄﹁
地
�
階
層
面
臨
考
驗
﹂

(同
第
四
卷
︑
頁
三
七
五
以
下
)
を
參
照
︒

(3
)

代
表
�
な
論
者
は
c
野
義
太
郞
︑
淸
水
盛
光
な
ど
︒﹁
共
同
體
論
﹂

は
中
國
農
村
の
閉
Ê
性
︑
村
成
員
の
集
團
性
︑
村
落
內
部
の
秩
序
を

强
$
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
中
國
の
﹁
倫
理
論
﹂
は
﹁
共
同
體
﹂

に
言
�
せ
ず
︑
よ
り


a
�
な
︑
社
會
�
な
傳
瓜
﹁
倫
理
﹂
と
﹁
%

德
﹂
の
影
�
を
强
$
し
た
︒
中
國
村
落
の
性
格
を
め
ぐ
る
﹁
共
同
體

論
爭
﹂
に
つ
い
て
は
︑
旗
田
巍
﹃
中
國
村
落
と
共
同
體
理
論
﹄
(岩

波
書
店
︑
一
九
七
三
)
を
參
照
︒
な
お
︑
こ
う
し
た
﹁
共
同
體
﹂
論

�
理
解
は
︑
す
で
に
戒
能
�
孝
︑
福
武
直
に
よ
っ
て
批
`
さ
れ
て
い

る
︒

(4
)

代
表
�
な
論
者
は
民
國
時
代
の
經
濟
學
者
薛
暮
橋
︑
陳
z
笙
︑
王

亞
南
︑
馮
和
法
等
の
諸
氏
︒

(5
)

代
表
�
な
論
者
は
李
�
治
︑
傅
衣
凌
︑
劉
永
華
︑
違
6
義
︑
葉
顯

恩
︑
烏
廷
玉
︑
方
行
等
の
諸
氏
︒

(6
)

代
表
�
な
論
者
は
北
村
敬
直
︑
小
山
正

︑
重
田
德
等
の
諸
氏
︒

(7
)

代
表
�
な
論
者
は
曹
幸
穗
︑
侯
円
怨
︑
�
円
雲
︑
�
志
宏
︑
武
力
︑

�
�
東
等
の
諸
氏
︒

(8
)

趙
岡
﹁
從
另
一
個
角
度
看

淸
時
	
�
土
地
租
佃
﹂
(﹃
中
國
農

�
﹄
二
〇
〇
〇
年
第
二
	
)
︑
高
王
凌
﹃
租
佃
關
係
怨
論
﹄
(上
海
書

店
︑
二
〇
〇
五
)︑
秦
暉
・
彭
波
﹁
中
國
�
世
佃
農
�
獨
立
性
硏
究
﹂

(﹃
�
�
哲
﹄
二
〇
一
一
年
第
二
	
)
︑
彭
波
﹁
國
家
︑
制
度
︑
�
素

市
場
與
發
展
：
中
國
�
世
租
佃
制
度
硏
究
﹂
(
淸
華
大
學
歷
�
系
Î

士
論
�
︑
二
〇
一
一
︑
北
京
)
な
ど
を
參
照
︒

(9
)

宮
崎
市
定
﹁
宋
代
以
後
の
土
地
5
6
形
體
﹂
(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
一

二
卷
第
二
號
︑
一
九
五
二
︒
﹃
宮
崎
市
定
�
集
﹄
11
︑
宋
元
に
收
錄
︑

岩
波
書
店
︑
一
九
九
二
)
を
參
照
︒

(10
)

森
正
夫
﹁
十
七
世
紀
の
福
円
寧
Æ
縣
に
お
け
る
黃
�
の
抗
租
反

亂
﹂
一
︑
二
︑
三

(﹃
名
古
屋
大
學
�
學
部
硏
究
論
集
．
�
學
﹄
一

九
七
三
︑
一
九
七
四
︑
一
九
七
八
︒﹃
森
正
夫

淸
�
論
集
﹄
第
二

卷
に
收
錄
︑
Ò
古
書
院
︑
二
〇
〇
六
)
を
參
照
︒

(11
)

小
林
一
美
﹁
抗
租
・
抗
糧
鬭
爭
の
彼
方
︱
︱
下
層
生
活
者
の
想
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い
と
政
治
�
・
宗
敎
�
自
立
の
Ó
﹂
(﹃
思
想
﹄︑
一
九
七
三
年
第
二

	
)
を
參
照

(12
)

日
本
で
は
三
木
聰
に
︑
福
円
の
﹁
抗
租
﹂
�
動
に
對
す
る
一
聯
の

硏
究
が
あ
る

(後
に
﹃

淸
福
円
農
村
社
會
の
硏
究
﹄
に
收
錄
︑
北

海
%
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
二
)︒
中
國
で
は
︑
劉
永
華
﹁
十
七
至

十
八
世
紀
閩
西
佃
農
�
抗
租
︑
農
村
社
會
與
鄉
民
�
Æ
﹂
(﹃
中
國
經

濟
�
硏
究
﹄
一
九
九
八
年
第
三
	
)︑
黃
志
繁
﹁
地
域
社
會
變
革
與

租
佃
關
係
︱
︱
以
16−

18
世
紀
贛
南
山
區
爲
中
心
﹂
(﹃
中
國
社
會

科
學
﹄
二
〇
〇
三
年
第
六
	
)
が
あ
る
︒

(13
)

