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【
要
約
〕
　
こ
れ
ま
で
の
唐
宋
変
革
期
研
究
に
お
い
て
、
当
時
の
生
産
力
の
急
速
な
発
展
と
い
う
認
識
は
暗
黙
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
発

展
の
内
容
を
よ
り
深
め
る
立
場
か
ら
の
研
究
は
未
だ
少
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
小
論
で
は
、
ま
ず
唐
・
五
代
の
間
に
お
け
る
生
産
力
発
展
の

具
体
相
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
多
毛
作
農
法
の
展
開
に
集
約
さ
せ
つ
つ
分
析
し
た
。
次
い
で
、
労
働
過
程
の
側
面
か
ら
集
約
的
経
営
の
あ
り
方
を
考
え
、

大
農
法
的
、
小
農
法
的
経
営
像
を
措
定
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
二
代
華
北
の
先
進
地
域
に
あ
っ
て
は
地
力
維
持
方
式
に
配
慮
を
加
え
た
上
で
の

恒
常
的
多
毛
作
農
法
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
予
想
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
農
業
経
営
で
は
小
農
民
経
営
の
自
立
的
再
生
産
の
方
向
が
明
確
に
な
り
、

一
方
、
大
農
法
的
な
荘
園
経
営
も
、
そ
の
農
法
的
基
礎
を
確
保
し
つ
つ
変
質
を
遂
げ
て
い
た
。
こ
こ
に
小
経
営
発
展
の
一
つ
の
段
階
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
六
四
巻
二
号
　
一
九
八
一
年
三
月
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は
　
じ
　
め
　
に

我
々
は
さ
き
に
生
産
力
論
を
「
原
点
」
と
す
る
唐
心
変
革
期
研
究
の
必
要
性
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

学
説
の
整
理
及
び
若
干
の
問
題
提
起
を
行
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
こ
で
は
日
本
に
お
け
る
研
究
の
整
理
・
紹
介
に
主
目
的
が
置
か
れ
た
た
め
、
生
産
力
論
的
立
場
を
よ
り
深
め
、
実
証
研
究
を
行
な

う
紙
幅
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
小
論
で
は
、
論
稿
の
整
理
と
展
望
を
も
と
に
い
さ
さ
か
の
実
証
的
研
究
を
試
み
た
い
。

　
前
事
に
も
み
た
通
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
唐
代
を
対
象
と
す
る
生
産
力
論
的
研
究
は
や
や
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
歴
史

的
段
階
を
示
す
ま
と
ま
っ
た
農
書
が
残
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
史
料
上
の
制
約
に
よ
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
問
題
に
迫
り
得
る
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よ
う
な
断
片
的
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
零
細
な
史
料
を
集
中
す
れ
ば
、
唐
代
の
生
産
力
発
展
段
階
か
ら
農
業
経
営

の
あ
り
方
に
迫
る
こ
と
も
あ
る
程
度
ま
で
可
能
で
あ
る
。
小
論
で
は
こ
の
よ
う
な
方
向
を
も
っ
て
考
察
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
我
々
が
こ
の
よ
う
な
方
向
で
研
究
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
何
よ
り
も
唐
代
の
農
業
経
営
の
あ
り
方
を
把
握
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

唐
墨
変
革
の
基
礎
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
農
業
経
営
が
存
在
し
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
ゆ
く
の
か
、
を
浮
か
び
上
ら
せ
た
い
の
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

れ
ま
で
、
唐
代
の
具
体
的
な
農
業
経
営
像
に
関
し
て
は
、
前
稿
に
述
べ
た
荘
園
研
究
等
の
他
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
わ
ず
か
に
菊
池
英
夫
氏
、

　
　
　
　
　
③

渡
辺
信
一
郎
氏
な
ど
が
見
通
し
を
述
べ
ら
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
実
態
的
・
理
論
的
検
討
は
課
題
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
点
か
ら
、
小
論
で
は
唐
代
の
農
業
生
産
力
発
展
段
階
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
農
業
経
営
の
あ
り
方
に
闘
を
向
け
て
ゆ
き
た
い
。

た
だ
、
紙
数
の
都
合
も
あ
り
、
小
論
一
篇
で
金
般
的
検
討
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
り
あ
え
ず
、
聖
代
中
期
ま
で
の
経
済
的
中
心
で
あ

っ
た
華
北
（
主
に
城
中
・
河
南
な
ど
の
黄
河
中
流
域
）
に
お
け
る
畑
作
（
主
穀
雨
）
農
業
と
そ
の
経
営
を
め
ぐ
る
特
質
に
的
を
絞
っ
て
お
き
た
い
。
唐

代
後
半
期
以
降
大
き
く
発
展
す
る
水
田
稲
作
及
び
そ
の
経
営
に
関
し
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
①
　
拙
稿
「
唐
宋
変
革
期
の
歴
史
的
意
義
…
1
日
独
（
D
D
R
）
歴
史
学
学
術
交
流
　
　
　
　
　
〈
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
5
、
　
九
七
〇
年
〉
第
二
章
の
註
⑥
）
。

　
　
の
た
め
に
一
」
（
『
歴
史
評
論
』
三
五
七
、
一
九
八
○
年
）
。
以
下
こ
れ
を
「
前
　

③
「
秦
漢
帝
国
か
ら
階
唐
律
令
制
国
家
へ
I
l
－
中
国
に
お
け
る
専
制
国
家
形
態
と

　
　
稿
」
と
称
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
奴
制
形
成
に
関
す
る
一
試
論
一
」
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
＝
二
九
、

　
②
　
菊
池
氏
は
階
唐
帝
国
成
立
期
の
農
業
経
営
を
「
慣
務
奴
隷
的
下
人
労
働
力
に
よ
　
　
　
　
　
一
九
七
五
年
）
な
ど
。

　
　
る
手
作
地
主
経
営
」
が
中
核
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
　
（
「
府
兵
制
度
の
展
開
」

2　（15e）

主
穀
生
産
の
発
展
と
多
毛
作
農
法

　
こ
れ
ま
で
華
北
の
畑
作
を
め
ぐ
る
研
究
の
一
焦
点
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
農
業
生
産
力
発
展
の
一
指
標
と
し
て
の
二
年
三
毛
作
で
あ
っ
た
。

特
に
そ
の
始
期
を
ど
の
時
点
に
設
定
す
る
か
に
つ
い
て
の
論
争
が
あ
る
こ
と
前
稿
の
通
り
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
年
三
毛
作
に
象
徴
さ
れ
た
華
北
乾
地
農
法
を
雪
避
農
法
と
の
比
較
の
も
と
に
、
そ
の
位
置
付
け
を
考
え
よ
う
と
す
る
方
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向
で
の
研
究
も
行
な
わ
れ
て
き
た
。
熊
代
幸
雄
氏
は
主
に
『
王
民
要
術
』
（
以
下
『
要
術
』
と
略
記
）
の
詳
細
な
分
析
を
基
礎
に
、
そ
の
特
学
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

輪
作
体
系
か
ら
「
古
代
亜
輪
栽
式
農
法
」
な
る
規
定
を
与
え
、
爾
欧
農
法
と
の
対
比
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
保
志
拘
氏
は
、

西
欧
輪
栽
式
農
法
と
対
比
し
て
捉
え
る
方
法
の
限
界
を
指
摘
し
、
む
し
ろ
東
ア
ジ
ア
農
法
に
お
け
る
作
付
体
系
高
度
化
の
展
開
方
向
を
考
え
ら

　
②

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
方
向
は
、
地
力
維
持
・
労
働
配
分
・
雑
草
防
除
の
観
点
か
ら
、
多
毛
作
と
輪
作
の
必
然
的
結
合
と
し
て
特
言
付
け
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

水
田
稲
作
農
法
の
基
調
と
し
て
設
定
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
か
か
る
保
志
氏
の
多
毛
作
と
輪
作
の
結
合
と
い
う
観
点
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
二
年
三
毛
作
な
ど
の
多
毛
作
は

輪
作
体
系
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
力
が
あ
る
程
度
保
障
さ
れ
、
さ
ら
に
肥
料
等
の
導
入
も
あ
っ
て
生
産
力
が
一
段
と
発
展
し
て

ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
単
な
る
多
毛
作
の
存
在
を
指
摘
す
る
の
み
で
は
恒
常
的
な
生
産
力
水
準
の
評
価
は
な
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
我
々
は
盛
代
の
多
毛
作
農
法
を
問
題
と
す
る
際
、
単
に
そ
れ
が
い
つ
始
ま
っ
た
の
か
を
考
え
る
の
み
な
ら
ず
、
輪
作
の
あ
り
方
及
び
肥

料
な
ど
地
力
維
持
の
観
点
も
牽
分
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
諸
条
件
を
背
景
と
し
て
は
じ
め
て
、
二
年
三
毛
作
が
生
産
力
発
展
の
指
標

　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
以
下
本
章
で
は
多
毛
作
の
一
主
体
た
る
小
麦
・
豆
類
栽
培
の
あ
り
方
と
肥
料
な
ど
地
力
維
持
的
要
因
、
そ
し
て
無
代
に
お
け
る
多
毛
作
農
法

の
展
開
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

　
↓
　
小
菱
作
の
定
着
と
拡
大

　
（

　
米
田
賢
次
郎
氏
は
二
年
三
毛
作
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
な
わ
れ
た
際
、
小
麦
作
の
普
及
が
か
か
る
方
式
開
始
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
的
確
に
指
摘
さ
れ
た
。
確
か
に
二
年
三
毛
作
開
始
に
小
麦
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
。
た
だ
唐
代
の
輪
作
方
式
を
問
題
と
す

る
場
合
、
愈
愈
に
も
見
た
通
り
小
麦
作
を
置
き
に
し
て
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
我
々
は
ま
ず
唐
・
五
代
・
宋
に
お
け
る
小
麦
作
の
定

着
と
拡
大
の
あ
り
方
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
問
題
と
さ
る
べ
き
は
小
麦
の
栽
培
地
域
及
び
そ
の
拡
大
の
方
向
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
史
料
的
な
制
約
の
あ
る
こ
と
周
知
の
通
り
で

3 （151）



あ
る
。
た
だ
我
々
は
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
史
料
、
即
ち
祥
瑞
と
し
て
め
「
瑞
麦
」
献
上
記
事
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
と
い
う

の
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
年
代
と
地
名
が
明
記
き
れ
て
い
る
た
め
統
計
的
理
解
に
役
立
つ
と
共
に
、
何
よ
り
も
こ
の
「
瑞
菱
」
献
上
地
が
か
な

り
の
規
模
で
麦
を
栽
培
し
て
い
る
地
域
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
瑞
菱
」
と
称
し
て
朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
麦
と
は
、
一
本
の

茎
か
ら
穂
が
数
本
乃
至
十
数
本
出
て
い
る
も
の
、
或
い
は
異
な
る
二
本
の
茎
が
合
体
し
て
一
本
の
穂
を
つ
け
て
い
る
も
の
な
ど
、
い
わ
ば
墨
型

の
麦
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
崎
型
の
発
現
率
は
故
意
に
操
作
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
極
め
て
低
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
逆
に
「
瑞

菱
」
献
上
地
で
の
広
範
な
麦
の
栽
培
を
予
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
点
に
注
目
し
て
唐
よ
り
北
宋
ま
で
の
間
の
小
麦
栽
培
地
域
の
変

化
を
探
っ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
「
群
言
」
が
記
録
の
対
象
と
な
り
、
ま
と
ま
っ
て
史
料
上
に
残
さ
れ
る
の
は
『
宋
書
』
符
瑞
志
か
ら
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
こ
ζ
で

は
他
の
祥
瑞
記
籍
が
大
部
分
で
、
麦
は
二
例
、
そ
れ
も
後
漢
と
晋
の
記
事
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
次
い
で
、
そ
れ
ら
を
も
含
め
て
総
体
的
に
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

評
し
て
い
る
の
は
『
冊
府
元
亀
』
帝
王
部
符
瑞
門
で
あ
り
、
北
宋
に
関
し
て
は
『
宋
史
』
五
行
志
で
あ
る
。
前
者
に
収
録
さ
れ
た
「
瑞
菱
」
記

事
は
さ
き
の
二
例
を
除
け
ば
す
べ
て
唐
以
降
の
野
寄
で
あ
る
。
こ
の
点
の
み
か
ら
見
て
も
、
唐
以
降
に
お
け
る
小
麦
作
普
及
の
側
面
は
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
こ
れ
ら
『
冊
府
元
亀
』
・
『
落
掛
』
の
記
事
を
整
理
・
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
両
書
所
載
の
献
上
地
名
を
ぬ
き
だ
し
時
代
順
に
並
べ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ば
註
⑦
に
掲
げ
た
表
の
よ
う
に
な
る
。
次
い
で
そ
れ
ら
を
地
図
上
に
あ
ら
わ
し
た
の
が
次
頁
の
図
で
あ
る
。
こ
の
図
で
は
『
訳
補
元
亀
』
所
載

分
、
つ
ま
り
唐
・
五
代
の
記
事
は
白
丸
で
、
　
『
宋
史
』
熊
鼠
分
、
つ
ま
り
北
宋
の
記
事
は
黒
丸
で
記
し
て
あ
る
。
ま
た
、
大
麦
と
明
記
さ
れ
て

い
る
霞
網
は
除
外
し
た
が
、
単
に
菱
と
の
み
書
か
れ
て
い
る
場
合
は
と
り
上
げ
た
。
さ
ら
に
そ
の
信
悪
性
を
考
え
て
絵
の
み
の
献
上
記
事
は
省

い
て
あ
る
。

　
さ
て
、
我
々
は
こ
の
地
図
を
一
瞥
す
る
時
、
い
く
つ
か
の
点
に
気
が
つ
く
。
ま
ず
、
献
上
地
を
小
麦
作
定
着
地
域
と
考
え
れ
ば
そ
の
南
方
へ

の
拡
大
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
縮
尺
の
都
合
に
よ
っ
て
割
愛
し
た
南
剣
州
・
璽
州
の
例
は
暫
く
お
く
と
し
て
も
、
五
代
以
前
に
は
潅
水
以
北
に
し
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か
存
在
し
な
か
っ
た
献
上
地
が
、
北
宋
で
は
揚
子
江
流
域
に
ま
で

拡
大
し
て
い
る
。
殊
に
潅
水
と
揚
子
江
の
間
の
地
域
、
三
代
の
潅

南
道
に
お
け
る
献
上
地
の
増
加
が
馬
肥
さ
れ
る
。
ま
た
、
五
代
以

前
に
は
二
例
し
か
み
ら
れ
な
か
っ
た
四
川
地
域
で
も
同
様
で
あ
る
。

｝
方
、
北
・
西
辺
地
三
等
の
寒
冷
地
で
は
、
麦
作
地
域
が
北
上
し

つ
つ
あ
る
が
そ
れ
ほ
ど
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
献
上
記

事
は
み
ら
れ
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
を
見
て
く
る
時
、
我
々
は
J
・
L
・
バ
ッ
ク
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

農
業
地
域
区
分
を
想
起
す
る
。
そ
こ
で
は
、
潅
水
線
以
北
は
冬
変

・
小
米
区
、
冬
菱
・
高
梁
区
、
及
び
春
菱
区
と
区
分
さ
れ
、
潅
南

道
は
ほ
ぼ
揚
子
水
稲
・
小
麦
区
、
四
川
地
域
は
四
川
水
稲
区
と
し

て
区
分
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
本
図
と
比
較
す
れ
ば
次
の
よ
う
な

諸
点
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
五
代
ま
で
に
、
潅
水
以
北
の
両
冬
麦
区
で
は
小
麦
作
が

か
な
り
広
範
に
定
着
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
第
一
点
で
あ
る
。

た
だ
、
年
代
の
史
料
で
は
「
春
麦
」
の
語
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

　
⑩

の
で
「
春
麦
」
も
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
バ
ッ
ク
の
区
分
し
た
「
春
菊
区
し
で
の
栽
培
は
ま

だ
少
な
か
っ
た
。
北
宋
に
一
例
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
次
に
北
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宋
ま
で
に
、
揚
子
水
稲
・
小
麦
区
へ
小
麦
作
が
拡
大
・
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
陳
婁
『
農
書
』
に
明
確
に
述
べ
ら

　
　
　
　
　
　
⑪

れ
た
稲
一
変
輪
作
の
基
礎
が
、
唐
子
よ
り
確
実
に
作
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
古
賀
登
磯
は
南
朝
時
に
す
で
に
小
麦
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
揚
子
江
流
域
で
盛
行
し
て
い
た
点
を
述
べ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
小
論
の
如
き
視
点
か
ら
み
れ
ば
変
作
の
定
着
及
び
稲
と
の
組
合
せ
は
、
は
や

り
唐
代
以
降
に
現
実
的
と
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
同
様
に
四
聖
水
稲
区
に
お
い
て
も
小
菱
栽
培
が
普
及
し
て
行
き
、
恐
ら
く
は
稲
－
麦
の
輪
作
も
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
が
、
以
後

何
ら
か
の
理
由
で
水
稲
作
が
優
位
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
我
々
は
唐
宋
期
に
お
け
る
小
鞍
作
の
定
着
と
拡
大
の
方
向
を
、
地
域
的
な
大
枠
の
中
で
確
認
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　
⇒
　
豆
類
の
載
培
に
つ
い
て

　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
華
北
の
畑
輪
作
体
系
で
は
菱
・
ア
ワ
と
組
合
せ
る
作
物
、
殊
に
地
力
維
持
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
豆
類
の
栽
培
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
る
。
本
節
で
は
唐
代
に
お
け
る
豆
類
栽
培
の
特
質
を
見
て
お
こ
う
。

　
豆
類
の
栽
培
を
考
え
る
に
際
し
て
、
ま
ず
『
四
時
纂
要
』
（
以
下
『
纂
要
』
と
略
記
）
を
と
り
上
げ
よ
う
。
本
書
は
周
知
の
如
く
、
朝
鮮
本
が
近

年
発
見
さ
れ
、
守
屋
美
都
雄
氏
の
解
説
と
共
に
出
版
さ
れ
た
。
本
書
は
、
他
書
よ
り
の
ひ
き
写
し
や
迷
信
的
要
素
の
多
さ
な
ど
い
く
つ
か
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

題
が
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
守
屋
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
天
野
元
之
助
氏
も
認
め
ら
れ
た
如
く
、
貴
重
な
記
述
も
多
々
含
ま
れ
て
い
る
。

我
々
は
こ
の
点
を
評
価
し
、
唐
代
の
他
の
農
書
が
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
情
か
ら
も
『
纂
要
』
の
記
述
を
と
り
あ
げ
検
討
し
て
み
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
『
纂
要
』
に
登
場
す
る
豆
は
「
大
豆
・
小
豆
・
碗
豆
・
碑
豆
・
夏
蝉
・
江
豆
」
の
六
種
類
で
あ
る
。
こ
の
中
『
要
術
』
と
の
比
較
で

注
目
さ
れ
る
の
は
天
野
氏
も
指
摘
さ
れ
た
碗
豆
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
碗
豆
が
、
冬
麦
と
同
様
、
冬
期
に
栽
培
さ
れ
る
旨
明
記
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
の
多
く
の
作
物
が
成
育
不
能
な
冬
期
に
、
し
か
も
空
中
窒
素
の
固
定
作
用
を
も
つ
豆
類
を
栽
培
で
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
食
料
と
し
て
、
地
力
維
持
用
と
し
て
貴
重
で
あ
っ
た
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
か
か
る
娩
豆
栽
培
が
『
纂
要
隠
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
碗
豆
は
西
部
ア
ジ
ア
か
ら
伝
来
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
『
要
術
』
以
前
か
ら
も
知
ら
れ
て
い
た
。
『
広
雅
』
で
は
こ
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⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

れ
を
「
瑠
豆
」
と
し
、
西
山
武
一
・
熊
代
幸
雄
氏
は
こ
れ
を
「
越
冬
す
る
豆
の
意
か
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
要
術
』
を
も
含
め
て

そ
の
播
種
・
紋
穫
等
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
ず
、
未
だ
あ
ま
り
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
強
要
』
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

五
月
の
雑
事
の
項
に
収
穫
の
、
そ
し
て
冬
十
月
の
条
で
は
播
種
の
、
指
示
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
纂
要
』
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
唐
末

・
五
代
ま
で
に
は
冬
碗
豆
の
栽
培
が
か
な
り
一
般
化
し
て
ぎ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
唐
後
半
期
以
降
の
他
の
史
料
に
お
い

て
も
碗
豆
に
関
す
る
記
事
が
散
見
す
る
。

　
貞
元
年
間
、
京
兆
府
で
は
両
税
の
一
と
し
て
の
碗
豆
が
虫
害
の
た
め
不
作
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
京
兆
府
は
不
足
分
を
大
豆
で
数
量
に
よ
っ

て
補
い
た
い
旨
上
奏
し
た
が
、
度
量
は
銭
額
計
算
に
よ
っ
て
補
い
た
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
陸
蟄
は
京
兆
府
を
支
持
し
て
論
を
展
開
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

い
る
。
そ
の
中
で
、
彼
は
碗
豆
が
「
畜
料
」
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
一
方
、
そ
の
価
格
が
大
豆
よ
り
か
な
り
高
い
点
も
述
べ
て
い
る
。
か
よ
う
に
、

両
税
法
施
行
後
間
も
な
い
頃
碗
豆
が
微
税
対
象
品
目
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の
京
兆
府
な
ど
で
の
一
般
的
栽
培
の
事
清
が
窺

え
る
わ
け
で
あ
る
。

　
か
か
る
碗
豆
の
栽
培
、
殊
に
冬
碗
豆
の
栽
培
は
五
代
に
は
よ
り
一
層
明
確
に
な
る
。
即
ち
、
後
唐
長
享
元
（
九
三
〇
）
年
二
月
の
認
で
は
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

時
の
支
配
地
域
を
三
区
分
し
、
各
々
の
地
域
に
お
け
る
大
小
麦
・
玄
麦
・
碗
豆
の
徴
税
時
期
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
。
例
え
ば
河
南
府
な
ど
の

比
較
的
暖
地
で
は
五
月
一
五
日
よ
り
八
月
一
日
ま
で
の
間
に
納
入
さ
せ
、
他
の
よ
り
寒
冷
な
二
地
域
で
は
そ
れ
ぞ
れ
幾
日
か
ず
つ
納
期
を
遅
れ

さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
・
小
麦
と
碗
豆
と
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
収
穫
さ
れ
た
事
実
を
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
前
述
の
『
纂
要
』
の
記
述

と
あ
わ
せ
れ
ば
、
碗
豆
は
冬
期
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
点
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
五
代
ま
で
に
、
華
北
で
は
冬
作
物
と
し
て
の
碗

豆
の
占
め
る
位
置
が
大
き
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ラ
マ
メ
　
　
ア
ブ
ラ
ナ
　
　
ウ
マ
ゴ
ヤ
シ

　
と
こ
ろ
で
、
宋
以
後
に
は
か
か
る
冬
作
物
の
栽
培
が
一
層
盛
ん
に
な
る
。
蚕
豆
・
油
菜
・
曹
稽
な
ど
元
・
明
の
農
書
で
重
要
な
地
位
を
占
め

る
作
物
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
物
が
も
つ
特
性
と
し
て
共
通
し
て
い
る
の
は
、
一
つ
に
冬
期
の
食
料
と
し
て
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
地

力
維
持
に
役
立
つ
と
い
う
点
に
も
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
愈
愈
豆
の
栽
培
が
唐
代
よ
り
普
及
し
た
と
同
様
、
作
物
選
択
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の
方
向
が
一
つ
の
共
通
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
他
の
豆
類
も
広
く
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
雷
う
ま
で
も
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
若
干
、
徴
税
関
係
の
史
料
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
画
調
庸
制
時
代
の
調
と
し
て
は
「
華
豆
」
（
ソ
ラ
マ
メ
）
や
「
寂
」
（
大
豆
）
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
爾
税
法
時
代
に
な
る
と
、
豆
類
に
関
す
る

記
事
は
よ
り
多
く
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
数
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
貞
元
三
（
七
八
七
）
年
、
夏
税
を
豆
と
菱
に
よ
っ
て
徴
収
（
折
耀
）
し
た
い
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

上
奏
が
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
た
。
元
和
六
（
八
＝
）
年
に
は
ア
ワ
と
大
豆
の
未
納
分
が
免
税
と
な
り
、
同
等
（
八
一
四
）
年
の
京
畿
地
方
の
干
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ニ
ナ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
際
し
て
は
、
夏
税
分
の
大
麦
・
雑
蔽
が
免
除
さ
れ
た
。
ま
た
、
後
置
同
光
三
（
九
二
五
）
年
に
は
、
小
豆
・
漿
豆
の
税
が
減
額
さ
れ
た
。
こ
の

よ
う
に
華
北
を
主
と
す
る
地
域
の
徴
税
品
圏
と
し
て
各
種
豆
類
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
薯
実
の
み
か
ら
見
て
も
、
そ
の
一
般
的
栽
培
の
現
状
は

確
認
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
、
我
々
は
華
北
の
輪
作
体
系
の
中
で
重
要
な
位
澄
を
占
め
る
豆
類
の
栽
培
の
一
般
性
、
就
中
、
唐
代
に
お
い
て
は
冬
碗
豆
栽
培
が
普

及
し
て
い
っ
た
事
実
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
附
言
す
れ
ば
、
宋
以
降
作
物
選
択
は
歴
史
的
条
件
に
よ
り
様
々
に
変
遷
し
た
の
で
あ
る
が
、

現
代
中
国
に
お
い
て
も
陳
難
儀
な
ど
で
は
冬
碗
豆
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
中
国
農
報
』
誌
上
で
、
輪
作
体
系
高

度
化
の
方
向
を
探
る
諸
論
文
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。

　
諭
　
地
力
維
持
労
式
に
つ
い
て

　
（

　
以
上
、
小
義
及
び
豆
類
特
に
冬
遠
雷
の
普
及
に
つ
い
て
み
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
に
輪
作
体
系
を
恒
常
的
に
持
続
さ
せ
る
た
め
必
要
な

地
力
維
持
の
問
題
を
み
て
ゆ
こ
う
。
そ
れ
に
は
肥
料
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
作
業
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
唐
代
の
肥
料
に
関
す
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
参
考
に
資
す
べ
き
史
料
も
い
く
つ
か
あ
り
、
か
か
る
零
細
な
史
料

を
寄
せ
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
る
限
り
の
検
討
を
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

　
ま
ず
『
勲
章
』
で
は
『
要
術
』
の
ひ
き
写
し
が
多
い
こ
と
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
摘
録
に
際
し
て
は
肥
料
に
関
す
る
部
分
は
か
な
り

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
要
術
』
以
外
に
『
纂
要
』
で
新
た
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
作
物
、
例
え
ば
大
胡
藍
・
茶
・
木
棉
・
署
預
な
ど
の
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⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

項
で
も
肥
料
の
記
述
は
明
確
で
あ
る
。
大
胡
藍
で
は
「
油
麻
・
羨
算
盤
及
欄
草
」
が
、
茶
で
は
「
小
便
・
稀
糞
・
蚕
沙
」
が
、
凝
脂
で
は
「
牛

　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

糞
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
、
ま
た
、
署
預
の
一
法
で
は
「
人
糞
」
は
避
け
「
牛
糞
」
を
用
い
る
べ
き
こ
と
も
引
用
さ
れ
、
そ
の
肥
料
に
対
す
る

理
解
の
深
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
主
穀
栽
培
に
対
し
て
は
『
要
術
』
段
階
を
全
く
娼
て
い
な
い
。
ほ
ぼ
『
要
術
』
の
記
述
を
転
記
し
て
い
る
の
み
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
『
狂
暴
』
を
読
む
か
ぎ
り
で
は
、
米
田
氏
の
指
摘
さ
れ
た
如
き
「
踏
糞
」
が
貴
重
品
で
あ
っ
た
よ
う
な
事
態
が
ど
れ
ほ
ど
克
服
さ
れ
た

か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
他
の
示
唆
的
な
史
料
も
二
、
三
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
穂
宗
朝
の
例
と
し
て
「
糞
両
車
」
が
差
科
と
し
て
農
民
に
課
さ
れ
て
い
た
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
即
ち
、
富
平
県
の
李
載
な
る
老
は

代
宗
の
陵
墓
た
る
元
陵
の
園
地
に
「
糞
両
車
」
を
納
め
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
た
。
が
、
納
入
車
坐
に
遅
れ
た
た
め
、
徳
宗
の
外
戚
で
県
令
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

あ
っ
た
侯
遵
に
苛
酷
な
仕
打
を
受
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
糞
」
が
い
か
な
る
種
類
の
肥
料
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
「
車
」

を
単
位
と
す
る
点
、
　
『
要
術
』
巻
頭
雑
説
の
「
踏
糞
」
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
　
「
踏
襲
」
が
薬
科
と
し
て
徴
収
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
実
は
そ
の
利
用
が
か
な
り
普
及
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
か
か
る
肥
料
調
達
法
の

存
在
は
、
肥
料
に
対
す
る
認
識
の
高
さ
を
示
す
好
例
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
こ
の
認
識
は
か
な
り
一
般
的
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
白
居
易
は
自
ら
開
い
た
小
さ
な
畑
に
つ
い
て
「
隙
地
に
場
圃
を
治
め
、
閑
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

土
彊
に
糞
す
」
と
施
肥
の
様
子
を
詠
ん
で
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
人
糞
・
馬
糞
・
石
灰
な
ど
を
利
用
し
て
利
益
を
あ
げ
た
と
い
う
記
事
も
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
『
朝
野
叢
載
』
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

長
安
の
羅
会
な
る
者
が
代
々
「
捌
糞
」
を
業
と
し
て
富
裕
を
誇
っ
た
と
い
う
話
を
載
せ
る
。
こ
こ
で
は
肥
料
と
し
て
の
人
糞
の
利
用
に
つ
い
て

は
記
さ
な
い
が
、
前
述
『
纂
要
』
の
人
糞
肥
料
に
対
す
る
認
識
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
流
通
・
売
買
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
売
買
と
い
う
面
で
は
「
，
馬
糞
」
の
例
が
あ
る
。
同
じ
く
『
朝
野
桜
飯
』
に
、
少
府
監
の
斐
匪
葡
な
る
者
が
芝
繋
の
糞
を
売
っ
て
年
に

二
十
万
貫
の
銭
を
得
る
よ
う
上
奏
し
た
が
、
劉
仁
軌
が
反
騰
し
た
と
い
う
話
を
載
せ
る
。
ま
た
、
五
代
後
唐
の
明
宗
は
そ
の
子
季
従
珂
が
謀
略
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に
よ
っ
て
貴
任
を
闘
わ
れ
た
時
、
昔
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
自
分
が
一
介
の
将
校
と
し
て
苦
労
し
て
い
た
時
「
家
徒
衣
食
足

ら
ず
、
此
の
児
の
石
灰
を
荷
い
、
馬
糞
を
収
め
て
存
養
す
る
に
頼
る
」
と
述
べ
、
石
灰
・
馬
糞
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
馬
糞
・
石
灰
は
売
買
さ
れ
、
運
搬
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
用
途
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
馬
糞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
天
野
氏
の
研
究
か
ら
、
穀
田
へ
の
使
用
例
を
塩
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
唐
初
よ
り
肥
料
と
し
て
の
馬
糞
が
か
な
り
流
通
・
使
用
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
石
灰
は
、
草
市
で
売
ら
れ
て
い
た
様
が
小
説
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
陳
勢
『
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

書
』
に
み
え
る
害
虫
対
策
用
と
し
て
、
ま
た
王
禎
『
農
書
』
に
み
え
る
下
田
用
肥
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
周
藤
吉

⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

之
・
天
野
元
之
助
氏
等
の
宋
以
降
に
つ
き
挙
例
さ
れ
た
所
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
時
、
我
々
は
唐
代
に
お
け
る
肥
料
使
用
の
高
度
化
を
予
想
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
一
方
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
多
く
は

関
中
・
河
南
な
ど
、
大
都
市
周
辺
地
域
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
流
通
経
済
の
発
達
し
た
先
進
地
域

で
は
、
肥
料
の
売
買
さ
え
も
考
え
ら
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
主
穀
へ
の
施
肥
も
か
な
り
積
極
的
に
行
な
わ
れ
た

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
大
部
分
の
地
域
で
は
『
要
術
』
段
階
を
出
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
『
纂
要
』
の
主
穀
関
係
記
事
は
『
要
証
』

の
ひ
き
写
し
で
十
分
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
と
こ
ろ
で
、
先
進
地
帯
と
は
い
え
肥
料
の
種
類
・
活
用
の
度
合
等
は
、
明
・
轄
に
比
べ
れ
ば
か
な
り
低
い
段
階
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
地
力
維

持
の
聞
題
を
肥
料
の
み
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
旧
来
の
方
式
と
し
て
の
休
閑
法
を
も
あ
わ
せ
て
考
察
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ア
ワ
・
麦
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
ま
ず
ア
ワ
に
つ
い
て
。
　
『
細
砂
』
（
一
『
巨
篇
』
）
の
ア
ワ
作
法
を
見
れ
ば
、
二
つ
の
地
力
増
強
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
菓
・
小
豆
・

胡
麻
を
緑
肥
と
し
て
用
い
、
秋
耕
－
冬
休
閑
を
経
て
翌
春
ア
ワ
を
播
く
法
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
と
同
暗
に
こ
の
方
法
は
「
そ
の
美
、
蚕
沙
・

熟
糞
に
同
じ
」
と
さ
れ
る
こ
と
よ
り
、
蚕
沙
や
熟
糞
の
如
き
濃
厚
肥
料
を
用
い
て
も
同
じ
効
果
が
期
待
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
我

々
は
こ
こ
に
ア
ワ
の
二
年
一
作
方
式
と
年
一
作
方
式
が
並
列
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
唐
代
の
先
進
地
帯
に
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あ
っ
て
は
、
前
述
の
肥
料
の
あ
り
方
よ
り
考
え
れ
ば
、
年
一
作
方
式
の
方
が
、
冬
休
閑
を
伴
な
っ
た
と
し
て
も
、
優
位
に
立
っ
て
い
る
こ
と
疑

い
得
な
い
。
た
だ
、
ア
ワ
は
連
作
を
嫌
う
の
で
、
当
然
輪
作
を
前
提
と
し
た
年
一
作
方
式
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
麦
作
で
は
「
嘆
」
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
主
に
西
嶋
定
生
氏
と
米
田
賢
次
郎
氏
と
の
問
で
論
争
さ
れ
た
こ
と
周
知

の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
論
争
点
の
一
と
し
て
、
西
嶋
氏
は
「
嘆
」
を
麦
の
播
種
前
の
作
業
で
あ
る
と
し
、
米
闘
民
は
『
要
術
』
の
こ
の
部
分
の

記
述
の
し
方
よ
り
、
麦
作
の
前
提
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
西
嶋
氏
は
『
要
術
』
段
階
で
は
ア
ワ
ー
麦
の
輪
作
が
成
立
し
な
い
と
考

え
、
一
方
米
田
氏
は
そ
れ
を
批
糊
し
『
恩
讐
』
段
階
に
お
け
る
二
年
三
毛
作
の
実
施
を
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
と
こ
ろ
で
『
纂
要
』
で
は
「
嘆
」
に
つ
い
て
ニ
ケ
所
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
一
は
五
月
の
「
嘆
麦
酒
」
の
項
、
一
は
八
月
の
「
漬
麦
種
』
の

項
で
あ
る
。
前
老
は
『
要
術
』
の
記
述
か
ら
抽
出
し
て
独
立
の
一
項
目
を
立
て
、
後
者
は
『
氾
勝
之
書
』
を
引
用
し
た
後
に
「
嘆
地
」
の
記
述

を
加
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
纂
訳
』
に
お
い
て
「
嘆
」
の
作
業
が
二
度
も
述
べ
ら
れ
、
独
立
の
一
項
目
と
さ
え
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
署
者
韓
那
が
「
嘆
」
を
菱
播
種
前
の
重
要
な
前
提
作
業
と
し
て
把
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
か
る
「
嘆
」
の
理
解
は
元
の
王
禎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