鯵
單
に
言
え
ば
︑﹁
欠
租
﹂
の
:
味
は
﹁
租
を
欠
く
﹂
で
︑﹁
掯

租
﹂
の
:
味
は
﹁
租
を
無
理
に
滯
)
す
る
﹂
で
︑﹁
�
租
﹂
の
:
味

は
﹁
租
を
�
す
﹂
で
あ
る
︒
各
Ö
語
の
具
體
�
な
用
例
は
以
下
の
論

證
に
よ
っ
て
說

す
る
︒

(14
)

森
正
夫
﹃
抗
租
﹄
(﹃
中
國
民
衆
反
亂
�
四
︑

末
︱
︱
淸
Ⅱ
﹄︑

c
凡
社
︑
一
九
八
三
︒
後
に
﹃
森
正
夫

淸
�
論
集
﹄
第
二
卷
に
收

錄
)︒
森
正
夫
氏
の
こ
の
�
違
は
︑
一
般
�
な
﹁
抗
租
﹂
に
對
す
る

理
解
に
基
づ
い
て
︑
さ
ら
に
詳
し
く
﹁
抗
租
﹂
の
三
つ
の
時
	
を
區

分
し
︑
說

を
し
て
い
る
︒
そ
れ
以
外
に
も
︑
濱
島
敦
俊
﹃

代
江

南
農
村
社
會
の
硏
究
﹄
(東
京
大
學
出
版
會
︑
一
九
八
二
)
第
十
違

﹁

末
淸
初
江
南
の
農
民
鬭
爭
﹂
が
同
樣
の
解
釋
を
お
こ
な
っ
て
い

る
︒

(15
)

集
團
�
な
﹁
抗
租
﹂
事
件
は
﹁
大
事
件
﹂
で
あ
る
か
ら
︑
實
錄
・

�
集
・
地
方
志
に
は
︑
そ
の
よ
う
な
大
事
件
が
記
錄
さ
れ
や
す
く
︑

硏
究
者
の
心
象
も
そ
こ
か
ら
形
成
さ
れ
が
ち
だ
と
い
う
:
味
に
お
い

て
で
あ
る
︒

(16
)

『
大
淸
高
宗
純

(
乾
隆
)
皇
Q
實
錄
﹄
卷
九
︑
雍
正
十
三
年
十
二

W
壬
午
條
︒

(17
)

『大
淸
高
宗
純

(乾
隆
)
皇
Q
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
三
︑
乾
隆
十

一
年
八
W
壬
辰
條
︒

(18
)

『大
淸
高
宗
純

(乾
隆
)
皇
Q
實
錄
﹄
卷
五
百
七
十
四
︑
乾
隆
二

十
三
年
十
一
W
戊
戌
條
︒

(19
)

康
熙
Q
・
雍
正
Q
の
時
代
︑
賦
稅
減
免
の
諭
旨
を
下
す
時
に
︑
田

租
も
共
に
減
免
さ
せ
る
傳
瓜
が
あ
る
︒
乾
隆
Q
の
田
租
減
免
の
諭
旨

は
︑
こ
の
傳
瓜
の
怨
た
な
發
展
の
形
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
︒
こ

の
點
に
つ
い
て
︑
周
Ú
吉
之
﹁
淸
�
�
	
に
於
け
る
佃
戶
の
田
租
減

免
政
策
﹂
(﹃
淸
代
東
ア
ジ
ア
�
硏
究
﹄
︑
日
本
學
Ö
振
興
會
︑
一
九

七
二
)︑
經
君
永
﹁
論
淸
代
蠲
免
政
策
中
減
租
規
定
�
變
Æ

︱
︱
淸

代
民
田
�
佃
關
係
政
策
�
探
討
之
二
﹂
(﹃
中
國
经
济
�
硏
究
﹄︑
一

九
八
六
年
第
一
	
)︑
岸
本
美
緖
﹁
淸
�
中
	
經
濟
政
策
の
基
$

︱
︱
一
七
四
〇
年
代
の
食
糧
問
題
を
中
心
に
﹂
(﹃
淸
代
中
國
の
物

價
と
經
濟
變
動
﹄︑
硏
�
出
版
︑
一
九
九
七
)
を
參
照
︒

(20
)

『
大
淸
高
宗
純

(
乾
隆
)
皇
Q
實
錄
﹄
卷
八
百
三
十
三
︑
乾
隆
三

十
四
年
四
W
壬
申
條
︒

(21
)

雍
正
五
年
の
﹁
抗
租
禁
止
條
例
﹂
の
內
容
と
確
立
(
9
︑
さ
ら
に

從
來
の
硏
究
に
つ
い
て
は
︑
三
木
聰
﹁
抗
租
と
法
・
裁
`

︱
︱
雍

正
五
年
の
︿
抗
租
禁
止
條
例
﹀
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃

淸
福
円
農
村
社

會
の
硏
究
﹄
)
を
參
照
︒

(22
)

『大
淸
高
宗
純

(乾
隆
)
皇
Q
實
錄
﹄
卷
八
百
九
十
一
︑
乾
隆
三

十
六
年
八
W
壬
辰
條
︒

(23
)

｢
悦
6
無
良
之
輩
︑
藉
名
報
災
︑
觀
U
V
挨
︑
不
肯
完
租
︒
將
5
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收
米
穀
︑
藏
�
質
當
︒
e
6
奸
徒
︑
倡
爲
不
f
租
之
說
︑
把
持
糾
<
︑