『
農
書
』
に
お
い
て
も
同
様
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
我
々
は
島
蔭
以
降
の
麦
作
に
お
い
て
は
、
播
種
前
に
「
嘆
」
と
称
さ
れ
る
作
業
が
な

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
、
米
田
氏
の
説
に
は
同
意
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
が
、
同
時
に
唐
中
期
よ
り
二
年
三
毛
作
が
始

ま
っ
た
と
さ
れ
る
西
嶋
氏
の
議
論
も
、
農
書
の
記
述
に
従
う
限
り
、
成
立
し
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
で
は
、
か
か
る
麦
作
方
式
で
は
二
年
三
毛

作
は
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
我
々
は
現
代
陳
西
省
で
行
な
わ
れ
て
い
る
夏
休
閑
の
小
麦
栽
培
法
及
び
陳
蕗
『
農
書
』
・
『
農
桑
衣
食
撮
要
』
に
み
え
る
宋
元
代
の
麦

作
法
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
、
前
老
で
は
小
菱
・
冬
二
面
・
秋
収
作
物
を
組
合
せ
、
夏
休
閑
を
含
む
三
年
四
作
な
ど
の
多
毛
作
が
行
な
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
夏
休
閑
は
保
志
氏
も
ま
と
め
ら
れ
た
如
く
「
反
転
耕
、
陽
ざ
ら
し
雨
ざ
ら
し
、
砕
土
鎮
平
等
の
整
地
と
保
水
の
作
業
」
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ま
さ
に
「
嘆
」
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
夏
休
閑
を
重
要
な
環
と
す
る
多
毛
作
農
法
が
前
近
代
農
法
と
ど
の
よ
う
な
連
続
性
を
も

つ
の
か
は
不
明
な
が
ら
、
　
「
嘆
」
を
行
な
う
麦
作
法
に
お
け
る
輪
作
の
あ
り
方
を
考
え
る
た
め
に
示
唆
す
る
所
は
大
き
い
。
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次
に
、
宋
元
代
の
進
ん
だ
麦
作
法
を
示
す
後
者
に
お
い
て
は
「
嘆
」
な
る
語
は
用
い
ら
れ
な
い
が
、
播
種
前
に
は
一
定
の
作
業
が
行
な
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

即
ち
、
毒
筆
『
農
書
』
で
は
「
七
月
地
を
治
め
、
し
ば
し
ば
糞
を
加
え
銀
転
す
、
八
月
社
前
、
即
ち
菱
を
種
う
べ
し
」
と
し
、
　
『
農
桑
衣
食
撮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

要
』
で
は
六
月
の
条
に
「
耕
麦
地
」
の
項
目
を
立
て
、
畑
地
を
耕
す
と
共
に
、
漿
豆
を
緑
肥
と
し
て
用
い
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
よ
う

に
首
元
の
進
ん
だ
麦
作
法
に
あ
っ
て
は
、
六
、
七
月
に
播
種
前
の
作
業
が
お
か
れ
、
麦
の
前
作
に
対
す
る
配
慮
も
な
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
同
時
に
基
肥
を
施
す
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
、
　
『
要
術
』
に
述
べ
る
「
嘆
」
よ
り
も
一
段
と
内
容
が
高
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
嘆
」

の
内
容
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
早
智
作
物
と
麦
と
の
輪
作
さ
え
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
に
見
た
通
り
、
麦
作
法
に
言
う
「
嘆
」
を
考
え
る
場
合
、
輪
作
と
の
関
連
で
二
つ
の
位
置
付
け
が
成
り
立
ち
得
る
。
一
は
夏
休
指
輪
作

法
で
あ
り
、
一
は
基
肥
に
配
慮
を
加
え
た
よ
り
高
度
な
夏
扇
法
で
あ
る
。
　
『
要
術
』
で
は
こ
れ
ら
の
方
法
が
ど
こ
ま
で
意
識
さ
れ
て
い
た
か
は

知
り
得
な
い
が
、
唐
・
宋
以
後
か
か
る
方
向
へ
進
ん
だ
こ
と
は
十
分
理
解
で
き
る
所
で
あ
る
。
そ
れ
事
忌
代
の
多
毛
作
農
法
も
現
実
の
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
肥
料
・
休
閑
法
に
絞
っ
て
地
力
維
持
の
問
題
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
他
、
人
力
耕
具
の
普
及
発
展
な
ど
の
要
因
も
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
紙
数
の
都
合
上
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
次
に
我
々
は
唐
代
に
お
け
る
多
毛
作
の
あ
り
方
に
目
を
む
け
て
ゆ
こ
う
。

　
鴎
　
唐
代
に
お
け
る
多
毛
作
農
法

　
（

　
以
上
、
小
麦
・
豆
類
及
び
地
力
維
持
方
式
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
検
討
を
基
礎
と
し
て
、
次
に
我
々
は
そ
れ
を
総
括
す
る
意
味
を

も
含
め
て
、
唐
代
の
多
毛
作
農
法
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
最
近
宮
嶋
博
史
氏
は
十
五
世
紀
朝
鮮
の
農
業
を
分
析
す
る
中
で
、
中
国
農
業
の
あ
り
方
、
特
に
二
年
三
毛
作
式
農
法
に
つ
い
て

　
　
　
　
㊦

雷
及
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
、
朝
鮮
で
は
最
古
の
農
書
『
農
事
直
説
』
に
二
年
三
毛
作
式
農
法
が
記
述
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
で

は
元
代
の
農
書
に
3
6
い
て
も
、
未
だ
二
年
三
毛
作
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
元
の
三
大
農
書
（
王
禎
『
農
書
』
．

『
農
桑
輯
要
』
・
『
農
桑
衣
食
撮
要
』
）
を
読
む
か
ぎ
り
で
は
二
年
三
毛
作
は
記
さ
れ
て
い
ず
、
そ
の
意
味
で
は
『
要
術
』
段
階
を
出
て
は
い
な
い
。
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と
こ
ろ
が
、
稲
作
の
分
野
で
は
、
早
稲
－
麦
の
輪
作
に
つ
い
て
明
瞭
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
元
代
に
至
る
ま
で
も
、
華
北
で
は
二

年
三
毛
作
的
な
多
毛
作
農
法
は
実
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
我
々
は
最
初
に
す
で
に
ア
ワ
ー
変
の
輪

作
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
多
毛
作
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
、

そ
の
検
討
に
移
ろ
う
。

　
ま
ず
、
唐
初
の
次
の
記
事
に
注
目
し
よ
う
。

　
貞
観
十
四
（
六
四
〇
）
年
、
太
宗
将
に
同
州
に
幸
レ
て
校
報
せ
ん
と
す
。
た
ま
た
ま
収
穫
未
だ
畢
ら
ず
。
　
（
劉
）
仁
軌
上
蓑
し
て
諌
め
て
曰
く
、
　
（
中
略
）

　
今
年
、
甘
雨
時
に
応
じ
、
黒
金
極
め
て
盛
ん
な
り
。
玄
黄
野
に
一
旦
り
、
十
分
に
総
か
に
一
・
二
を
蚊
む
る
の
み
。
力
を
尽
し
て
石
組
す
る
も
、
月
半
ば
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
か

　
て
な
お
未
だ
功
を
詑
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
貧
家
、
力
無
く
、
富
岳
始
め
て
菱
を
種
え
ん
と
蘇
る
。
直
だ
尋
常
の
科
喚
に
拠
り
て
も
、
田
家
已
に
妨
ぐ
る
所
有

　
　
　
　
㊥

　
り
。
云
云
。

　
こ
れ
は
劉
溢
泌
が
太
宗
を
諌
め
た
記
事
で
あ
る
。
こ
の
愚
心
軌
の
言
葉
の
中
で
何
よ
り
も
注
意
を
引
か
れ
る
の
は
、
禾
（
ア
ワ
）
の
刈
あ
と
に

麦
を
ま
く
と
い
う
作
業
の
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
当
時
彼
は
櫟
陽
県
丞
で
あ
り
、
少
く
と
も
櫟
陽
県
の
周
囲
で
は
、
県
の

最
上
層
官
僚
も
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
に
ア
ワ
ー
麦
の
輪
作
が
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
唐
傘
の
関

中
で
は
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
主
穀
輪
作
の
重
要
な
一
例
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ほ
ど
明
確
に
は
述
べ
ら
れ
な
い
ま
で
も
、
ア
ワ
と
麦
を
組
合
せ
る
農
法
が
存
在
し
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
史
料
は
他
に
も
あ
る
。
ま
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

大
恥
八
（
七
七
三
）
年
に
華
州
の
屯
田
を
廃
止
し
た
際
の
魚
商
で
は
「
今
宿
麦
頗
る
登
り
、
秋
苗
茂
逃
す
」
と
述
べ
、
菱
と
秋
作
物
が
並
存
し
て

い
る
様
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
貞
元
三
（
七
八
七
）
年
の
屯
田
に
対
す
る
盈
虚
の
献
策
で
も
、
ア
ワ
と
麦
の
種
子
貸
幽
及
び
そ
の
返
済
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
の
方
策
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
で
は
、
ア
ワ
ー
麦
輪
作
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
な
い
ま
で
も
、
同
一
地
域
に
お
け
る
栽
培
は

明
ら
か
な
の
で
、
気
候
・
土
地
な
ど
の
条
件
が
整
え
ば
、
輪
作
に
移
行
し
て
い
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
職
田
で
は
こ
の
よ
う
な
組
合
せ
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
規
定
が
存
在
す
る
。
即
ち
、
大
中
元
（
八
四
七
）
年
十
月
の
詔
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⑲

勅
の
中
で
「
二
稔
の
富
田
は
須
く
定
翻
有
る
べ
し
」
と
さ
れ
、
年
二
期
作
、
或
い
は
二
毛
作
を
行
な
っ
て
い
た
職
田
の
存
在
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
当
然
ア
ワ
ー
麦
の
輪
作
も
含
ま
れ
る
筈
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
、
例
は
少
な
い
も
の
の
、
宮
代
に
お
い
て
ア
ワ
ー
菱
の
輪
作
が
す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
た
だ
か
か
る
輪

作
が
毎
年
慎
常
的
に
繰
返
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
地
力
が
維
持
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
我
々
は
唐
代
の
農
業
生
産

力
段
階
に
見
合
っ
た
輪
作
方
式
i
多
毛
作
の
あ
り
方
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
我
々
は
前
節
ま
で
に
小
麦
・
豆
類
栽
培
の
地
域
的
時
閣
的
特
質
を
検
討
し
、
さ
ら
に
地
力
維
持
方
式
を
も
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
⑳

節
に
述
べ
た
諸
事
実
及
び
米
田
賢
次
郎
・
熊
代
幸
雄
氏
な
ど
の
輪
作
に
関
す
る
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
無
代
、
特
に
後
半
期
の
多
毛
作
方
式
を

設
定
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
即
ち
、
前
述
の
如
く
ア
ワ
・
麦
各
々
に
休
閑
が
要
求
さ
れ
る
な
ら
ば
、
と
り
あ
え
ず
、
ア
ワ
の
収
穫
に
重
点
を
お
く
方
式
㈲
と
、
麦
に
重
点

を
お
く
方
式
㈲
と
が
設
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
典
型
例
と
し
て
示
さ
れ
る
。

　
　
　
　
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋

　
　
㈲
　
　
（
秋
耕
工
休
閑
丁
ア
・
　
　
蜜
た
は
　
　
　
纏
纏
1
（
秋
耕
）

　
　
㈲
（
嘆
）
　
麦
　
　
　
　
鑛
雛
－
繋
。
。
　
　
　
　
（
嘆
）
　
－

　
こ
こ
に
み
る
㈲
㈲
二
方
式
は
、
勿
論
肥
料
も
十
分
考
慮
さ
れ
た
上
で
の
方
式
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
地
力
の
条
件
等
に
応
じ
て
、
休
閑
が
ふ
え

る
こ
と
は
当
然
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
華
北
の
先
進
地
域
に
お
い
て
特
に
唐
代
後
半
期
ま
で
に
は
か
か
る
方
式
が
か
な
り
の
現
実
性
を
も
っ
て

き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
宋
の
陳
婁
『
農
書
』
以
降
の
農
書
で
稲
－
麦
の
輪
作
が
明
瞭
に
記
述
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
よ
う
な
二
年
三
毛
作
的
方
式
は
記
述
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
こ
の
農
法
が
、
国
家
が
推
進
で
き
る
ほ
ど
十
分
な
生
産
を

保
証
し
得
る
農
法
に
は
な
り
き
っ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
収
量
だ
け
で
な
く
品
質
の
良
さ
を
も
求
め
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ら
れ
る
時
、
か
か
る
主
穀
の
輪
作
方
式
は
、
稲
－
麦
輪
作
の
生
産
水
準
に
ま
で
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
主
な

要
因
は
、
ど
う
し
て
も
地
力
維
持
に
求
め
ら
れ
る
。
水
稲
は
水
の
も
た
ら
す
識
力
供
給
及
び
除
草
作
用
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
が
、
畑
作
で

は
こ
れ
を
金
く
期
待
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
二
年
三
毛
作
が
農
書
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
か
な
り
新
し
い
時
代
ま
で
下
ら
ね
ば
な

　
　
　
　
　
＠

ら
な
か
っ
た
。

　
と
は
言
え
、
農
民
の
生
産
に
対
す
る
需
要
は
大
き
く
、
条
件
の
許
す
限
り
、
多
毛
作
は
追
求
さ
れ
た
筈
で
あ
る
。
唐
墨
に
み
る
ア
ワ
ー
麦
の

輪
作
な
ど
は
そ
の
一
つ
の
表
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
我
々
は
唐
代
華
北
の
畑
作
に
お
け
る
生
産
力
発
展
段
階
を
確
認
し
て
き
た
。
こ
の
上
に
立
っ
て
次
に
農
業
経
営
の
あ
り
方
が
検
討
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
章
を
改
め
よ
う
。

①
　
「
束
ア
ジ
ア
梨
耕
文
化
の
形
成
」
　
（
『
比
較
農
法
論
』
、
一
九
六
九
年
、
第
鼠
部

　
第
一
箪
）
。

②
　
　
「
華
北
皐
地
農
法
展
開
の
論
理
」
（
農
法
研
究
会
編
『
農
法
展
開
の
論
理
』
、
一

　
九
七
五
年
、
所
収
）
。

③
「
東
ア
ジ
ア
稲
作
農
法
の
発
展
論
理
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
農
村
研
究
』
四
三
、

　
一
九
七
六
年
）
。

④
　
こ
の
点
西
嶋
定
生
氏
の
研
究
で
は
、
地
力
維
持
の
問
題
に
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、

　
米
照
賢
次
郎
氏
の
批
判
的
研
究
に
答
え
き
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
（
西
嶋
氏

　
「
穰
礎
の
彼
方
」
及
び
「
補
論
」
〈
『
中
国
経
済
史
研
究
』
所
収
〉
、
米
田
氏
「
斉

　
民
要
術
と
二
年
三
毛
作
」
〈
『
東
洋
史
研
究
』
一
七
－
四
、
一
九
五
九
年
〉
及
び
「
中

　
国
古
代
の
肥
料
に
つ
い
て
－
二
年
三
毛
作
成
立
の
一
側
面
⊥
〈
『
滋
賀
大
学
学
芸

　
学
部
紀
要
撫
＝
二
、
一
九
六
三
年
〉
）
。
た
だ
、
双
方
と
も
特
に
唐
代
に
お
け
る
輪

　
作
体
系
、
地
力
維
持
方
式
に
つ
い
て
の
研
究
は
未
だ
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
。

⑤
　
前
掲
「
斉
畏
要
術
と
二
年
三
毛
作
」
。

⑥
『
朱
史
』
は
い
う
ま
で
も
な
く
南
宋
を
も
対
象
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、

　
瑞
麦
等
に
関
す
る
記
箏
は
北
宋
政
和
元
年
で
終
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
同
書
に

　
　
自
是
、
史
官
多
記
奇
祥
異
瑞
、
謂
麦
禾
為
常
事
不
書
、

　
と
あ
る
理
由
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
は
北
宋
後
半
期
以
降
の
「
素
雪
」
に
は
人
為
的