不
許
f
租
﹂
(陳
弘
謀
﹃
培
Û
堂
偶
存
稿
﹄
卷
四
十
五
︑﹁
業
佃
公
c

收
租
示
﹂︒
)

(24
)

｢不
思
佃
戶
h
常
欠
租
︑
竝
無
重
大
罪
名
︑
焉
可
輕
易
收
入
囹
圄
︒

⁝
⁝
其
聚
眾
抗
霸
者
︑
原
不
能
不
盡
法
i
辦
︒
如
5
欠
6
限
而
枷
號

收
禁
︑
B
致
身
家
莫
保
︑
殊
非
恤
佃
之
%
﹂
(﹃
江
蘇
省
例
續
g
﹄

(藩
例
)
同
治
十
年
︑﹁
不
准
妄
枷
佃
戶
竝
收
禁
﹂︒
)

(25
)

『巴
縣
志
﹄
卷
十
一
農
桑

(民
國
二
八
年
刊
)︑﹃
巴
縣
農
村
經
濟

之
硏
究
﹄
第
四
違
土
地
︑
第
五
違
租
佃
制
度

(王
國
棟
︑
一
九
三
九
︑

﹃
民
國
二
十
年
代
中
國
大
陸
土
地
問
題
�
料
﹄
V
o
l.5
4
)︑﹃
巴
縣
志
﹄

第
二
違
自
然
槪
況

(一
九
九
四
)
を
參
照
︒

(26
)

馬
小
彬
﹁
淸
代
巴
縣
衙
門
司
法
檔
案
¬
介
﹂
(﹃
四
川
淸
代
檔
案
硏

究
﹄︑
西
南
X
�
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
)
を
參
照
︒

(27
)

夫
馬
.
﹁
中
國
訴
訟
社
會
�
槪
論
﹂
(﹃
中
國
訴
訟
社
會
�
の
硏

究
﹄︑
京
都
大
學
學
Ö
出
版
會
︑
二
〇
一
一
)
を
參
照
︒

(28
)

こ
れ
ま
で
︑﹃
巴
縣
檔
案
﹄
を
利
用
し
て
地
�
・
佃
戶
關
系
を
硏
究

し
た
唯
一
の
成
果
は
M
a
d
e
le
in
e
Z
e
lin
.“
T
h
e
R
ig
h
ts
o
f
T
e
n
a
n
ts

in
M
id
-Q
in
g
S
ic
h
u
a
n
:A
S
tu
d
y
o
f
L
a
n
d
-R
e
la
te
d
L
a
w
su
its
in

th
e
B
a
x
ia
n
A
rc
h
iv
e
s.”
T
h
e
Jo
u
rn
a
l
o
f
A
sia
n
S
tu
d
ies,
V
o
l.

4
5
.
N
o
.3
(
1
9
8
6
)
,
p
p
.4
9
6
-
5
2
6
で
あ
る
︒
こ
の
論
�
は
乾
隆
か
ら

同
治
ま
で
の
一
二
〇
件
の
租
佃
案
件
を
利
用
し
て
︑
巴
縣
の
租
佃
形

式
・
租
額
・
押
租
制
の
實
態
を
绍
介
し
た
︒
そ
し
て
こ
れ
に
基
づ
い

て
︑
佃
戶
の
﹁
權
利
﹂
と
そ
の
來
源
に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
て
い
る
︒

(29
)

す
な
わ
ち

N
o
.1
3
9
5
2︑
N
o
.1
3
9
9
6
で
あ
る
︒
そ
れ
以
外
に
案
件

N
o
.1
3
7
2
2
は
﹁
抗
租
﹂
の
み
を
論
題
と
し
た
案
件
で
は
な
い
の
で
︑

本
�
で
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
は
し
な
い
︒

(30
)

『
巴
縣
檔
案

(同
治
�
)﹄
N
o
.1
3
9
9
6
︑
直
六
甲
李
�
淮
⁝
⁝
案
︒

以
下
︑
本
稿
で
︑
﹁
№+

番
號
﹂
の
み
の
表
記
で
あ
れ
ば
︑
同
治
�

の
案
件
を
指
す
︒
な
お
︑
他
の
時
代
の
案
件
を
引
く
と
き
に
は
︑
特

に
�
の
よ
う
に
表
示
し
て
い
る
︒
﹁
咸
豐
�
№+

番
號
﹂
な
ど
︒

(31
)

｢
�
歲
臘
W
憑
族
分
居
︑
每
人
應
分
產
田
穀
一
百
□
十
石
︑
各
�

分
關
可
憑
︒
⁝
⁝
殊
�
江
父
子
套
佃
(
手
︑
V
今
抗
租
不
)
︒
理
問
︑

惡
霸
反
妄
稱
系
伊
膳
業
︑
尤
荏
子
李
應
益
將
蟻
業
另
佃
石
如
海
居
r
︒

⁝
⁝
﹂︒

(32
)

｢
5
爭
之
田
究
系
該
具
�
分
產
︑
抑
系
李
�
江
膳
業
︑
不
難
執
出

分
關
︑
投
憑
族
證
驗
對

確
︑
理
淸
息
事
︒
毋
遽
興
訟
致
傷
一
本
之

誼
﹂︒

(33
)

｢長
兄
李
�
江
佃
r
蟻
業
穀
田
四
十
石
數
載
︑
竝
無
押
佃
銀
兩
︑

迨
後
�
租
︒
伊
子
李
應
益
反
將
蟻
業
轉
佃
石
如
海
︑
私
取
押
銀
一
百

五
十
兩
吞
用
﹂︒

(34
)