　
な
も
の
も
含
ま
れ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
が
確
証
は
な
い
。

⑦
a
『
冊
府
元
亀
』
巻
二
四
・
二
五
帝
王
部
符
瑞
稲

妻
武
徳
工

景
雲
2

開
元
9

　
　
1
2

　
　
1
3

　
　
2
4

　
　
2
9

天
宝
5

月

地

名

767555665
醜
州

虞
州

雛
州

緯
州
正
平
・
太
守
県

河
南
府
出
口
成
県

　
〃
　
寿
安
県

済
州

信
都
・
睡
陽
郡

汝
陰
郡
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乾
元
1

大
暦
8

　
　
9

貞
元
3

　
　
1
4

同
光
2

天
成
2

天
福
5

乾
祐
3

広
順
2

455651　rii’］　584

懐
州
河
内
県

滑
州
霊
昌
県

京
兆
府

陳
竸
観
察
使

察
州

許
州
・
汁
州

巴
州
・
華
州
鄭
県

宋
州

漉
州
衛
南
県
・
曹
州
乗
氏
県

徐
州

⑧
こ
の
中
鋒
州
太
守
県
は
該
当
地
域
不
明

b
、
呪
來
史
』
巻
六
四
五
行
志
三
下

年
　　淳端
　　化挨
2　　1工　965

興太　　開
解平　　宝
3　8　6　2

乾
徳
4

月474555965454554

地

名

府
州
・
尉
氏
県
・
雲
陽
県

魚
台
県

辛
．
”
q
到

イ
4
　
　
琶
グ

東
明
県

鄭
・
梓
州
・
合
州
巴
川
県

夏
県

請
州

閲
州

流
漢
県

汝
陰
県

施
州

陳
州

魏
城
県

三
州

秦
州

元　 照嘉豊　 寧祐
1　9843

盃皇天乾
和祐鍵興2536198765

　祥大　成
　符中　平
4　3　1　3　2　1

至
道

3254
666s　ts’1　sss4

334544　555545455
隙
州
・
陵
州
仁
寿
県

達
州

永
城
県

洒
州

唐
・
遂
州
・
磐
石
県

黄
州
・
建
昌
軍

曲
水
県

華
州

鄭
・
海
陵
県

藺
水
・
南
郷
県

弱
州

六
安
県

唐
・
汝
・
膿
・
宿
・
測
・
濠
州

遂
州

欝
州

郎
城
県

湖
陽
県

建
初
県

南
剣
・
綿
州

陳
州

澱
州

資
州

毫
州

応
天
府

綿
州

彰
明
県

懐
安
軍
・
濾
・
渠
州

礁
・
尉
氏
・
湖
陽
・
彰
城
・
陽
麗
・
天
興
・
宝
難
県
・
石
・

安
州

邪
・
塾
州
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2

　
　
3

　
　
4

　
　
7

　
　
8

元
祐
3

　
　
4

　
　
5

　
　
6

　
　
7

紹
聖
1

　
　
3

　
　
4

元
凶
1

　
　
2

大
観
2

　
　
3

　
　
4

政
和
1

11

国
事
・
安
徳
軍

安
・
深
・
思
州

生
州

合
州

毫
州

安
国
軍
：
剣
・
饗
州

泰
寧
軍

普
・
饗
州

汝
陽
・
美
原
県
・
死
二
郷
県

固
始
・
定
陶
・
丹
陽
県

三
野
・
楽
愛
冠
・
漢
三
軍

環
丘
・
武
事
・
映
城
・
小
漢
・
良
原
・
沈
丘
・
長
子
県

河
中
府
・
茂
州
・
虹
・
雲
安
・
汲
山
県

内
郷
・
符
離
・
霊
壁
・
臨
漢
・
薪
・
虹
・
両
当
・
安
平
県

漣
永
軍

眠
州
宕
昌
砦

三
州

武
信
軍
・
盤
・
遂
・
普
州

薬
州

薬
包

　
◎
建
初
県
は
該
当
地
域
不
明

⑧
底
図
は
、
荒
木
敏
一
・
米
田
賢
次
郎
編
『
資
治
通
鑑
静
注
地
名
索
引
』
（
一
九

　
六
七
年
）
に
附
す
「
宋
代
彊
域
図
」
を
使
用
。

⑨
旨
畠
昌
U
o
ω
ω
冒
頓
切
q
鼻
．
、
卜
§
蕊
＄
ミ
妓
ミ
帖
§
§
9
魯
榊
a
、
、
δ
。
。
8
》
自
器
・

　
（
『
申
園
土
地
利
用
』
地
図
集
）
第
一
章
第
九
図
中
国
之
農
業
区
。

⑩
例
え
ば
、
乾
元
三
（
七
六
〇
）
年
工
部
尚
書
李
遵
は
職
分
田
の
還
授
に
関
す
る

　
田
令
を
変
更
す
る
よ
う
求
め
て
次
の
よ
う
に
上
奏
し
て
い
る
（
『
国
府
元
亀
嚇
　
巻

　
五
〇
六
邦
揖
訂
部
俸
禄
）
。

　
　
耽
醐
白
H
今
後
、
水
陸
闘
田
並
限
六
n
月
～
二
十
呂
、
ぬ
伯
麦
限
十
二
月
二
二
十
－
日
、
春
麦
限
三

　
　
月
三
十
日
、
已
前
上
者
入
新
、
已
後
上
者
並
草
芸
備
官
、

　
こ
こ
で
は
、
宿
麦
・
春
麦
の
区
別
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
北
宋
期
に

　
お
け
る
春
蓑
に
関
し
て
は
周
藤
吉
之
氏
「
南
宋
に
於
け
る
麦
作
の
奨
励
と
二
毛
作

　
－
細
戸
制
と
関
連
さ
せ
て
一
」
　
（
一
九
五
五
年
、
　
『
宋
代
経
済
史
研
究
』
所
収
）

　
参
照
。

⑪
　
陳
聾
『
農
書
』
巻
上
耕
欝
之
宜
篇

　
　
早
田
穫
刈
縫
畢
、
随
即
耕
治
燃
暴
、
加
糞
塾
培
、
而
種
豆
・
麦
・
読
如
、

＠
　
　
「
中
扇
多
毛
作
農
法
の
成
立
」
（
『
古
代
学
隔
八
－
三
、
一
九
五
九
年
）
。

⑬
　
ア
ワ
の
漢
字
褒
記
で
は
、
粟
・
穀
・
禾
・
米
な
ど
、
そ
の
情
況
に
応
じ
て
様
々

　
の
文
字
が
車
影
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
の
た
め
塞
稿
で
は
、
　
一
般
的
名
称
と
し
て
は

　
「
ア
ワ
」
、
脱
穀
前
の
も
の
は
「
籾
ア
ワ
〕
、
脱
穀
後
の
も
の
は
「
米
ア
ワ
」
と
表

　
記
す
る
。
な
お
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
天
野
元
之
助
氏
『
中
園
農
業
史
研

　
究
』
増
補
版
（
一
九
七
九
年
）
第
一
篇
第
一
章
中
國
の
黍
・
穫
・
菓
・
梁
考
、
及

　
び
日
野
開
三
郎
氏
『
唐
代
租
調
庸
の
研
究
』
1
色
額
篇
（
一
九
七
四
年
）
ニ
ー
本

　
色
と
し
て
の
粟
、
な
ど
参
照
。

⑭
　
天
野
氏
「
唐
の
韓
郷
『
四
時
纂
要
』
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
二
四
一
二
、

　
一
九
六
五
年
）
。
　
ま
た
、
最
近
渡
辺
武
氏
に
よ
っ
て
訳
注
の
作
業
も
行
な
わ
れ
つ

　
つ
あ
る
（
「
『
四
晴
纂
要
』
訳
注
稿
」
8
⇔
、
　
『
安
田
学
園
研
究
紀
要
』
1
9
・
2
0
、

　
一
九
七
九
・
八
○
年
）
。

⑯
『
素
雅
疏
証
』
巻
十
上

　
　
碑
豆
・
碗
豆
、
認
豆
也
、

⑬
『
校
訂
訳
註
斉
民
芸
術
』
上
、
八
○
下
着
二
。

⑰
『
纂
要
』
夏
令
巻
之
三
五
月

　
　
雑
事
、
…
収
蚕
種
・
磯
豆
・
蜀
芥
・
胡
正
子
、

⑱
同
前
冬
令
巻
之
五
十
月

　
　
耕
冬
葵
地
、
…
碗
豆
、
是
月
種
之
、
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⑲
　
　
『
陸
宜
公
翰
苑
集
』
巻
二
〇
「
請
酒
京
兆
所
請
折
山
二
品
」

　
　
京
兆
府
先
奏
、
当
管
虫
食
魏
豆
、
全
然
不
収
、
請
拠
数
論
難
大
豆
、
奉
勅
、
宜

　
　
依
隠
滅
、
続
奏
称
、
拠
蒋
佑
、
碗
自
重
斗
七
十
価
已
上
、
大
豆
毎
斗
三
十
価
已

　
　
下
、
京
兆
府
所
請
、
将
大
豆
蒔
腕
豆
、
望
二
君
佑
計
銭
壷
折
納
、
則
翼
免
損
官

　
　
司
者
、
…
府
司
折
納
充
数
、
已
為
剋
下
、
従
権
度
支
準
信
計
銭
、
乃
是
幸
災
規

　
　
利
、
所
得
無
言
、
姦
凶
実
査
、
傷
風
得
財
、
非
調
理
道
、
且
魏
豆
為
物
、
入
用

　
　
甚
微
、
旧
例
所
支
、
唯
充
密
料
、
準
数
量
給
大
豆
、
諸
司
誰
臼
不
然
、
計
価
剰

　
　
徴
、
義
将
安
在
、
理
無
所
拠
、
寓
不
可
従
、
…

⑳
　
　
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
八
八
邦
計
部
賦
税
二

　
　
長
雨
元
年
一
一
月
、
鋼
日
、
応
天
下
州
府
、
各
藩
秋
夏
薄
税
、
土
地
節
気
、
各
有

　
　
早
晩
、
訪
聞
、
天
下
州
梨
官
吏
、
干
省
限
前
、
預
先
高
促
、
致
百
姓
生
持
送
納
、

　
　
博
買
供
輪
、
…
於
是
、
芦
部
奏
、
三
京
・
三
都
・
諸
道
州
府
、
遂
年
所
徴
夏
秋

　
　
二
軍
、
兼
鑑
麹
折
徴
諸
般
銭
穀
等
、
課
徴
条
流
通
、
河
南
府
・
華
・
耀
（
中
略
）

　
　
蒲
等
州
匹
十
七
処
、
節
候
常
早
、
大
・
小
麦
・
麹
変
・
碗
豆
、
取
五
月
十
五
日

　
　
起
徴
、
至
八
月
一
日
納
足
、
・

　
こ
の
記
窮
は
『
五
代
撮
要
』
巻
二
五
租
税
に
も
引
か
れ
て
い
る
が
、
年
月
闘
を
天

　
成
四
年
五
月
五
日
と
し
た
り
、
麹
麦
を
麺
麦
と
す
る
な
ど
異
同
が
多
い
。
た
だ
文

　
意
を
考
え
れ
ば
『
冊
腐
元
亀
』
の
方
が
よ
り
正
確
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑳
　
　
『
通
典
』
巻
六
賦
税
下
、
　
『
元
和
郡
県
図
案
臨
巻
三
関
内
道
邪
州
・
巻
一
三
河

　
東
道
湯
州
。
な
お
西
山
・
熊
代
氏
は
「
戦
国
」
は
「
碑
豆
」
に
問
じ
く
「
蚕
豆
を

　
指
す
か
」
と
さ
れ
る
の
で
（
前
掲
註
⑬
）
、
暫
く
こ
れ
に
従
う
。

＠
　
　
『
冊
府
元
亀
臨
巻
五
〇
二
邦
計
部
平
…
羅

　
　
（
貞
元
）
三
年
閾
五
月
、
度
量
奏
、
河
南
・
河
申
府
及
岡
・
華
・
（
中
略
）
・

　
　
延
等
州
、
今
年
夏
税
、
各
送
上
都
及
留
州
・
留
都
府
銭
八
十
一
万
貫
、
講
量
取

　
　
三
十
万
貫
、
折
羅
豆
・
麦
等
貯
納
、
…
従
之
、

　
な
お
両
税
の
折
鯉
に
つ
い
て
は
船
越
泰
次
氏
「
唐
代
両
税
法
に
お
け
る
魁
斗
の
徴

　
科
と
両
税
銭
の
折
擢
・
折
納
問
題
一
両
税
法
の
課
税
体
系
に
闘
連
し
て
一
」
（
『
東

　
洋
史
研
究
臨
三
一
i
四
、
一
九
七
三
年
）
等
参
照
。

＠
　
言
前
巻
四
九
一
邦
計
部
面
復

　
　
（
一
曹
和
六
年
）
閏
十
二
月
乙
吉
、
勅
、
畿
内
一
百
姓
、
頃
二
重
隊
旗
損
、
農
繭
収
不

　
　
登
、
…
美
粟
及
大
豆
、
除
巳
言
納
外
、
見
在
百
姓
腹
内
者
、
宜
令
全
放
、

＠
　
同
前

　
　
（
元
和
九
年
）
五
月
乙
酉
、
以
京
畿
皐
、
免
今
年
夏
税
大
麦
・
雑
口
合
十
三
万

　
　
石
、
並
動
地
胃
苗
銭
五
万
貫
、

⑮
　
岡
前

　
　
（
同
光
）
ヨ
年
二
月
甲
子
朔
、
詔
日
、
…
…
其
小
・
弾
豆
税
、
毎
畝
長
与
減
甲
三
升
、

⑳
　
例
え
ば
『
中
国
藤
棚
報
』
　
一
九
六
三
一
囚
　
㎞
揚
春
峰
一
肩
「
山
色
中
地
区
輪
作
鮒
倒
紬
在
中

　
的
幾
箇
聞
題
」
な
ど
参
照
。

⑳
　
『
纂
要
』
春
雲
巻
之
二
　
二
月

　
　
種
大
胡
薩
、
ご
月
初
、
掘
題
作
坑
、
方
四
・
五
尺
、
深
亦
如
之
、
実
墳
漁
麻
・

　
　
血
豆
豊
麗
欄
草
等
、
一
重
糞
土
、
一
重
草
、
如
此
四
・
五
重
、

⑱
　
同
前

　
　
二
期
、
…
此
物
恥
日
、
桑
下
期
陰
地
、
種
之
管
粥
、
工
年
外
方
可
紙
、
治
以
小

　
　
便
・
国
譲
・
蚕
沙
、
下
薬
之
、
又
不
可
太
多
、
下
根
鰍
故
里
、

⑳
　
同
前
　
三
月

　
　
種
木
綿
法
、
…
又
種
之
後
、
鞍
以
牛
糞
、
木
易
長
図
無
実
、

　
な
お
、
天
野
幾
は
こ
の
項
目
が
後
人
に
よ
る
補
充
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

　
（
天
野
氏
前
掲
「
唐
の
韓
郷
『
四
時
纂
要
』
に
つ
い
て
」
）
。

⑳
　
岡
前
　
二
月

　
　
種
署
預
、
…
又
法
、
地
利
経
云
、
…
二
月
初
、
取
歯
糞
種
、
忌
人
糞
、
…
須
是

　
　
牛
糞
和
土
種
、
即
易
成
、

⑳
　
米
田
玩
前
掲
「
中
国
古
代
の
肥
料
に
つ
い
て
」
。

⑳
　
『
冊
府
発
亀
』
巻
一
四
一
　
帝
王
部
抑
外
戚

　
　
貞
元
六
年
閏
四
月
、
詔
、
原
富
平
令
侯
遵
罪
、
停
其
官
、
初
遵
県
人
李
載
配
納
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元
陵
園
糞
両
車
．
懲
期
、
或
鳶
口
載
於
強
者
、
因
黒
餅
、
隈
笹
軸
捻
、
載
所
負

　
　
之
直
、
不
過
数
千
、
而
罰
之
三
百
貫
、
…
宰
臣
董
晋
・
欝
参
進
日
、
李
載
不
納

　
　
差
科
、
当
為
巨
猛
、
侯
遵
峻
其
懲
罰
、
頗
越
嘗
倫
、
…

　
な
お
、
こ
の
記
事
は
岡
需
巻
一
五
〇
、
七
〇
七
に
も
載
せ
る
が
、
文
字
に
多
少
の

　
異
同
が
あ
る
。

⑳
　
其
踏
糞
法
、
…
諸
経
冬
一
具
牛
踏
成
三
十
車
糞
、
至
十
二
月
・
正
上
之
間
、
即

　
載
糞
糞
地
、
計
小
畝
畝
別
用
五
欝
｝
、
計
棚
箕
得
エ
ハ
畝
、

㊥
　
『
白
氏
長
慶
集
』
巻
一
五
「
溜
村
退
居
、
寄
礼
受
羅
侍
郎
・
翰
林
銭
舎
人
詩
一

　
百
韻
」

　
　
聖
代
元
和
歳
、
闘
居
溜
水
陽
、
…
猶
須
務
衣
食
、
未
免
事
農
桑
、
鴇
草
通
三
径
、

　
　
開
田
占
一
坊
、
昼
扉
橘
自
営
、
夜
碓
鶉
黄
梁
、
隙
地
治
二
尊
、
閑
中
糞
土
彊
、

⑳
『
朝
野
簸
載
』
（
中
華
害
局
版
）
巻
三

　
　
長
安
富
民
羅
会
、
以
捌
糞
為
業
、
里
中
謂
難
灘
、
言
若
帰
之
因
捌
糞
而
宥
所
得

　
　
也
、
会
世
副
帯
業
、
家
財
巨
万
、

㊥
　
同
前
　
補
輯
所
引
『
後
村
詩
話
』
続
集

　
　
少
府
監
嚢
匪
請
奏
、
売
苑
中
官
馬
糞
、
歳
得
銭
二
十
万
貫
、
劉
仁
節
日
、
恐
後

　
　
代
称
唐
家
売
馬
糞
、
遂
寝
、

⑳
　
『
旧
五
代
史
』
巻
四
六
宋
帝
紀
上

　
　
（
長
興
元
年
）
　
（
安
）
重
講
又
自
論
奏
、
明
宗
賦
、
回
国
小
将
校
時
、
家
徒
衣

　
　
食
不
足
、
頼
此
児
荷
石
灰
、
収
馬
糞
店
請
、
以
至
今
十
二
天
子
、
而
不
能
庇
一

　
　
児
、

⑱
　
天
野
氏
「
中
国
に
お
け
る
施
肥
技
術
の
展
開
」
②
（
『
松
山
商
大
論
集
』
1
0
－

　
4
、
一
九
六
〇
年
）
、

⑲
『
酉
陽
親
臨
』
二
二

　
　
宝
暦
中
、
飛
州
撃
墜
山
人
、
常
蒼
黒
朴
・
石
灰
、
往
来
於
白
鳳
南
草
市
、
時
瞼

　
　
微
露
奇
跡
、

⑩
　
巻
上
　
豊
里
之
賞
篇

　
　
将
欲
播
種
、
撒
石
灰
渥
漉
泥
中
、
以
虫
虫
娯
之
害
、

　
同
　
六
種
之
宜
篇

　
　
七
夕
已
後
、
種
羅
萄
・
萩
菜
、
：
焼
土
糞
以
糞
之
、
霜
雪
不
能
彫
、
雑
以
石
灰
、

　
　
虫
不
能
蝕
、

⑪
　
王
禎
『
農
書
』
　
（
中
華
書
局
版
）
巻
三
　
農
桑
通
訣
　
糞
壌
篇

　
　
下
田
水
冷
、
亦
有
石
灰
為
糞
、
則
土
竃
而
苗
易
発
、

⑫
　
　
「
南
宋
稲
作
の
地
域
性
」
　
（
『
宋
代
経
済
史
研
究
』
所
収
）
。

⑬
　
前
轍
⑳
論
文
な
ど
参
照
。

⑭
　
足
立
啓
二
氏
「
明
末
清
初
の
｝
農
業
経
営
一
『
沈
氏
農
激
口
』
の
再
評
価
i
」
（
『
史

　
林
』
六
～
一
～
、
～
九
七
八
年
）
ら
大
豆
粕
流
通
と
清
代
の
商
業
的
農
業
」
（
『
東

　
洋
史
研
究
隔
三
七
一
三
、
　
一
九
七
八
年
〉
参
照
。

⑮
　
夏
令
巻
之
三
　
胤
月

　
　
肥
田
法
、
鴬
豆
番
上
、
小
豆
・
胡
麻
為
次
、
皆
以
此
月
及
六
月
概
種
之
、
七
・

　
　
入
月
耕
殺
之
、
春
種
穀
、
即
一
畝
収
十
石
、
其
美
与
蚕
沙
・
熟
慮
同
桑
、

⑯
　
『
要
徳
』
巻
一
　
種
穀

　
　
穀
田
必
須
歳
易
、

⑰
　
夏
令
巻
之
三
　
五
月

　
　
嘆
叢
、
是
県
轟
纏
則
寡
馨
異
論

⑱
秋
書
巻
之
四
　
八
月

　
　
漬
麦
種
、
…
大
小
麦
回
帰
五
・
六
月
嘆
地
、
不
嘆
収
獄
薄
、

⑧
　
巻
七
　
百
穀
譜
　
火
小
麦

　
　
大
抵
未
猿
機
先
、
当
於
五
・
山
ハ
【
月
曄
　
地
、
‡
眉
不
八
二
肱
地
甲
山
秘
、
其
黙
坐
薄
、

⑭
『
中
国
｛
澱
報
』
に
は
い
く
つ
か
の
例
が
紹
…
介
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
沈
燈
清
「
論