『
巴
縣
檔
案

(同
治
�
)﹄
N
o
.1
3
9
5
2︑
仁
十
甲
徐
行
之
等
⁝
⁝

一
案
︒

(35
)

四
川
方
言
で
︑
そ
の
:
味
は
﹁
)
め
る
﹂︒

(36
)

｢⁝
⁝
李
氏
�
熊
合
順
病
故
不
葬
︑
抗
租
不
金
︒
李
氏
反
以
套
剝

�
斃
︒
差
喚
︑
潑
蠻
︒
喚
獲
�
友
︒
委
�
�

利
濟
竝
無
�
斃
"
事
︒

斷
伊
繳
租
六
石
︑
限
合
順
屍
棺
二
十
日
移
葬
﹂︒

(37
)

｢
案
經
�
斷
︑
著
卽
§
照
︒
毋
□
□
瀆
﹂
︒

(38
)

麥
柯
麗

(
M
e
lissa
M
a
c
a
u
la
y
)
﹁
挑
戰
權
威
︱
︱
淸
代
法
上
�

寡
�
和
訟
師
﹂
(高
%
蘊
・
高
鴻
鈞
・
賀
衞
方
g
﹃
美
國
學
者
論
中

國
法
律
傳
瓜
﹄
(
增
訂
版
)︑
淸
華
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
)︑
阿
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風
﹃

淸
時
代
�
女
�
地
位
與
權
力
︱
︱
以

淸
契
<
�
書
︑
訴

訟
檔
案
爲
中
心
﹄
第
五
違
﹁
民
事
訴
訟
(
9
中
�
女
�
身
份
與
地

位
﹂
(
社
會
科
學
�
獻
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
)︑
吳
佩
林
﹁
淸
代
四
川

南
部
民
事
訴
訟
中
�
�
女
與
»
吿
制
度
︱
︱
以
淸
代
四
川
︿
南
部

檔
案
﹀
爲
中
心
﹂
(﹃
中
國
鄕
村
硏
究
﹄
第
八
輯
︑
福
円
敎
育
出
版
社
︑

二
〇
一
〇
)
を
參
照
︒

(39
)

こ
の
案
件
の
�
案
で
あ
る

N
o
.1
3
9
4
6
の
中
で
︑
こ
の
寡
�
の
イ

メ
ー
ジ
は
す
で
に
言
�
さ
れ
て
い
る
︒
同
治
十
年
八
W
廿
八
の
﹁
催

狀
﹂
で
は
︑
職
員
何
變
齊
︑
何
春
發
ら
が
﹁
爲
凶
阻
殯
居
事
﹂
の
件

で
熊
李
氏
を
訴
え
た
が
︑
そ
の
中
に
﹁
"
本
W
職
等
以
恃
�
蠻
殯
[

私
佃
張
�
友
�
唆
熊
李
氏
將
屍
估
殯
等
"
﹂
と
あ
る
︒

(40
)

實
際
に
︑
N
o
.1
3
7
2
2
の
中
に
︑
同
じ
く
田
�
の
訴
訟
狀
に
お
い

て
︑﹁
抗
租
﹂
非
難
か
ら
﹁
�
租
﹂
非
難
に
切
り
替
え
た
例
も
あ
る
︒

(41
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
�
)﹄
N
o
.1
3
6
6
7︑
廉
二
甲
孝
Ö
堂
爲
⁝
⁝

一
案
の
中
に
︑
同
治
元
年
十
W
十
一
日
の
簽
飭
が
あ
る
︒
N
o
.1
3
7
4
5︑

廉
七
甲
覃
春
山
爲
⁝
⁝
一
案
の
中
に
︑
同
治
二
年
十
W
十
四
日
の
簽

飭
が
あ
る
︒

(42
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
�
)﹄
N
o
.1
3
7
6
8︑
智
四
甲
萬
鎰
順
以
⁝
⁝

一
案
︒

(43
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
�
)﹄
N
o
.1
4
0
0
8
の
中
の
︑
田
�
張
東
山
の

﹁
吿
狀
﹂
に
︑﹁
�
兩
載
欠
穀
十
石
二
斗
︑
讓
一
石
下
欠
九
石
二
斗
︒

陽
/
利
穀
︑
久
掯
不
X
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
案
件

N
o
.1
3
7
4
3
の
中

の
︑
田
�
盧
志
%
の
﹁
稟
狀
﹂
に
︑﹁
詎
陳
升
只
金
租
穀
三
十
六
石
︑

下
欠
租
穀
十
六
石
估
�
不
給
﹂
と
あ
る
︒

(44
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
�
)﹄
N
o
.1
3
9
5
3︑
正
九
甲
劉
�
亭
[
⁝
⁝

一
案
︒

(45
)

｢
岐
山
父
王
泰
發
痞
踞
不
搬
︒
央
團
â
勸
︑
勒
讓
租
四
石
︑
仍
就

原
佃
︑
⁝
⁝
今
五
W
︑
□
�
勒
�
︑
墊
項
不
/
︑
掯
租
不
)
﹂︒

(46
)

｢
殊
�
亭
套
租
(
手
︑
圖
�
押
銀
︑
只
給
銀
十
八
定
︑
重
一
百
七

十
一
兩
零
︑
下
欠
三
百
廿
八
兩
零
︑
荏
吾
拖
掯
﹂︒

(47
)