　
夏
季
休
閑
」
（
『
中
鼠
農
報
恥
一
九
六
二
一
七
）
で
は
一
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
輪

　
作
方
式
を
あ
げ
て
い
る
。
　
（
と
う
も
ろ
こ
し
或
い
は
夏
穀
）
↓
蜘
豆
↓
夏
季
休
閑

　
↓
小
麦
↓
夏
季
休
閑
↓
小
麦
↓
秋
額
〔
三
年
四
作
制
〕

⑪
　
　
「
多
毛
作
化
と
輪
作
体
系
の
問
題
」
　
（
熊
代
幸
雄
・
小
島
麗
逸
編
『
中
国
農
法
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の
展
開
』
、
　
一
九
七
七
年
、
所
収
）
。

⑫
　
巻
上
　
　
六
賊
櫨
少
伸
宜
一
篇

　
　
七
月
治
地
、
陵
当
擦
銀
転
、
八
月
社
前
、
即
罪
種
麦
、
宜
瞑
紙
柵
工
糞
、

⑳
巻
上
　
六
月

　
　
耕
麦
地
、
此
月
初
旬
四
・
五
更
暗
、
彙
露
水
未
乾
、
陽
気
在
下
、
宜
耕
之
、
牛

　
　
得
其
涼
、
耕
過
地
内
、
稀
種
茶
豆
、
候
七
日
間
、
梨
翻
豆
秩
入
地
、
勝
如
用
鑓
、

　
　
沼
蝦
難
易
茂
、

⑭
　
　
「
朝
鮮
農
業
史
上
に
お
け
る
十
五
世
紀
扁
（
『
朝
鮮
史
叢
』
三
、
一
九
八
○
年
）
。

㊥
　
『
旧
唐
書
』
巻
八
四
　
劉
仁
逓
伝

　
　
貰
観
十
四
年
、
太
宗
将
幸
同
州
校
猟
、
属
収
穫
未
畢
、
仁
軌
上
表
諌
日
、
　
（
中

　
　
略
）
今
年
甘
雨
零
時
、
召
書
極
盛
、
玄
黄
頁
野
、
十
分
纏
収
一
・
二
、
尽
力
刈

　
　
穫
、
月
半
猶
未
詑
功
、
貧
家
無
力
、
禾
下
始
擬
燕
麦
、
直
話
尋
常
科
喚
、
田
家

　
　
已
有
、
所
妨
、
云
云
、

　
こ
の
記
事
は
『
唐
会
要
』
巻
二
七
行
幸
、
及
び
『
冊
府
元
亀
』
巻
五
四
二
諌
諏
部

　
直
諌
に
も
載
せ
る
。
た
だ
、
後
者
は
「
禾
影
藤
語
種
菱
」
と
す
る
。

⑳
　
　
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
一
一
一
「
廃
華
州
屯
田
制
」

⑰
　
　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
二
　
貞
元
三
年
秋
七
月
の
条

　
　
（
奈
泌
）
対
日
、
…
又
命
諸
冶
鋳
農
器
、
輔
麦
種
、
分
賜
沿
辺
軍
鎮
、
募
戊

　
　
卒
、
耕
荒
田
而
種
之
、
約
明
年
麦
熟
、
倍
償
其
種
、
其
余
拠
時
価
、
五
分
増

　
　
一
、
官
為
鯉
之
、
来
春
種
禾
亦
如
之
、

㊥
　
『
唐
会
要
』
巻
九
一
一
内
外
官
職
田
、
　
『
肝
心
元
亀
』
巻
五
〇
八
邦
計
部
俸
禄

　
四

　
　
大
中
元
年
十
月
、
…
勅
日
、
五
歳
再
閏
、
固
在
不
刊
、
二
鳶
職
田
、
須
有
定

　
　
麟
、
自
此
已
後
、
宜
依
屯
田
所
奏
、
永
為
常
式
、

⑳
米
田
氏
前
掲
「
斉
罵
要
衛
と
二
年
三
毛
作
」
。

⑳
　
前
掲
『
比
較
農
法
論
』
第
題
部
第
三
章
東
ア
ジ
ア
畑
輪
作
の
形
成
、
参
照
。

⑳
西
山
武
一
・
宮
鳩
博
史
氏
は
下
田
に
適
す
る
小
麦
と
高
田
の
ア
ワ
と
が
組
合
さ

　
れ
る
た
め
に
は
、
か
な
り
の
隣
間
を
要
す
る
と
さ
れ
、
そ
れ
を
二
年
三
毛
作
早
期

　
成
立
の
一
阻
害
要
因
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
第
一
節
に
見
た
如
ぎ
小
麦
の
普

　
及
は
必
ず
し
も
下
田
の
み
の
現
象
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
確
証
は
な

　
い
。
今
後
五
百
技
術
の
発
展
な
ど
の
要
因
と
共
に
さ
ら
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

　
い
。
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二
農
業
経
営
に
つ
い
て

　
我
々
は
こ
れ
ま
で
唐
代
華
北
の
生
産
力
発
展
段
階
を
、
多
毛
作
の
あ
り
方
に
集
約
さ
せ
つ
つ
考
え
て
き
た
。
こ
の
考
察
を
も
と
に
、
当
時
の

農
業
経
営
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
当
該
段
階
の
歴
史
像
を
構
築
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
で
あ
る
。
次
に
そ
の
考
察
を
行
な
っ
て
ゆ
き
た
い
。

そ
の
前
提
と
し
て
畑
作
農
法
の
一
般
的
特
質
に
つ
い
て
深
め
て
お
く
こ
と
が
、
ま
ず
必
要
で
あ
る
。

　
　

　
一
　
畑
作
農
法
の
一
般
的
特
質

　
（

　
唐
代
畑
作
農
法
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
自
明
の
こ
と
な
が
ら
『
青
煮
』
段
階
の
乾
地
農
法
定
着
の
事
実
を
ふ
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
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①

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
枠
工
梨
・
縷
梨
に
よ
る
畜
力
耕
種
と
人
力
耕
と
の
結
合
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
、
　
「
ア
ジ
ア
農
業
を
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
農
業
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ら
類
別
す
る
標
識
（
モ
ソ
ゴ
…
ル
・
ブ
ル
…
ご
と
も
称
さ
れ
る
。
よ
り
具
体
的
な
労
働
過
程
で
言
え
ば
、
春
の
降
雨
と
結
び
つ
い
た
耕
起
・
播
種

並
び
に
そ
の
迅
速
化
－
労
働
力
集
中
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
ま
た
、
中
耕
除
草
過
程
で
の
手
縛
耕
（
人
力
耕
、
鋤
）
の
高
い
位
置
付
け
と
し
て
も

表
わ
れ
て
く
る
。
か
か
る
表
現
に
注
意
し
つ
つ
唐
船
華
北
畑
作
農
法
の
実
際
を
見
て
ゆ
こ
う
。

　
ま
ず
春
の
農
作
業
は
降
雨
と
共
に
開
始
さ
れ
る
。
暴
富
物
は
「
微
雨
あ
り
て
衆
卉
新
た
な
り
、
一
枚
蟄
を
驚
か
す
の
始
め
、
田
家
幾
日
の
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

か
、
耕
種
此
れ
よ
り
起
る
」
と
詠
う
。
そ
し
て
、
こ
の
時
に
は
土
中
の
水
分
を
確
保
す
る
た
め
の
迅
速
な
作
業
が
要
求
さ
れ
る
の
で
、
必
然
的

に
労
働
力
が
集
中
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
軽
罪
の
囚
人
が
一
時
的
に
解
放
さ
れ
、
自
家
の
農
作
業
に
従
事
す
る
の
を
許
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

そ
の
例
は
、
万
泉
県
丞
唐
臨
の
善
政
の
一
端
と
し
て
正
史
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
こ
の
春
耕
で
は
牛
梨
の
使
用
が
普
通
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
二
頭
挽
と
一
頭
挽
が
あ
り
、
元
以
降
に
は
三
・
四
頭
挽
の
禦
も
登
場
し
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ま
ず
二
頭
挽
梨
の
様
子
は
近
年
発
見
さ
れ
た
李
介
意
の
壁
画
に
明
瞭
に
描
か
れ
て
い
る
し
、
白
居
易
な
ど
の
詩
人
に
よ
っ
て
も
う
た
わ
れ
て
い

⑦る
。
ま
た
、
後
唐
の
明
宗
は
人
力
に
よ
っ
て
梨
耕
を
行
な
っ
て
い
た
農
民
父
子
を
憐
れ
み
、
牛
を
与
え
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
が
、
そ
の
時
与

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

え
た
牛
は
二
頭
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
二
頭
挽
に
よ
り
禦
耕
が
行
な
わ
れ
て
い
た
様
が
窺
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
一
方
、
＝
顕
爵
の
翠
も
見
ら
れ
た
。
か
の
一
億
蒙
『
采
粗
経
』
に
記
さ
れ
た
長
門
梨
は
、
一
頭
挽
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
し
、
漢
代
よ
り
梨
耕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
伝
来
し
て
い
た
と
さ
れ
る
雲
南
地
方
で
、
南
詔
の
時
代
に
使
わ
れ
て
い
た
梨
も
一
頭
挽
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
共
に
水
田
用
で
あ

る
。
水
田
で
は
狭
い
面
積
を
集
約
的
に
経
営
す
る
た
め
一
頭
挽
の
方
が
よ
り
有
利
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
畑
作
用
と
し
て
は
、
一
頭
挽
は
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
絵
図
は
残
さ
れ
て
い
る
。
敦
焼
余
事
窟
壁
画
の
農
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

業
の
図
の
一
は
長
床
梨
で
は
な
い
が
一
頭
挽
で
あ
る
。
ま
た
製
作
年
代
に
問
題
は
あ
る
が
『
過
去
現
在
因
果
経
』
附
図
に
も
一
頭
挽
梨
が
見
え

⑬る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
小
説
史
料
に
も
あ
る
。
伝
奇
小
説
の
中
で
、
魔
術
に
よ
っ
て
二
心
束
組
」
・
「
一
木
牛
」
・
「
一
木
偶
人
」
を
動
か
し
、

蕎
麦
の
播
種
か
ら
収
穫
ま
で
を
行
な
っ
た
と
い
う
話
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
さ
し
く
、
一
牛
に
よ
っ
て
蕎
麦
を
作
る
の
で
あ
る
。
こ
の
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⑭

話
は
仏
典
に
典
故
を
も
つ
伝
奇
と
は
言
え
現
実
の
農
作
業
を
、
あ
る
程
度
ま
で
反
映
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
徳

宗
朝
の
人
穂
高
は
、
耕
牛
の
賜
与
基
準
を
論
じ
た
際
、
所
有
地
面
積
が
五
十
畝
以
下
の
貧
農
に
は
二
・
三
家
あ
わ
せ
て
牛
一
頭
を
与
え
る
べ
き

　
　
　
　
　
⑮

で
あ
る
と
し
た
。
こ
こ
で
は
貧
農
問
の
相
互
扶
助
の
下
に
、
一
頭
挽
梨
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
二
頭
挽
・
＝
痛
罵
の
梨
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
経
営
ご
と
の
条
件
に
よ
っ
て
禦
の
使
い
わ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

承
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
農
法
的
経
営
に
は
二
頭
挽
が
適
し
、
よ
り
小
規
模
経
営
で
は
一
頭
挽
が
適
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
牛
が
不
足
し
た
場
合
或
い
は
持
て
な
い
場
合
に
は
人
力
に
よ
る
梨
耕
も
行
な
わ
れ
た
。
高
宗
の
永
隆
年
間
（
六
八
○
年
）
、
三
方
翼
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

夏
州
に
お
い
て
牛
男
用
攣
に
改
良
を
加
え
て
人
力
用
と
し
、
効
果
を
あ
げ
た
。
ま
た
、
前
記
後
唐
の
明
宗
時
の
例
や
、
同
様
に
北
宋
太
宗
朝
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
、
素
量
な
ど
の
農
民
は
自
ら
梨
を
挽
い
て
い
た
。
か
よ
う
に
人
力
に
よ
る
等
々
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
効
率
の
良
さ
を
表
わ
す
と
共
に
、

牛
を
持
て
な
い
貧
家
層
に
と
っ
て
も
、
あ
る
程
度
ま
で
の
翠
耕
は
可
能
だ
っ
た
事
を
も
示
す
。

　
次
に
、
耕
起
に
続
く
播
種
で
は
一
頭
挽
の
撲
梨
が
使
用
さ
れ
た
、
そ
の
様
子
は
前
記
の
李
寿
墓
壁
画
に
描
か
れ
た
所
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
牛
一
頭
当
り
の
耕
作
面
積
は
ど
れ
ほ
ど
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
新
唐
橘
』
楊
慎
殆
伝
で
は
、
碑
一
人
を
売
れ
ば
牛
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

頭
を
買
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
年
に
十
頃
の
耕
地
を
耕
や
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
語
が
み
え
る
。
即
ち
、
牛
一
頭
に
対
し
て
一

頃
の
耕
地
が
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
耕
地
は
恐
ら
く
畑
地
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
当
時
の
標
準
的
認
識
が
み

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
次
に
中
耕
除
草
過
程
を
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
労
働
力
を
大
尉
に
投
下
し
、
丹
念
に
手
鑑
耕
を
行
な
う
事
が
求
め
ら
れ
る
。
儲
光
義
は
、
酷
暑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
下
で
手
筆
に
勤
め
る
農
民
の
姿
を
よ
み
、
章
宝
物
は
「
薄
田
並
置
を
失
せ
ば
、
生
苗
安
ん
ぞ
謡
う
可
け
ん
や
」
と
詠
じ
、
手
褥
耕
に
対
す
る

高
い
位
置
付
け
を
表
明
し
て
い
る
。

　
こ
の
点
『
最
要
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
四
月
の
条
に
「
鋤
禾
」
の
項
屡
が
立
て
ら
れ
、

禾
（
ア
ワ
）
の
成
長
に
応
じ
て
鋤
を
繰
返
す
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
「
功
一
人
、
四
十
畝
を
限
る
」
と
し
て
、
一
人
当
り
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＠

の
管
理
面
積
の
限
界
を
四
十
畝
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
本
草
学
に
あ
っ
て
は
、
華
北
の
土
質
と
手
掴
耕
の
関
連
性
が
明
確
に
把
握
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
野
駆
は
南
平
の
野
田
（
焼
畑
）

と
「
北
田
」
と
に
お
け
る
ア
ワ
栽
培
法
を
比
較
し
門
北
田
」
で
鋤
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
雑
草
が
繁
茂
し
て
ア
ワ
が
柚
死
し
て
し
ま
う
と
し
、

「
熟
陣
営
細
鋤
」
が
肝
要
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
土
質
の
違
い
と
理
解
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
聖
地
農
法
の
特
質
が
理
論
化
さ

れ
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
記
述
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
手
捌
耕
は
収
穫
・
脱
穀
と
並
ん
で
多
く
の
人
手
を
要
す
る
作
業
で
あ
る
。
そ
の
た
め
手
褥
耕
用
の
農
夫
を
雇
い
入
れ
る
農

家
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
『
至
要
』
三
月
雑
事
の
項
で
は
「
鋤
刈
の
工
価
を
放
つ
」
と
し
て
、
手
白
塗
と
収
穫
時
の
雇
傭
賃
に
つ
い
て
記
さ

れ
て
い
る
。

　
以
上
の
如
く
、
労
働
過
程
の
中
に
罪
代
に
お
け
る
畑
作
農
法
の
特
質
が
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
我
々
は
、
か
か
る
農
法
を
用
い
て

ど
の
よ
う
な
農
業
経
営
が
行
な
わ
れ
て
い
た
か
を
、
次
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

の
屯
田
に
み
る
農
業
経
営

　
（

　
こ
こ
で
は
唐
代
の
一
般
的
農
業
経
営
を
考
え
る
一
つ
の
素
材
と
し
て
、
屯
田
に
お
け
る
農
業
経
営
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、

唐
墨
の
一
般
的
農
業
経
営
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
制
約
に
よ
っ
て
な
か
な
か
捉
え
難
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
こ
と
、
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
一

方
、
屯
田
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
研
究
も
行
な
わ
れ
、
若
干
の
貴
重
な
史
料
も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
屯
田
に
お
け
る
農
業

経
営
の
実
態
を
探
る
こ
と
に
よ
り
、
一
般
の
経
営
を
分
析
す
る
素
材
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
唐
代
の
屯
田
経
営
に
関
し
て
は
、
面
積
当
り
の
牛
の
頭
数
及
び
野
作
物
毎
の
一
人
当
り
必
要
労
働
日
数
の
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
牛
は
畑
地
で
軟
土
の
地
区
で
は
一
・
五
頃
に
一
頭
、
硬
土
の
地
区
で
は
一
・
二
七
に
一
頭
で
あ
り
、
水
田
で
は
○
・
八
景
に
一
頭
と
さ

れ
た
。
屯
田
は
当
然
大
農
法
的
に
経
営
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
禦
は
二
頭
挽
で
あ
り
、
以
上
の
規
定
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
具

牛
当
り
の
面
積
は
畑
地
で
二
・
四
～
三
頃
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
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次
に
各
作
物
一
頃
分
を
成
育
さ
せ
る
た
め
の
一
人
当
り
必
要
労
働
碍
数
は
、
稲
九
四
八
日
、
禾
（
ア
ワ
）
二
八
三
ヨ
、
変
一
七
七
日
、
大
豆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
九
二
日
等
々
と
さ
れ
て
い
た
。
故
に
、
前
記
の
～
具
牛
当
り
の
面
積
二
・
四
～
三
頃
で
一
人
で
ア
ワ
を
作
っ
た
と
す
れ
ば
六
七
九
・
二
～
八

四
九
日
か
か
る
計
算
と
な
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
一
人
で
耕
作
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
で
は
、
労
働
力
は
ど
の
よ
う
に
編

成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
屯
田
兵
の
軍
事
組
織
的
側
面
に
目
を
向
け
た
い
。
藤
代
の
軍
隊
組
織
は
最
小
単
位
を
「
火
」
と
称
し
火
長
以
下
十
人
の
兵
士
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
通
典
』
に
は
、
一
説
と
し
て
、
独
（
一
人
）
、
比
（
二
人
）
、
参
（
三
人
）
、
烈
（
五
人
）
な
る
小
単
位
の
存
在
に

も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
、
我
々
は
烈
な
る
単
位
に
注
爵
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
烈
翻
五
人
組
は
秦
の
兵
舗
の
最
小
単
位
聡

⑳伍
と
共
通
し
て
お
り
、
以
来
五
人
組
の
単
位
が
一
貫
し
て
続
い
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
屯
田
の
組
織
で
も
同
様
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

あ
る
。
事
実
、
蘇
州
嘉
興
の
屯
田
で
は
「
田
に
は
宮
あ
り
、
官
に
は
徒
あ
り
、
野
に
は
夫
あ
り
、
夫
に
は
伍
あ
り
」
と
さ
れ
、
伍
－
五
人
組
の

存
在
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
我
々
は
屯
田
の
農
業
経
営
に
お
け
る
一
単
位
の
労
働
力
編
成
を
五
人
と
措
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
そ
の
耕
作
割
当
面
積
は
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
開
元
二
十
五
年
令
で
は
、
一
壷
が
二
十
乃
至
三
十
頃
（
司
農
寺
所
管
）
、
　
五
十
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
州
県
諸
軍
噺
管
）
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
青
山
定
雄
氏
の
研
究
で
は
一
人
宛
五
十
～
百
畝
で
あ
っ
た
ろ
う
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
我
々
は
屯
田

の
性
格
上
軍
隊
組
織
と
の
対
応
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
軍
隊
は
一
火
降
十
人
、
五
火
ロ
一
隊
ほ
五
十
人
と
な
っ
て
い
た
。
と
す
れ

ば
こ
の
隊
（
五
十
人
）
と
屯
（
二
十
～
五
十
頃
）
と
の
紺
応
を
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
か
く
て
、
一
人
四
十
～
百
畝
と
い
う
数
字
が
得
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
屯
田
に
は
様
々
に
異
な
る
条
件
の
田
地
が
含
ま
れ
て
い
る
。
畑
地
と
水
田
、
熟
田
と
新
開
地
、
肥
沃
な
土
地
と
や

せ
た
土
地
な
ど
様
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
尉
当
り
の
面
積
か
ら
み
れ
ば
、
司
農
寺
所
管
の
田
は
一
般
農
民
と
余
り
変
り
の
な
い
土
地
で
あ
り
、

州
鎮
諸
軍
所
管
の
田
は
辺
境
の
新
開
地
な
ど
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
後
老
の
例
と
し
て
は
、
振
武
軍
の
屯
田
の
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
元
和
年
間
、
韓
重
華
が
唄
い
て
成
功
を
収
め
た
こ
の
屯
田
で
は
、
　
一
屯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

百
頃
に
百
三
十
人
が
割
当
ら
れ
て
い
る
。
単
純
に
計
算
す
れ
ば
一
人
約
七
七
畝
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
新
唐
書
』
で
は
「
毎
屯
百
三
十
人
、
人
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表1　屯田の面積と収穫高

典出収穫高
総計｝戸当

積幽門地代年

rl日唐霞』巻109，　『新唐書誰

巻110，黒歯常之伝

r新唐書』巻107，郎子昂俵

r藩唐書』，巻53食：貨志，

『資治う亘1鑑』　巻239，

r旧唐書』巻161，楊元応伝

『冊府元亀』巻497

r旧唐書』巻167，雀弘報伝

r新唐｛舳巻工64，崔弘礼伝

2石

1

O．5

e．s

O．4

1

0．7

0．8

100書置石

　　20万

20万

40余万

20万

2万

2万

8万

5000余頃

　40余屯
（1屯50頃）

3800余頃｛4800

sooe

｛　200

　30e
1000

露i発源軍　t

撲｝甘　 州

振　武　軍

淫　　　　州

河陽・秦渠下

和
　
慶
　
　
暦

調
　
　
難
　
　
泥
　
長
　
　
宝

ご
と
に
百
畝
を
耕
す
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
数
字
は
い
ず
れ
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、

百
三
十
人
の
内
三
十
人
物
指
揮
官
・
事
務
官
そ
の
他
の
非
労
働
者
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
つ
ま
り

実
質
的
屯
田
兵
は
百
人
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
割
当
面
積
は
百
頃
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
屯
田
は
一
人
一
頃
が
基
本
で
あ
っ
た
。

　
と
も
あ
れ
、
屯
田
予
土
一
人
当
り
の
耕
作
繭
積
が
四
十
～
百
畝
で
あ
る
か
ら
、
先
に
見
た
五
人

の
単
位
で
は
二
～
五
頃
で
あ
る
。
こ
れ
を
牛
に
対
す
る
割
当
面
積
二
・
四
～
三
頃
と
総
合
し
て
考

え
れ
ば
「
二
叢
叢
・
四
～
三
頃
五
人
」
な
る
一
単
位
と
し
て
把
え
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
、
ア
ワ
作
所
要
労
働
日
数
を
ふ
り
返
っ
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
一
人
で
一
頃
の
ア
ワ

を
作
る
の
に
二
八
三
日
を
要
し
た
。
こ
れ
を
五
人
で
二
・
四
～
三
訂
作
る
と
し
て
計
算
す
れ
ば
約

一
三
六
～
一
七
〇
日
と
な
る
。
ア
ワ
の
成
育
日
数
は
『
要
術
』
所
引
『
雑
陰
陽
書
』
で
は
一
五
〇

　
　
　
　
　
　
、
⑬

日
と
さ
れ
る
の
で
、
ほ
ぼ
対
応
す
る
日
数
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
屯
田
の
農
業
経
営
に
お
け
る
一
単
位
と
考
え
ら
れ
、
一
般
の
農
業
経
営
を
考
え
る
際
の

手
が
か
り
と
な
る
。
そ
の
検
討
を
始
め
る
前
に
、
い
ま
少
し
屯
田
経
営
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
屯
田
経
営
に
お
け
る
収
穫
高
は
い
か
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
か
。
普
通
の
ア
ワ
作
で
は
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

当
り
一
～
二
石
の
籾
ア
ワ
が
標
準
と
さ
れ
、
脱
穀
す
れ
ば
六
斗
～
一
石
二
斗
の
米
ア
ワ
に
な
る
。

し
か
し
、
粗
放
な
耕
作
法
を
と
り
、
し
か
も
防
衛
の
役
割
を
荷
わ
さ
れ
て
い
た
辺
境
の
屯
田
に
あ

っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
高
い
収
穫
は
望
め
な
い
。
そ
こ
で
、
唐
代
の
屯
田
の
史
料
で
、
耕
作
面
積
と
収

穫
高
の
記
録
が
あ
る
も
の
を
選
ん
で
一
覧
表
を
作
れ
ば
表
1
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
同
一
記

事
で
も
数
字
の
異
同
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
畝
当
り
○
・
四
～
一
石
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
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よ
う
な
記
録
に
残
さ
れ
る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
成
功
例
の
み
で
あ
ろ
う
か
ら
、
実
際
の
平
均
値
は
よ
り
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ふ
つ
う
必
要
と
さ
れ
る
食
料
の
量
は
い
か
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
六
典
』
の
支
給
規
定
に
よ
れ
ば
、
成
人
男
子
一
人
当
り
、
一

日
に
米
ア
ワ
ニ
升
・
塩
気
勺
五
車
で
あ
っ
た
。
年
に
換
算
す
れ
ば
三
石
二
斗
の
米
ア
ワ
で
、
籾
ア
ワ
で
は
十
二
石
と
な
る
。
ま
た
、
家
畜
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

馬
は
一
口
に
藁
一
囲
・
籾
ア
ワ
ー
斗
・
塩
霧
島
、
耕
牛
は
藁
一
堂
・
大
豆
五
升
・
塩
二
合
、
が
基
準
と
さ
れ
た
。
と
す
れ
ば
二
牛
五
人
の
必
要

量
は
、
年
聞
、
米
ア
ワ
三
六
石
（
籾
ア
ワ
六
〇
石
）
・
塩
一
石
八
斗
九
升
・
藁
七
二
〇
囲
・
大
豆
三
六
石
、
と
な
る
。

　
こ
う
見
て
く
る
時
、
畝
当
り
平
均
○
・
五
重
の
籾
ア
ワ
が
と
れ
た
と
す
れ
ば
三
頃
で
は
｝
五
〇
石
（
米
ア
ワ
で
九
〇
石
）
と
な
り
、
仮
に
全
部

が
二
年
一
作
の
魚
田
で
あ
っ
た
と
し
て
も
年
間
七
五
石
（
米
ア
ワ
四
五
石
）
と
な
る
。
人
間
の
主
食
部
分
は
十
分
自
給
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
、
唐
朝
が
し
ば
し
ば
屯
田
策
の
適
用
を
論
議
す
る
所
以
が
あ
っ
た
。

　
以
上
、
我
々
は
屯
田
の
農
業
経
営
を
素
材
と
し
て
考
察
し
て
き
た
。
次
に
こ
の
考
察
を
も
と
に
、
よ
り
集
約
的
に
経
営
さ
れ
る
一
般
の
農
業

経
営
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

　
蜀
　
唐
代
の
農
業
経
営
像

　
（

　
こ
こ
で
は
我
々
は
前
節
ま
で
の
検
討
を
基
礎
に
、
唐
代
の
農
業
経
営
像
を
農
業
生
産
と
い
う
側
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
手
懸
り
と
し

て
、
屯
田
の
経
営
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
二
牛
二
・
四
～
三
頃
五
人
を
ほ
ぼ
一
つ
の
単
位
と
し
て
、
大
農
法
的
に
経
営
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

屯
田
経
営
で
は
粗
放
的
農
法
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
一
般
の
集
約
的
農
法
と
は
差
が
あ
る
こ
と
自
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
我
々
は
、
そ
の
集
約

性
を
検
討
す
る
た
め
、
乾
魚
農
法
の
重
要
ポ
イ
ン
ト
た
る
中
耕
除
草
過
程
に
例
を
と
り
、
そ
こ
に
必
要
と
さ
れ
る
日
数
を
素
材
と
し
て
考
察
を

す
す
め
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
『
要
術
』
巻
一
種
苗
に
は
、
ア
ワ
作
に
お
け
る
中
耕
除
草
過
程
が
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ア
ワ
の
成
長
に
応
じ
て
、
鋤
－

鉄
書
鋪
榛
に
よ
る
畜
力
中
耕
；
鋒
、
と
い
う
作
業
が
行
な
わ
れ
る
（
講
な
る
作
業
も
こ
の
後
に
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
鋤
を
五
遍
以
上
行
な
え
ば
不
必
要

と
さ
れ
る
の
で
省
略
）
。
も
し
こ
の
記
述
に
従
っ
て
作
業
を
行
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
便
宜
上
二
牛
三
頃
五
人
の
単
位
と
し
て
幾
日
を
要
す
る
の
か
。
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各
作
業
の
必
要
日
数
を
推
定
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
鋤
・
鋒
の
人
力
耕
で
あ
る
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
北
魏
の
労
働
交
換
の
例
が
参
考
に
な
る
。
即
ち
、
牛
に
よ
る
播
種
作
業
二
十
（
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愚

智
に
対
し
て
、
手
辮
耕
七
畝
が
絹
応
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
米
田
氏
の
言
わ
れ
る
如
く
一
日
論
り
の
作
業
面
積
で
あ
ろ
う
か
ら
、
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蓑2　アワ作の中耕除草過程
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　　5　一一10

縦横2

瑳労1

　　3

聴 期

麟が馬耳形の臨（小鋤）

　　　（大鋤で補う）

苗が瀧の高さを越す頃

苗が既に瀧より高くなった頃

苗の高さ1尺の頃

作 業

鋤

畜力中耕

　　体

計

我
々
も
鋤
・
鋒
の
作
業
は
一
人
一
日
七
畝
を
行
な
う
と
考
え
た
い
。

　
ち
な
み
に
、
元
の
聡
慧
『
農
書
』
で
は
「
縷
鋤
偏
な
る
畜
力
農
具
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中

で
「
其
の
功
、
鋤
功
に
過
ぐ
る
こ
と
数
倍
、
辮
ず
る
所
の
田
は
、
日
々
た
だ
に
二
十
畝
の
み
な
ら
ず
」
と
さ

　
⑩

れ
る
。
つ
ま
り
「
韓
鋤
」
は
鋤
の
数
倍
の
仕
事
が
で
き
、
一
碍
二
十
畝
以
上
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
も
、
鋤
は
一
日
七
畝
と
い
う
数
字
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
畜
力
中
耕
で
あ
る
。
こ
れ
も
北
魏
の
牛
を
使
っ
た
播
種
の
例
、
及
び
王
禎
の
回
外
の
例
を
参
考
に
す

れ
ば
、
ほ
ぼ
一
日
二
十
畝
と
い
う
数
字
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
中
耕
除
草
過
程
の
作
業
及
び

所
要
臼
数
を
ま
と
め
れ
ば
表
2
の
よ
う
に
な
る
。

　
こ
こ
に
み
る
通
り
、
中
耕
除
草
過
程
の
み
で
、
最
低
限
一
ご
六
日
が
必
要
と
さ
れ
『
要
術
』
の
奨
励
す
る

よ
う
な
入
念
な
鋤
を
行
な
う
た
め
に
は
一
七
一
日
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
前
に
も

み
た
通
り
、
ア
ワ
の
成
育
臼
数
は
一
五
〇
厩
と
さ
れ
る
か
ら
、
一
七
〇
日
以
上
も
か
け
て
中
耕
除
草
を
行
な

う
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。
ま
た
播
種
直
後
か
ら
収
穫
直
前
ま
で
、
の
べ
つ
ま
く
な
し
に
こ
の
作
業
を
行
な

っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
で
は
、
中
耕
除
草
は
ど
の
位
の
期
間
に
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
参
考
と
し
て
、
鋤
の
作
業
を
み
よ
う
。
　
『
纂
要
』
で
は
「
鋤
禾
」
の
一
入
当
り
限
度
を
四
〇
畝
と
し

て
い
た
。
先
の
計
算
に
従
っ
て
、
四
〇
畝
を
鋤
す
る
と
す
れ
ば
約
六
日
を
要
し
た
。
こ
れ
を
細
り
に
十
回
繰

返
す
と
す
れ
ば
約
五
七
同
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
我
々
は
『
纂
要
』
に
あ
っ
て
は
、
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鋤
を
ほ
ぼ
ニ
ヵ
月
の
日
…
数
で
行
な
う
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
根
拠
に
よ
り
、
三
鷹
の
鋤
を
ニ
ケ
月
で
終
わ
る
と
し
、
そ
れ
を
表
の
如
く
十
一
回
繰
返
す
と
す
れ
ば
、
八
人
の
労
働
力
が
下
め
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
。
勿
論
、
よ
り
入
念
な
鋤
を
行
な
お
う
と
す
れ
ば
そ
れ
以
上
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
五
人
の
労
働
力
を
固
定
し
た

と
す
れ
ば
、
耕
作
面
積
は
約
一
・
九
頃
に
減
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
計
算
と
な
る
。
こ
れ
が
集
約
的
農
法
の
一
つ
の
標
準
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
中
耕
除
草
過
程
の
入
念
化
な
ど
、
よ
り
集
約
的
な
経
営
を
行
な
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
二
つ
の
方
向
が
考
え
ら

れ
る
。
単
純
に
言
え
ば
、
屯
田
経
営
の
｝
単
位
に
つ
き
労
働
力
を
ふ
や
す
か
、
耕
作
面
積
を
減
ら
す
か
、
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
大
農
法
的

方
向
を
強
化
す
る
か
、
小
農
法
的
方
向
を
追
求
す
る
か
の
二
つ
の
方
向
が
あ
る
。
で
は
現
実
の
唐
代
の
農
業
経
営
と
対
比
し
て
み
れ
ば
ど
う
な

る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
さ
き
に
、
我
々
は
小
説
史
料
の
分
析
を
通
じ
て
、
墨
筆
の
農
民
諸
階
層
の
あ
り
方
を
考
察
し
た
。
こ
の
結
果
を
経
営
と
い
う
視
点
で
見
直
せ