『巴
縣
檔
案

(
同
治
�
)
﹄
N
o
.1
4
0
1
0
︑
楊
柳
坊
越
義
和
[
⁝
⁝

一
案
︒

(48
)

『巴
縣
檔
案

(
同
治
�
)
﹄
N
o
.1
3
7
0
5
︑
仁
十
甲
徐
裕
秦
以
⁝
⁝

一
案
︒

(49
)

｢⁝
⁝
咸
豐
十
年
︑
楊
學
靑
以
銀
百
兩
佃
蟻
業
高
峰
�
r
居
︑
<

A
每
年
金
佃
租
三
十
二
石
︑
不
少
升
合
︑
佃
<
抄
�
︒
殊
學
靑
套
佃

後
︑
奸
�
衣
常
︒
去
因
�
租
五
石
︑
今
五
W
�
佃
﹂
︒

(50
)

｢
今
秋
共
獲
穀
二
十
七
石
零
︒
蟻
金
租
二
十
石
︑
餘
求
讓
免
︑
不

允
︒
⁝
⁝
今
秋
歉
收
︑
租
穀
照
市
�
金
︑
各
團
均
6
義
讓
︑
伊
獨
藉

掯
﹂
︒

(51
)

『巴
縣
檔
案

(
同
治
�
)
﹄
N
o
.1
3
6
9
6
︑
楊
柳
坊
錢
楊
氏
⁝
⁝
案
︒

(52
)

｢佃
戶
錢
海
淸
之
子
錢
大
忠
�
租
穀
銀
兩
︑
踞
�
不
搬
︑
 
職
捐

項
無
力
�
繳
﹂
︒

(53
)

｢今
年
六
W
氏
夫
故
︑
氏
¤
憑
眾
勸
伊
讓
穀
三
十
餘
石
⁝
⁝
殊
龔

理
心
懷
叵
測
︑
升
合
不
給
﹂︒

(54
)

例
え
ば

N
o
.1
3
7
0
5
の
中
に
︑
﹁
租
佃
契
<
﹂
一
枚
が
保
存
さ
れ

て
い
る
が
︑
そ
の
內
容
は
︑
﹁
計
抄
立
出
佃
田
地
�
�
<
⁝
⁝
卽
日

�
客
面
議
︑
楊
姓
出
備
押
佃
銀
壹
百
兩
整
︑
其
銀
無
利
︑
每
年
付
金

租
穀
三
十
二
石
︒
⁝
⁝
以
�
人
租
斗
X
金
︑
不
得
短
少
升
合
︒
如
年

歲
欠
豐
︑
照
�
人
照
市
)
租
⁝
⁝
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
以
�
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人
租
斗
X
金
︑
不
得
短
少
﹂
と
い
う
規
定
が
﹁
)
租
﹂
の
%
理
で
あ

り
︑﹁
如
年
歲
欠
豐
︑
照
�
人
照
市
)
租
﹂
と
い
う
規
定
が
﹁
減
免
﹂

の
%
理
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
こ
の
﹁
市
﹂
の
:
味
は
﹁
市
場
價
格
﹂

で
は
な
く
︑﹁
減
免
﹂
す
る
時
の
﹁
慣
'
﹂
を
指
す
︒
こ
の
點
に
つ

い
て
は
︑
筆
者
は
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
︒

(55
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
�
)﹄
N
o
.0
8
5
9
1︑
太
c
坊
劉
洪
義
等
⁝
⁝

案
︒

(56
)

｢業
租
穀
九
石
六
斗
︒
今
秋
欠
收
︑
金
租
五
石
二
斗
︒
其
餘
求
讓
︑

非
�
可
比
﹂︒

(57
)

例
え
ば
ª
代
の
元
稹
の
﹁
同
州
奏
均
田
狀
﹂
の
中
に
︑﹁
旣
緣
差

稅
至
重
︑
州
縣
Â
�
年
抑
�
百
姓
租
佃
﹂
(﹃
元
氏
長
慶
集
﹄
卷
三
十

八
)
と
あ
る
︒
ま
た
︑
宋
代
の
蘇
軾
の
﹃
申
三
省
�
¤
開
湖
六
條

狀
﹄
の
中
に
︑﹁
自
來
西
湖
水
面
︑
不
許
人
租
佃
﹂
(﹃
東
坡
�
集
﹄

卷
五
十
六
)
と
あ
る
︒

(58
)

｢
ª
占
鼇
佃
<
﹂
立
出
佃
田
地
�
<
人
ª
占
鼇
︒
⁝
⁝
瓦
�
�
向
︒

牛
欄
︑
倉
厫
︑
柴
山
竹
木
︑
必
�
照
守
護
蓄
︒
⁝
⁝
此
系
�
客
二
家

心
甘
悅
$
︑
竝
無
勉
强
︒
今
恐
人
性
解
憑
︑
特
立
此
佃
<
爲
據
︒

(﹃
淸
代
乾
嘉
%
巴
縣
檔
案
&
g
﹄
上
︑
頁
七
〇
︑
四
川
大
學
出
版
社
︑

一
九
八
九
)︒

(59
)

%
光
九
年
の
﹁
9
思
智
佃
<
﹂
の
中
に
︑﹁
每
年
租
穀
�
客
均
分
︑

押
佃
銀
五
十
兩
整
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
%
光
十
年
﹁
楊
賢
洪
佃
<
﹂
の