ば
二
つ
の
型
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
一
は
所
謂
「
大
土
地
所
有
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
中
に
も
、
一

円
的
所
有
と
し
て
の
荘
園
と
小
土
地
片
の
集
積
と
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
我
々
が
経
営
と
い
う
立
場
か
ら
考
え
る
時
考
察
の

対
象
と
す
べ
き
は
前
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
数
人
～
十
人
の
荘
客
な
ど
の
隷
属
民
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
も
う
一
は
、
家
族
労
働
を
主
体
と
す

る
小
農
民
経
営
で
あ
る
。
そ
の
所
有
地
は
十
畝
～
数
頃
で
、
農
繁
期
に
は
少
数
の
雇
傭
人
を
使
用
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

　
か
か
る
二
つ
の
型
の
経
営
は
、
ま
さ
に
小
論
で
考
察
し
て
き
た
、
大
農
法
的
・
小
農
法
的
方
向
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
我
々

は
唐
草
の
一
般
的
農
業
経
営
を
大
農
法
的
荘
園
経
営
及
び
（
小
農
法
的
）
小
農
民
経
営
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
認
識
に
立
っ
て
さ

ら
に
考
察
を
進
め
よ
う
。

　
ま
ず
、
行
論
の
都
合
上
後
者
よ
り
考
え
る
。
拙
稿
に
み
た
如
く
、
こ
の
小
農
民
経
営
は
家
族
労
働
力
を
主
体
と
し
て
、
十
畝
～
数
頃
を
耕
作

し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
中
に
も
経
営
の
規
模
に
よ
る
差
が
あ
り
一
律
に
考
え
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
家
族
労
働
力
の
み

で
経
営
し
得
る
タ
イ
プ
を
考
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
家
族
数
五
・
六
人
、
う
ち
成
人
労
働
力
三
人
ほ
ど
の
小
農
民
家
族
と
み
る
こ
と
が
で
き
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る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
家
族
の
耕
作
し
得
る
土
地
は
、
さ
き
の
中
耕
除
草
過
程
の
計
算
に
よ
り
、
約
一
頃
余
と
な
る
。
か
か
る
経
営
面
積
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

『
心
術
』
巻
頭
雑
説
に
い
う
適
正
規
模
一
大
畝
一
・
三
五
頃
よ
り
は
小
さ
く
、
ま
た
『
二
面
』
の
鋤
の
限
度
か
ら
み
て
も
や
や
余
裕
の
も
て
る

面
積
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
牛
は
一
頭
内
外
を
所
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
見
て
く
れ
ば
、
我
々
は
こ
の
小
農
民
経
営
の
外
枠
を
、
と
り
あ
え
ず
五
人
家
族
（
労
働
力
三
人
）
、
所
有
地
一
頃
、
牛
一
頭
、
と
設
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
こ
の
小
農
民
経
営
は
、
自
立
し
た
再
生
産
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
関
心
・
河
南
な
ど
、
華
北
で
は
先
進
的

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
条
件
の
下
で
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
小
経
営
に
お
け
る
農
業
生
産
高
と
消
費
支
出
高
の
概
略
を
推
算
し
て
み

る
。　

ま
ず
、
二
代
特
に
後
半
期
の
先
進
地
域
で
は
、
多
毛
作
農
法
の
現
実
性
が
大
き
く
な
っ
て
い
た
こ
と
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ

で
は
二
年
三
毛
作
が
行
な
わ
れ
た
と
し
て
そ
の
収
穫
高
を
み
よ
う
。
ア
ワ
ー
小
息
－
豆
類
の
栽
培
が
な
さ
れ
れ
ば
、
二
年
聞
で
籾
ア
ワ
は
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

○
～
二
〇
〇
石
（
米
ア
ワ
六
〇
～
一
二
〇
石
）
と
れ
、
小
麦
は
周
藤
吉
之
疑
の
研
究
さ
れ
た
南
鮮
の
例
に
従
え
ば
五
〇
～
一
一
〇
石
と
れ
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

豆
類
の
収
穫
高
は
不
明
で
あ
る
が
、
相
当
量
収
穫
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
衣
服
な
ど
の
た
め
に
は
桑
や
麻
も
植
え
ら
れ
、
園
宅
地
で
は

疏
菜
が
作
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
商
品
と
も
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
農
業
生
産
と
共
に
、
都
市
周
辺
な
ど
流
通
経
済
の
発
達
し
た
地
域
で
は
雇
傭
労
働
に
従
事
で
き
る
。
そ
の
収
入
も
再
生
産
の
役
に
は

立
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
雇
傭
労
働
の
労
賃
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
か
明
確
に
は
な
し
得
な
い
。
内
園
の
農
作
業
で
月
八
千
銭
、
年
九
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

六
千
銭
で
あ
っ
た
と
す
る
史
料
も
あ
る
が
、
官
僚
の
月
俸
な
ど
に
比
し
て
高
き
に
過
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
小
説
の
例
で
は
、
適
作
で
月

　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
五
百
文
、
ま
た
荷
物
運
搬
の
仕
事
で
、
通
常
の
倍
支
払
っ
て
千
文
と
い
う
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
こ
こ
で
当
時
の
物
価
を
み
よ
う
。
日
野
開
三
郎
氏
が
整
理
さ
れ
た
開
成
年
無
の
例
で
は
、
米
ア
ワ
が
斗
当
り
約
五
三
文
で
あ
っ
た
。
と
す
れ

ば
、
五
百
文
で
は
約
一
石
の
米
ア
ワ
が
買
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
成
人
一
人
の
一
月
分
の
食
料
暗
六
斗
と
比
べ
れ
ば
、
一
月
分
の
労
賃
と

し
て
低
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
月
五
百
文
を
労
賃
の
目
安
と
し
よ
う
。
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蓑3　五人家族の年間収支概略

出端査収

〈食料・飼料〉

　米アワ　28石8斗

　盗　　　10斗8升

　大豆　18石
　藁　　　360園

〈租税〉

〔1｛撫

米アワ　　　30～60石

ノ』、　　麦　　　　　25～55石

豆　その他　　　～

雇傭労賃　1人500文／月

　　　　（米アワ換算1石）

自
立
再
生
産
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
の
最
低
線
を
考
え
る
な
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

八
等
戸
－
七
五
畝
経
営
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

き
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
自
立
的
小
農
民
経
営
の
形
成
は
、

る
。
彼
ら
は
国
家
や
「
大
土
地
所
有
者
」

　
さ
て
、
次
に
我
々
は
残
さ
れ
た
も
う
一

難
さ
れ
、
中
耕
除
草
に
は
八
人
乗
労
働
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。

が
対
応
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
集
約
的
経
営
を
実
現
す
る
た
め
に
は
二
頭
で
二
頃
の
面
積
が
適
当
と
な
る
。

　
以
上
が
収
入
の
主
な
も
の
で
あ
る
。
で
は
消
費
支
出
は
ど
れ
ほ
ど
に
な
る
の
か
。
　
＝
頭
の
牛
と
成

人
三
人
を
含
む
五
人
家
族
と
す
れ
ば
食
料
・
飼
料
分
と
し
て
最
低
次
の
よ
う
に
な
る
。
米
ア
ワ
は
成

人
一
人
七
石
二
斗
、
老
人
・
未
成
年
者
は
半
分
と
し
て
一
人
三
石
六
三
、
計
二
八
石
八
斗
、
同
様

に
し
て
塩
は
三
斗
六
升
と
な
る
。
一
方
、
牛
の
飼
料
は
藁
三
六
〇
囲
・
大
豆
一
八
石
・
塩
七
二
二
升

で
あ
る
。
こ
の
他
に
租
税
が
あ
る
。
唐
代
後
半
期
を
み
よ
う
。
陸
士
の
議
論
で
は
窟
税
は
畝
当
り
五

亀
　
　
　
　
　
毒

ヂ
と
さ
れ
る
の
で
、
一
頃
な
ら
ば
五
石
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
元
仁
の
い
う
垂
垂
の
例
で
は
、
畝
当

り
九
升
五
舎
・
草
四
分
地
毒
酒
銀
あ
わ
せ
て
二
＋
一
文
以
下
と
響
な
ぞ
い
る
の
や
一
頃

で
は
ア
ワ
九
石
五
斗
・
草
四
〇
束
・
銭
一
二
〇
〇
文
以
下
と
な
る
。
こ
の
他
、
臨
時
税
・
倍
役
な
ど

様
々
な
負
担
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
予
想
さ
れ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
、
知
り
得
る
範
囲
で
最
低
の
消

費
支
出
を
想
定
す
れ
ば
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
一
年
単
位
と
し
て
表
示
す
れ
ば
表
3
の
よ

う
に
な
る
。

　
こ
こ
に
見
る
通
り
、
一
頃
の
土
地
を
持
つ
、
五
人
家
族
の
小
農
民
は
普
通
の
作
柄
で
あ
れ
ば
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
小
面
積
で
も
経
営
は
成
立
し
、
そ
れ
が
日
野
朋
三
郎
氏
の
研
究
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
に
、
墨
型
（
殊
に
後
半
期
）
の
農
業
経
営
の
一
モ
デ
ル
タ
イ
プ
が
設
定
で

　
　
　
　
　
　
　
　
唐
代
先
進
地
域
で
の
生
産
力
の
発
展
と
流
通
経
済
の
発
展
と
を
背
景
と
し
て
い

へ
の
依
存
か
ら
自
立
し
得
る
実
力
を
持
ち
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
の
経
営
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
規
準
は
二
・
四
～
三
聖
の
耕
地
が
二
頭
の
牛
を
使
っ
て
経

　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
前
に
み
た
通
り
、
普
通
の
経
営
で
は
牛
＝
顕
に
対
し
て
一
頃
の
耕
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
方
、
労
働
力
は
予
備
も
含
め
れ
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ば
約
十
人
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
十
人
の
労
働
力
は
渡
辺
信
一
郎
氏
の
分
析
さ
れ
た
漢
六
朝
期
の
経
営
（
家
父
長
制
的
奴
隷
制
経
営
）
と
は
違
っ
て
、
唐
代
で
は

「
荘
客
」
が
多
く
動
員
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
、
さ
き
の
拙
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
所
で
あ
っ
た
。

　
い
っ
た
い
「
荘
客
偏
な
る
呼
称
に
代
表
さ
れ
る
階
層
は
、
荘
園
主
に
人
格
的
に
隷
属
し
つ
つ
、
一
方
で
自
己
に
委
任
さ
れ
た
田
地
を
持
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

租
課
（
小
作
料
）
を
支
払
っ
て
い
る
者
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
彼
ら
は
唐
律
の
「
部
曲
」
と
も
対
応
さ
せ
ら
れ
、
奴
隷
と
小
作
人
と
の
中
間
に
位

置
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。

　
か
か
る
「
寒
心
」
を
前
述
の
大
農
法
的
経
営
に
関
連
さ
せ
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
性
格
は
よ
り
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
荘
園

主
の
経
営
に
お
い
て
必
要
な
時
に
投
入
し
得
る
便
利
な
労
働
力
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
手
欝
耕
や
収
穫
・
脱
穀
な
ど
、
荘

園
主
の
経
営
が
需
め
る
時
に
随
時
動
員
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
上
、
奴
隷
と
違
っ
て
自
己
の
一
定
の
経
営
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
荘
園
主

の
負
担
と
も
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
「
荘
客
」
な
る
中
間
的
性
格
を
賦
与
さ
れ
た
労
働
力
の
存
在
意
義
が
あ
り
、
奴
隷
に
代
っ

て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
に
至
る
一
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
車
代
に
お
け
る
生
産
力
発
展
は
小
農
民
経
営
の
自
立
再
生
産
へ
の
可
能
性
を
よ
り
大
き
く
す
る
こ
と
、
小
論
に
み
て
き
た
通
り

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
当
然
「
荘
客
」
も
蕪
園
経
営
か
ら
自
立
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
一
方
、
荘
園
主
は
彼
ら
を
必
要
と
し
隷
属
さ
せ
て
お
こ

う
と
す
る
。
か
く
て
、
こ
こ
に
「
荘
客
」
と
荘
園
主
と
の
間
の
矛
盾
関
係
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
荘
客
」
の
自
立
・
隷
属
二
方
向
へ

の
相
反
す
る
動
き
は
以
後
、
よ
り
明
確
に
な
り
、
藤
代
の
所
謂
地
主
麗
佃
戸
関
係
の
様
々
な
局
面
を
現
出
さ
せ
る
一
要
因
と
も
な
っ
て
ゆ
く
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
我
々
は
二
牛
二
頃
十
人
を
単
位
と
す
る
大
農
法
的
経
営
も
、
　
「
荘
客
」
な
ど
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
十
分
成
立
し
て
ゆ
く
こ

と
を
知
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
れ
が
「
荘
客
」
で
は
な
く
雇
傭
労
働
老
の
み
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
丈
余
は
少
な
く
な
る
が
、
再
生
産
は
可

能
で
あ
ろ
う
。
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か
く
て
、
我
々
は
華
北
畑
作
農
業
経
営
に
お
け
る
二
つ
の
モ
デ
ル
タ
イ
プ
を
抽
出
し
得
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
大
農
法
・
小
農
法
の
違
い

　
　
　
　
㊥

は
あ
る
が
、
共
に
自
立
再
生
産
の
可
能
性
を
持
つ
経
営
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
経
営
は
一
7
6
代
に
は
よ
り
明
確
に
な
っ
て
ゆ
く
よ
う

で
あ
る
。
昇
平
『
農
書
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
畜
力
の
最
大
限
の
利
用
と
一
方
に
お
け
る
手
労
働
具
の
発
達
、
　
「
鋤
社
」
な
る
互
助
組
織
の

存
在
等
々
は
、
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
各
女
の
経
営
発
展
を
慰
す
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
か
か
る
壁
代
の
農
業
経
営
の
あ
り
方
は
、
漢
六
朝
期
の
大
農
法
的
経
営
の
変
質
と
し
て
、
ま
た
、
他
人
の
労
働
力
を
含
ま
な
い

小
経
営
の
登
場
と
し
て
、
歴
史
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

①
　
熊
代
幸
雄
氏
、
前
掲
「
東
ア
ジ
ア
直
覧
文
化
の
形
成
」
、
「
乾
地
農
法
に
お
け
る

　
精
耕
細
作
の
基
礎
」
、
参
照
。

②
西
山
武
一
氏
「
ア
ジ
ア
農
業
の
源
流
－
華
北
耐
畢
畑
作
農
法
と
江
域
田
植
稲
作

　
農
法
の
形
成
一
」
　
（
『
ア
ジ
ア
的
農
法
と
農
業
祉
会
』
所
収
）
。

③
『
難
江
州
集
』
巻
七
「
観
田
家
」

　
　
微
雨
衆
潮
見
、
一
雷
驚
蟄
始
、
田
家
幾
日
間
、
耕
種
従
此
起
、
丁
壮
倶
在
野
、

　
　
場
躍
亦
就
理
、

④
　
『
旧
唐
書
』
巻
八
五
　
唐
臨
伝

　
　
…
出
為
万
泉
丞
、
県
有
軽
羅
十
数
人
、
会
春
暮
時
雨
、
臨
週
令
請
出
之
、
令
不

　
　
許
、
…
令
因
請
暇
、
海
田
目
貼
腹
切
家
耕
種
、
与
之
約
、
令
帰
秘
所
、

⑤
王
禎
『
農
書
』
巻
二
農
桑
通
訣
墾
耕
篇
に
は

　
　
無
界
陸
地
、
一
型
必
用
両
牛
・
三
牛
或
四
坐
、
以
一
人
執
之
、

　
と
あ
り
、
ま
た
、

　
岡
巻
十
二
　
農
通
園
譜
耕
桑
に
は

　
　
耕
梨
、
旧
制
稚
短
、
駕
一
牛
或
一
一
牛
、
故
与
梨
相
連
、
今
各
処
用
梨
不
同
、
或

　
　
三
牛
・
西
牛
、

　
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
元
以
降
三
頭
・
四
頭
挽
型
・
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

　
こ
と
が
わ
か
る
。

⑥
　
映
西
省
博
物
館
・
文
管
会
「
雑
劇
寿
墓
壁
画
試
探
」
（
『
文
物
』
一
九
七
四
－
九
）
。

⑦
『
白
氏
長
慶
集
』
巻
一
一
「
宿
漢
翁
」

　
　
漢
南
刈
薪
草
、
翼
北
修
踏
屋
、
諸
種
一
頃
田
、
春
山
両
氏
禎
、
於
中
甚
安
適
、

　
　
此
外
無
念
欲
、

　
ま
た
『
全
唐
詩
』
巻
六
三
六
摂
門
中
「
早
発
郷
聖
経
古
城
」
で
は

　
　
微
月
東
南
明
、
双
二
曲
古
城
、
但
耕
古
城
地
、
不
知
古
城
名
、
当
昔
澱
此
域
、

　
　
量
料
今
艮
耕
、

　
と
詠
じ
て
い
る
。

⑧
『
柵
府
元
亀
』
巻
一
〇
六
帝
生
部
恵
民
二

　
　
（
感
興
三
年
）
帝
謂
侍
臣
日
、
朕
昨
日
出
城
観
稼
、
見
百
姓
父
子
三
人
同
曳
裂

　
　
来
者
、
力
農
如
是
、
深
粉
予
懐
、
可
賜
耕
牛
二
頭
、

　
こ
の
記
事
は
同
門
七
〇
山
嶺
部
務
農
に
も
あ
り
、
　
『
旧
五
代
史
』
巻
四
　
二
明
宗
紀

　
に
も
引
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
牛
の
頭
数
を
三
と
す
る
。
し
か
し
、
　
『
太
平

　
御
覧
』
巻
八
一
一
三
所
引
『
後
唐
史
』
は
「
二
」
に
作
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
梨

　
は
三
人
で
操
作
さ
れ
て
い
る
の
で
、
二
頭
挽
用
の
禦
と
考
え
ら
れ
、
賜
与
さ
れ
た

　
牛
も
二
頭
と
し
た
方
が
よ
い
と
考
え
る
。

⑨
　
天
野
元
之
助
氏
『
中
国
農
業
史
研
究
』
増
補
版
第
三
篇
第
二
章
ス
キ
の
発
達
、

　
参
照
。
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⑩
李
昆
声
部
「
雲
南
牛
耕
二
瀬
源
」
（
『
考
古
』
…
九
八
○
⊥
瓢
）
。