中
に
︑﹁
在
後
�
客
田
內
c
分
﹂
と
あ
る
︒
(﹃
淸
代
乾
嘉
%
巴
縣
檔

案
&
g
﹄
上
︑﹁
9
思
智
佃
<
﹂
頁
七
三
︑﹁
楊
賢
洪
佃
<
﹂
頁
七

四
)︒

(60
)

｢
卽
日
︑
�
客
面
議
︑
楊
姓
出
備
押
佃
銀
一
百
兩
整
﹂︒

(61
)

『
巴
縣
檔
案

(同
治
�
)﹄
N
o
.1
3
8
8
1︑
º
十
甲
王
思
九
以
⁝
⁝

一
案
︒

(62
)

佃
戶
王
碧
福
の
租
佃
契
<
﹁
年
歲
不
一
︑
旱
時
欠
豐
︑
�
七
客
三

均
分
︑
不
得
爭
論
﹂
(
咸
豐
十
一
年
八
W
)
︒

(63
)

『巴
縣
檔

案

(
同
治
�
)﹄
N
o
.1
3
8
3
9
︑
楊
柳
坊
王
正
貴
佃
種

⁝
⁝
一
案
︒

(64
)

｢切
蟻
與
伊
系
屬
�
客
︑
無
辜
竊
名
相
加
︑
6
玷
聲
名
﹂︒

(65
)

欠
租
案
件

N
o
.1
3
7
4
3
の
中
で
︑
同
治
三
年
十
一
W
二
十
一
日
︑

證
人
張
愼
齋
の
供
詞
に
﹁
因
他
們
�
客
今
年
租
穀
不
淸
︑
口
角
︒
向

小
�
們
理
論
︑
理
處
不
下
︑
因
此
來
[
﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
證

人
は
﹁
�
客
﹂
と
い
う
用
語
を
利
用
し
て
︑
田
�
・
佃
戶
關
係
を
営

べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
N
o
.1
3
7
4
5
で
は
︑
知
縣
の
�
]
`
決
に
よ
れ

ば
︑
田
�
の
供
詞
は
︑
﹁
念
在
�
客
多
年
︑
諭
小
�
繳
銀
一
百
七
十

兩
︑
飭
領
各
結
完
案
﹂
と
あ
る
︒
知
縣
も
同
じ
く
﹁
�
客
﹂
の
用
語

を
用
い
て
︑
田
�
・
佃
戶
の
關
係
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
︒

(66
)

『巴
縣
檔
案

(
同
治
�
)
﹄
N
o
.1
3
9
3
2
︑
楊
柳
坊
僧
世
柄
等
⁝
⁝

一
案
︒

(67
)

｢
兩
¡
誼
屬
�
客
︑
不
忍
興
訟
滋
纍
︒
當
將
世
柄
等
�
詞
攔
囘
︑

憑
團
理
處
﹂︒

(68
)

例
え
ば

N
o
.1
3
7
9
9
で
は
︑
同
治
五
年
九
W
十
四
日
︑
廪
生
舒
荣

叢
等
が
﹁
爲
聲
息
懇
銷
以
敦
和
好
事
﹂
の
件
で
﹁
懇
狀
﹂
を
提
出
し

た
が
︑
そ
の
中
に
﹁
生
等
見
伊
等
係
屬
�
客
︑
多
年
毫
無
紊
亂
⁝
⁝

不
忍
兩
¡
失
和
︑
â
勸
理
息
﹂
と
い
う
�
言
が
あ
る
︒
こ
の
案
件
に

お
い
て
︑
兩
者
の
不
和
を
(
け
る
:
圖
で
紛
爭
の
和
解
を
勸
め
た
の

は
︑
長
年
の
﹁
�
客
﹂
關
係
の
た
め
で
あ
っ
た
︒
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(69
)

孫
希
旦
の
﹃
禮
記
集
解
﹄
に
︑﹁
賓
客
卽
°
友
之
類
︑
然
同
志
者

乃
謂
之
°
友
︒
而
賓
客
則
5
該
者
廣
︑
故
分
賓
客
於
°
友
而
爲
二
︑

此
七
敎
之
5
由
名
也
﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
の
﹁
賓
客
﹂
關
係
は
卽
ち
�

世
以
來
の
﹁
�
客
﹂
關
係
で
あ
る
︒

(70
)

『禮
記
正
義
﹄
�
玄
A
︑﹁
恭
在
貌
也
︑
而
敬
印
在
心
﹂︒
正
義
︑

﹁
賓
客
輕
︑
故
�
恭
︒
祭
祀
重
︑
故
�
敬
﹂︒
こ
こ
か
ら
見
る
と
︑

﹁
恭
﹂
と
﹁
敬
﹂
に
は
9
度
上
︑
輕
重
の
差
衣
が
存
在
す
る
︒

(71
)

例
え
ば
﹃
禮
記
﹄
曲
禮
下
の
中
に
︑﹁
大
夫
士
相
見
︒
雖
貴
賤
不

敵
︑
�
人
敬
客
︑
則
先
拜
客
︒
客
敬
�
人
︑
則
先
拜
�
人
﹂
と
あ
る
︒

(72
)

｢且
官
與
幕
客
非
盡
鄉
里
之
戚
︑
非
6
親
故
之
歡
︑
厚
廩
而
賓
禮

之
︑
什
伯
于
鄉
里
親
故
︑
謂
職
守
之
5
繫
倚
爲
左
右
手
也
︒
而
視
其

�
人
之
休
戚
︑
漠
然
無
5
與
於
其
心
︑
縱
無
天
譴
︑
其
免
人
謫
乎
︒

故
佐
治
以
盡
心
爲
本
﹂
(汪
輝
祖
﹃
佐
治
藥
言
﹄︑﹁
盡
心
﹂
條
)︒

(73
)

｢惟
幕
友
居
賓
師
之
分
︑
其
事
之
委
折
旣
了
然
於
心
︑
復
禮
與
相

抗
︑
可
以
剴
切
陳
詞
︑
能
辨
論

確
︑
自
6
)
源
囘
瀾
之
力
︒
故
必

盡
心
之
欲
言
︑
而
後
爲
能
盡
其
心
﹂
(汪
輝
祖
﹃
佐
治
藥
言
﹄︑﹁
盡

言
﹂
條
)︒

(74
)

｢且
賓
之
與
�
︑
非
6
勢
分
之
臨
也
︒
合
則
留
︑
吾
固
無
?
於
人
︑

不
合
則
去
︑
吾
自
無
疚
於
己
﹂
(汪
輝
祖
﹃
佐
治
藥
言
﹄︑﹁
不
合
卽

去
﹂
條
)︒

(75
)

田
�
と
佃
戶
の
閒
の
﹁
�
客
﹂
關
係
に
つ
い
て
は
︑
宋
代
の
�
戶

と
客
戶
閒
の
﹁
�
客
﹂
關
係
が
�
も
6
名
で
あ
る
が
︑
こ
の
宋
代
の

﹁
�
戶
﹂
と
﹁
客
戶
﹂
の
關
係
は
戶
籍
上
と
身
分
法
上
の
:
味
が
强

い
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
多
*
な
論
爭
が
あ
る
︒
宮
澤
知
之
﹁
宋

代
農
村
社
會
�
硏
究
の
展
開
﹂
(谷
川
%
雄
g
著
﹃
戰
後
日
本
の
中

國
�
論
爭
﹄
︑
一
九
九
三
)︑
高
橋
芳
郞
﹃
宋
-
淸
身
分
法
の
硏
究
﹄

第
二
違

(北
海
%
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
一
)
を
參
照
︒
し
た
が
っ

て
︑
同
治
時
代
の
巴
縣
の
﹁
�
客
﹂
關
係
を
︑
宋
代
の
﹁
�
客
﹂
關

係
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

(76
)

『儀
禮
A
駅
﹄
士
昏
禮
に
︑
﹁
鄉
巳
行
)
釆
問
名
︑
賔
�
之
"
巳
�

矣
﹂
と
い
う
賈
公
彥
の
駅
が
あ
る
︒

(77
)

｢
職
¸
惡
佃
�
租
痞
踞
︑
霸
伐
凶
傷
︑
"
實
難
堪
︒
叩
勘
驗
喚
究

_
�
搬
︑
儆
佃
欺
�
刁
'
﹂
︒

(78
)

｢至
餘
欠
銀
錢
租
穀
︑
小
�
念
系
�
客
︑
"
願
當
堂
義
讓
免
f
﹂

(﹃
淸
代
乾
嘉
%
巴
縣
檔
案
&
g
﹄
下
︑
頁
一
五
五
︑
四
川
大
學
出
版

社
︑
一
九
九
六
)
︒

(79
)

｢減
免
﹂
慣
'
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
は
別
稿
を
準
備
中
で

あ
る
︒

(80
)

『
巴
縣
檔
案

(同
治
�
)﹄
N
o
.1
3
7
4
5︑
廉
七
甲
覃
春
山
爲
⁝
⁝

一
案
︒

(81
)

｢
念
在
�
客
多
年
︑
諭
小
�
繳
銀
一
百
七
十
兩
︑
飭
領
各
結
完
案
﹂︒

(82
)

『巴
縣
檔
案

(
同
治
�
)﹄
N
o
.1
3
9
1
3︑
正
二
甲
朱
正
春
因
⁝
⁝

一
案
︒

(83
)

｢
伊
兄
弟
不
'
正
業
︑
慣
與
伊
戚
訐
訟
︑
職
知
屢
勸
︑
不
改
︒

⁝
⁝
�
W
職
憑
團
鄰
�
搬
﹂
︒

(84
)

例
え
ば

N
o
.1
3
7
3
で
は
︑
º
九
甲
田
�

(孀
�
)
王
姚
氏
は
﹁
爲

窩
招
凶
踞
叩
喚
究
�
事
﹂
の
件
で
佃
戶
を
訴
え
た
︒
﹁
ª
世
元
︑
劉

郭
氏
佃
氏
業
r
︒
⁝
⁝
不
守
本
分
︑
窩
招
游
勇
沈
痞
二
估
來
業
內
搭

B
鳩
踞
⁝
⁝
投
團
周
利
生
等
理
譴
搬
移
﹂
︒
こ
の
案
件
で
︑
田
�
は

﹁
お
と
な
し
く
な
く
︑
危
險
な
人
物
を
招
來
し
た
﹂
と
い
う
理
由
で
︑
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租
佃
關
係
を
解
除
し
て
い
る
︒

(85
)

『巴
縣
檔

案

(同
治
�
)﹄
N
o
.1
3
6
9
4︑
廉
里
五
甲
於
聯
芳
吿

⁝
⁝
案
︒

(86
)

｢專
於
嗜
,
性
︑
每
常
在
外
惹
禍
生
非
︒
蟻
屢
理
斥
︑
反
爲
挾
忿
﹂︒

(87
)

す
な
わ
ち
胡
�
祥
︒

(88
)

｢
衅
由
彌
陀
寺
僧
性
慈
窺
聯
芳
外
出
︑
伊
卽
來
家
︑
與
聯
芳
妻
�

氏
苟
合
︒
蟻
常
撞
¾
︑
已
非
一
�
︒
因
思
�
客
誼
重
︑
閒
或
理
斥
性

慈
不
必
¿
來
︒
殊
性
慈
挾
忿
︑
À
與
�
氏
商
串
︑
向
聯
芳
稱
蟻
誣
伊

不
美
"
事
﹂︒

(89
)

�
]
�
に
知
縣
の
�
問
の
結
果
︑
佃
戶
の
訴
え
は
誣
吿
だ
と
い
う

こ
と
が

ら
か
に
な
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
佃
戶
の
訴
え
は
訴
訟
の
方

.
に
(
ぎ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
訴
訟
の
方
.
に
用
い
る
の
が
可
能

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
う
し
た
忠
吿
が
當
時


a
�
に
/
可
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
¥
に
證

す
る
も
の
と
な
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THE ACTUAL CONDITIONS OF THE LANDOWNER-TENANT

RELATIONSHIP IN VILLAGES OF BA COUNTY DURING

THE QING ERA : KANGZU 抗租, PIANZU �租,

AND THE ZHU-KE �客 RELATIONSHIP

LING Peng

Previous studies of the traditional Chinese landowner-tenant relationship gen-

erally took one of three perspectives known as the ethical perspective, the class

perspective, or the economic perspective. However, each of these perspectives only

concentrated on one facet of the landowner-tenant relationship. Furthermore, due

to the limitations of the historical data, previous studies merely emphasized kangzu

incidents as the main form of landowner-tenant disputes.

In this paper the author uses the Ba county archive to analyze many lawsuits

over rents between landowners and tenants. He thereby finds that kangzu cases

only constitute an extremely small proportion of the whole while the vast majority

of cases are qianzu欠租, kenzu掯租, and pianzu  租 in villages of Ba county during

the Tonzhi era. He then analyzes actual contents of the four types of rent disputes,

thereby demonstrating that qianzumeans the arrears of rents, kenzumeans arrears

of rents with inadequate reason, pianzu means refusal to pay rent using a fabrica-

tion, and kangzu means the refusal to pay rent and the denial of validity of the rent.

Although these distinctions among the four types were meaningful to the

people at that time, they may have been ignored in scholarship heretofore. There-

fore, we must adopt a new viewpoint in our studies in order to understand the im-

portance and significance of these distinctions.

In this paper, the author examines subjective consciousness of the landowner-

tenant relationship at that time in order to establish a new viewpoint from which to

study the traditional landowner-tenant relationship in China. He thereby demon-

strates that everyone whether landowner, tenant, neighbors and administrative

officers commonly interpreted landowner-tenant relationships as a kind of zhu-ke

(host and guest) relationships and dealt with related disputes in terms of zhu-ke

relationship in Ba county during the Tongzhi era. In a word, a landowner (zhu)

and a tenant (ke) understood and conducted affairs concerning landowner-tenant

relationship such as payment of rent, reduction of and exemption from rent, and

warnings under the ethical rules of the zhu-ke relationship.

Then, when viewed from the perspective of the zhu-ke relationship, we can
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understand the distinctions among the four types and various aspects of landowner-

tenant relationships. Regarding the landowner-tenant relationship as zhu-ke rela-

tionship is based on the specific history and society of Ba county during the Qing

era, but it may also present a new viewpoint from which to understand social rela-

tionships in China after the early modern period.

THE COMMERCIAL WORLD AND ITS ORDER IN CHONGQING

DURING THE MID QING ERA

TANII Yoko

This paper discusses the character of commercial activity and the social order

of the commercial world in Chongqing from the latter half of the 18th century to the

first half of the 19th century based on the Ba county archive.

Situated at a crucial location in the upper Yangtze river valley, Chongqing was

the home of many transport ships, transporters, brokers, hotels, and stores for rent,

thus the circumstances were ripe for merchants who wished to start businesses and

enter the market. Most of their businesses were jointly managed by a small num-

ber of people, called hehuo合夥, and the amount of their capital was generally small.

Furthermore, as customers often failed to pay due to the custom of selling on credit,

we can surmise that their financial circumstances were generally unstable. Mer-

chants did not actively seek to extend their business, and instead collected their

profits as soon as possible and went back home or invested in other businesses.

Therefore, it was difficult to amass large amounts of capital, and it was common for

merchants to abandon their businesses even though they were successful. On the

other hand, it was relatively easy for merchants to enter the market. For these

reasons, we can see that merchants with small and medium amounts of capital

stood together in large numbers as new aspirants relatively frequently entered and

left the Chongqing commercial world at the time.

In the case of disputes among them, merchants first attempted to settle their

differences through mediation by neighbors or their fellow tradesmen. When they

did go to the county court, the magistrate generally commanded neighbors and

fellow tradesmen to investigate the dispute, and frequently it was settled peacefully

at this stage. Those who mediated were chosen simply because they were close to

the persons involved in the dispute, and had no other special capacity, nor were
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