⑪
『
新
唐
書
』
巻
二
二
二
上
南
蛮
伝
南
詔

　
　
寒
田
隈
一
牛
三
王
、
前
挽
・
爆
圧
・
後
駆
、
然
専
干
農
、
無
貴
賎
皆
耕
、

⑫
　
金
轡
猷
氏
「
従
楡
追
尊
壁
画
耕
作
図
堅
塁
累
代
寺
院
経
済
」
（
『
考
古
学
報
』
一

　
九
五
七
～
二
）
第
童
図
、
参
照
。

⑬
　
前
任
⑨
。
ま
た
、
飯
沼
二
郎
氏
『
農
呉
』
第
一
章
参
照
。

⑭
　
『
太
平
広
記
』
巻
二
八
六
所
引
『
河
東
記
』
　
「
板
橋
三
娘
子
」

　
　
…
人
皆
熟
睡
、
独
（
趙
）
季
和
転
展
不
撫
、
隔
壁
聞
三
娘
子
悉
黙
、
若
動
物
之

　
　
声
、
偶
於
隙
中
窺
之
、
二
見
三
娘
子
向
覆
器
下
、
取
二
重
明
之
、
後
於
巾
廓

　
　
中
、
取
一
副
采
霜
、
並
　
木
牛
・
…
木
偶
人
、
各
大
六
・
七
寸
、
置
於
竈
前
、

　
　
含
水
中
之
、
二
物
便
行
走
、
小
人
剣
牽
牛
野
面
霜
、
遂
耕
駄
前
一
席
地
、
来
去

　
　
数
回
、
又
於
一
中
、
取
出
一
塁
簡
麦
子
、
受
於
小
人
種
之
、
須
奥
生
、
花
発
麦

　
　
熟
、
令
小
人
収
割
持
践
、
可
得
七
・
八
升
、

　
内
山
知
也
氏
に
よ
れ
ば
（
『
階
麿
小
説
研
究
隔
）
こ
の
話
は
「
出
整
経
」
に
典
故
を

　
も
っ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
掲
出
し
た
部
分
は
作
者
（
醇
漁
思
）
に
よ
っ

　
て
新
た
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

⑮
『
旧
購
書
』
巻
一
五
三
嚢
高
低

　
　
（
貞
元
一
一
年
）
十
善
兆
府
勧
課
民
戸
、
勘
責
有
地
無
牛
百
姓
、
量
其
地
著
、
以
牛

　
　
無
給
之
、
其
田
五
十
畝
已
下
人
、
不
在
給
限
、
高
上
疏
論
之
、
…
有
田
不
満
五

　
　
十
畝
者
、
尤
是
貧
人
、
諮
量
三
即
製
共
空
騒
一
頭
、
以
済
農
落
、
疏
奏
、
従
之
、

⑯
『
旧
唐
書
』
巻
一
八
五
上
界
方
里
僑

　
　
（
永
隆
中
）
以
功
遷
夏
州
都
督
、
属
牛
疫
、
無
以
営
農
、
方
翼
造
人
耕
之
法
、

　
　
施
関
鍵
、
使
人
推
認
、
百
姓
頼
焉
、

⑰
『
宋
会
要
輯
稿
』
食
貨
六
三
農
眠
雑
録

　
　
（
淳
化
）
五
年
三
月
、
以
下
・
曙
・
陳
・
頴
州
民
無
量
畜
者
、
自
挽
梨
繭
耕
、

　
　
悶
令
逐
処
人
戸
団
甲
、
毎
一
牛
官
借
銭
三
千
、
令
自
誓
江
漸
市
之
、

⑱
『
噺
唐
書
翫
巻
；
西
楊
二
黒
債

⑲⑳⑳⑫⑳⑳⑮

…
会
碑
春
草
有
罪
、
将
殺
之
、
　
（
史
）
敬
忠
日
、
勿
殺
、
売
之
可
市
十
牛
、
歳

耕
田
十
頃
、
慎
誇
従
之
、

『
王
右
丞
全
量
控
』
巻
五
所
載
儲
光
義
「
岡
王
十
三
維
偶
然
作
十
首
」

仲
夏
日
中
縛
、
草
木
看
寒
暖
、
田
家
惜
功
力
、
把
已
来
東
皐
、

『
難
江
州
集
』
巻
五
　
　
「
答
薦
魯
秀
才
」

鯵
書
労
応
対
、
篇
翰
砿
不
精
、
薄
田
失
鋤
欝
、
生
理
安
可
任
、
徒
令
梅
…
所
問
、

想
望
束
豪
健
、

『
纂
要
隠
夏
藤
巻
之
三
　
四
月

鋤
禾
、
禾
生
半
寸
、
則
一
遍
鋤
、
二
寸
則
両
遍
、
三
寸
四
寸
令
畢
、
功
一
人
限

四
十
畝
、
終
而
復
始
、

『
重
修
政
和
経
史
証
類
薬
用
本
草
』
巻
二
五
　
米
穀
部
中
品
　
粟
米

臣
禺
錫
等
謹
按
薫
読
云
、
…
南
方
多
田
田
種
之
、
極
易
春
、
粒
細
香
美
、
少
虚

怯
祇
、
為
灰
中
種
之
、
又
不
鋤
治
故
也
、
得
北
田
種
之
、
若
不
鋤
之
、
即
草
蠕

死
、
若
鋤
之
、
即
応
春
、
都
由
土
地
使
丁
耳
、
但
取
堅
地
、
甲
唄
得
所
、
虫
熟

寒
又
細
鋤
、
即
題
滑
実
、

『
通
典
』
巻
二
　
食
貨
屯
田

大
唐
開
元
二
十
五
年
令
、
…
諸
屯
田
応
用
牛
之
処
、
山
原
川
沢
、
国
有
硬
軟
、

至
於
耕
墾
、
用
力
異
異
、
土
軟
処
、
毎
一
頃
五
十
畝
、
配
牛
＝
照
、
彊
硬
処
、

一
頃
二
十
畝
、
配
牛
一
頭
、
即
当
屯
之
内
、
有
硬
有
軟
、
亦
準
此
法
、
其
稲

国
、
毎
八
十
畝
、
配
牛
一
頭
、

『
志
八
唐
山
ハ
典
臨
巻
七
　
　
蝉
騒
｛
郎
・
王

覇
屯
田
役
力
、
各
有
程
数
、

　
凡
営
稲
　
頃
、
将
単
功
九
百
四
十
八
日
、
禾
二
百
八
十
三
日
、
大
豆
一
百
九

十
二
日
、
小
豆
一
百
九
十
六
日
、
鳥
麻
一
筥
九
十
一
日
置
麻
四
百
八
十
九
鍵
、

床
黍
一
百
八
十
日
、
麦
一
百
七
十
七
日
、
蕎
麦
一
百
六
十
日
、
…

『
黒
幕
書
』
巻
五
〇
　
兵
志

太
宗
貞
観
十
年
、
…
士
以
三
百
人
為
団
、
団
有
校
尉
、
五
十
人
血
糊
、
隊
有
正
、
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十
人
為
火
、
火
有
長
、

⑯
　
　
『
通
週
明
巻
一
四
八
　
兵
一
　
立
軍

　
　
一
説
、
賢
立
軍
、
一
人
日
独
、
二
人
日
比
、
三
人
日
参
、
比
参
日
飯
、
伍
人
為

　
　
轟
有
、
二
中
津
火
獄
㌔
畏
、
五
火
田
隊
舞
入
、

⑳
　
米
田
賢
次
郎
氏
「
二
四
〇
歩
一
畝
綱
の
成
立
に
つ
い
て
1
商
鞍
変
法
の
一
側
面

　
　
一
」
　
（
『
東
洋
史
研
究
降
一
一
六
一
四
、
一
九
六
八
年
）
、
参
照
。

⑱
　
　
『
玉
海
』
巻
一
七
七
所
引
『
唐
文
粋
』
李
韓
「
蘇
州
嘉
興
屯
田
紀
績
頒
」

　
　
其
離
日
、
…
屯
有
都
知
、
郡
士
為
之
、
都
知
事
治
、
即
邑
為
之
官
府
、
官
府
既

　
　
建
、
吏
醤
備
設
、
田
有
官
、
官
有
徒
、
野
有
夫
、
夫
有
伍
、
上
下
相
維
如
郡

　
　
県
、
吉
凶
糖
髄
如
郷
党
、

⑳
『
通
典
』
巻
二
食
貨
屯
田

　
　
大
唐
開
元
二
十
五
年
令
、
諸
屯
、
隷
司
農
寺
者
、
毎
三
十
頃
以
下
二
十
頃
以
上

　
　
為
一
屯
、
隷
州
鎮
諸
軍
者
、
毎
五
十
頃
為
｝
屯
、

⑳
「
唐
代
の
屯
田
と
営
田
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
三
：
一
、
一
九
五
四
年
）
。

⑳
　
『
韓
昌
黎
文
集
校
注
』
巻
四
　
「
送
水
陸
運
使
用
侍
御
帰
所
治
序
」

　
　
君
日
、
此
未
足
為
天
子
言
、
請
益
募
人
為
十
五
屯
、
屯
澱
百
三
十
人
、
而
種
百

　
　
頃
、
…
朝
廷
従
其
議
、
秋
果
倍
収
、

⑳
『
新
唐
書
』
巻
五
三
食
貨
志

　
　
…
因
募
人
為
十
五
屯
、
毎
屯
百
三
十
人
、
人
耕
百
畝
、

　
こ
れ
ら
の
数
字
の
違
い
に
つ
い
て
、
青
山
定
雄
氏
は
『
新
唐
戸
』
の
誤
り
で
あ
ろ

　
う
と
さ
れ
る
が
、
小
論
の
如
く
考
え
れ
ば
矛
盾
は
な
い
。

⑳
『
要
術
』
巻
一
種
穀

　
　
雑
除
陽
書
日
、
禾
生
於
聚
或
楊
、
九
よ
1
日
秀
、
秀
後
エ
ハ
十
日
成
、

⑭
　
日
野
開
三
郎
氏
『
一
代
租
調
庸
の
研
究
』
群
雲
租
粟
の
額
、
参
照
。

⑳
　
巻
一
九
　
生
半
署

　
　
給
公
糧
者
、
皆
承
尚
書
省
符
、

　
　
　
丁
男
日
給
米
二
升
・
塩
二
勺
五
撮
、
妻
妾
二
男
小
善
請
人
、

⑯
　
　
『
大
唐
六
典
』
巻
一
七
　
典
厩
署

　
　
凡
象
日
給
爽
六
囲
、
馬
・
馳
・
牛
各
一
員
、
羊
十
一
共
一
囲
、
…
凡
象
日
給
稲

　
　
．
絞
各
三
斗
・
塩
一
升
、
馬
上
一
斗
・
塩
六
勺
、
乳
者
倍
之
、
馳
及
牛
之
乳
老

　
　
・
運
者
、
各
以
斗
救
、
田
半
半
之
、
馳
塩
三
合
、
牛
塩
二
合
、

⑳
　
こ
の
点
、
成
立
年
代
の
異
な
る
と
さ
れ
る
巻
頭
雑
説
と
の
間
に
若
干
の
違
い
が

　
あ
る
が
、
本
文
の
記
述
に
従
っ
て
お
く
。

⑱
『
恩
典
』
巻
一
食
貨
田
制

　
　
太
武
鑑
初
、
為
太
子
監
國
、
調
革
有
司
、
課
幾
内
愚
人
、
使
無
牛
家
以
人
牛
力

　
　
相
貿
、
墾
殖
鋤
欝
、
其
有
産
家
与
早
牛
家
一
人
極
田
二
十
畝
、
償
以
癒
鋤
功
七

　
　
畝
、
如
是
為
差
、

　
な
お
、
こ
の
「
二
十
畝
」
は
、
　
『
魏
書
』
巻
樽
下
世
祖
紀
で
は
「
二
十
二
畝
」
と

　
す
る
。

⑳
　
前
掲
「
二
四
〇
歩
一
畝
制
の
成
立
に
つ
い
て
」
。

⑳
巻
三
農
桑
通
三
戸
治
篇

　
　
其
所
用
之
器
、
自
撮
苗
後
、
可
用
当
代
榎
愚
者
、
名
日
縷
鋤
、
其
功
過
鋤
功
数

　
　
倍
、
所
辮
之
賑
、
智
慮
琶
二
十
畝
、

⑭
　
拙
稿
「
唐
代
後
半
期
の
農
民
諸
階
層
と
土
地
所
有
－
小
説
史
料
を
中
心
に
一
」

　
（
『
東
洋
史
研
究
』
三
六
－
二
、
一
九
七
七
年
）
。

＠
　
こ
の
大
畝
・
自
証
の
換
算
に
つ
い
て
は
、
西
山
・
熊
代
氏
　
（
『
校
訂
訳
註
斉
罵

　
要
術
』
）
と
天
野
琉
（
「
中
團
畝
制
考
」
〈
『
東
亜
経
済
研
究
』
復
刊
三
、
一
九
五
八

　
年
〉
）
　
・
米
田
琉
「
所
謂
『
斉
罠
要
術
巻
頭
雑
説
』
に
つ
い
て
」
〈
『
史
林
』
四
八

　
一
一
、
一
九
六
五
年
〉
）
と
の
間
で
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
後
者
に
従
っ

　
て
お
く
。

⑬
　
「
南
扇
に
於
け
る
麦
作
の
奨
励
と
二
毛
作
」
（
『
宋
代
経
済
史
研
究
』
所
収
）
で

　
は
、
南
宋
の
蓑
収
穫
量
を
「
毎
畝
一
石
一
斗
以
下
五
斗
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」

　
（
二
九
五
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。

⑧
　
も
し
小
豆
を
作
っ
た
と
す
れ
ば
、
『
要
術
』
巻
二
小
豆
所
引
『
氾
勝
之
書
』
に
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や

　
　
票
読
厨
畝
可
十
石
、
以
薄
田
尚
可
畝
取
結
石
、
（
石
声
漢
『
氾
勝
之
書
今
釈
』
・

　
　
万
国
鼎
『
氾
勝
之
書
輯
釈
』
作
「
収
」
）
。

　
と
あ
る
の
で
、
漢
代
の
単
位
で
畝
当
り
五
～
十
石
と
れ
た
こ
と
に
な
る
。

⑮
　
　
『
唐
会
要
』
巻
八
九
　
疏
盤
利
人

　
　
（
掌
中
元
年
四
月
）
京
兆
歩
厳
郵
…
落
日
、
…
其
内
園
丁
皆
京
兆
人
、
干
当
処

　
　
営
田
、
月
一
替
、
其
易
可
見
、
然
毎
人
月
給
銭
八
千
、
糧
食
在
外
、

⑭
　
唐
代
官
僚
の
月
俸
制
に
関
し
て
は
横
山
裕
男
「
二
代
月
俸
制
の
成
立
に
つ
い
て

　
1
唐
官
僚
俸
禄
孜
の
一
一
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
二
七
－
三
、
一
九
六
八
年
）
等
参
照
。

⑰
『
太
平
広
記
』
巻
五
三
所
引
『
続
玄
怪
録
』
「
麟
麟
客
」

　
　
厳
麟
客
者
、
南
陽
張
茂
実
客
傭
僕
也
、
茂
実
愚
直
華
山
下
、
癌
大
中
初
、
偶
遊

　
　
洛
中
、
仮
僕
干
南
市
、
得
一
人
焉
、
其
名
日
王
隻
、
年
可
四
十
余
、
所
作
之
直

　
　
月
五
百
、
勤
幹
無
私
、
出
於
深
誠
、

⑯
　
　
『
太
平
広
記
』
巻
工
三
所
引
『
原
仙
（
化
）
記
』
　
「
薦
俊
」

　
　
清
楚
元
初
、
広
陵
人
濡
俊
、
三
無
工
資
生
、
多
力
而
愚
直
、
故
三
論
、
常
遇
一

　
　
道
士
、
於
市
買
薬
、
置
一
嚢
、
重
百
余
斤
、
募
能
独
論
者
、
当
倍
酬
其
直
、
俊

　
　
乃
靴
胆
灯
、
至
山
ハ
倉
、
約
淵
酬
一
千
山
又
、
甲
譲
油
依
取
㎞
質
、

⑲
　
前
掲
『
唐
代
租
調
庸
の
研
究
』
二
H
煮
染
の
額
、
参
照
。
　
　
．

⑳
　
　
『
陸
宣
公
翰
苑
集
』
巻
二
二
「
均
節
賦
税
憧
百
姓
六
条
」
第
六
条

お
　
わ
　
り
　
に

　
　
今
京
畿
之
内
、
毎
函
皿
無
官
税
五
升
、
而
私
家
収
租
、
殆
有
繋
至
一
石
者
、
是

　
　
二
十
倍
於
官
税
也
、

⑪
　

『
元
氏
長
路
集
』
巻
三
八
「
同
州
奏
均
．
田
」

　
　
　
当
州
京
官
及
州
県
官
職
田
・
公
解
田
井
州
使
官
田
・
鼠
輩
等

　
　
右
、
匝
当
州
百
姓
田
地
、
毎
畝
只
税
粟
九
升
五
合
・
草
四
分
・
地
頭
・
権
酒
銭

　
　
共
嵐
二
十
～
文
已
下
、

㊥
　
「
玄
宗
時
代
を
中
心
と
し
て
見
た
る
唐
代
北
支
禾
田
地
域
の
八
・
九
両
等
戸
に

　
就
い
て
一
掃
と
し
て
土
地
関
係
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
二
一
－

　
五
・
山
ハ
、
　
｝
九
五
五
年
）
。

＠
　
　
「
漢
六
朝
期
に
於
け
る
大
土
地
所
有
と
経
営
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
三
三
－
一
・

　
二
、
一
九
七
四
年
）
。

⑳
　
宮
幣
市
定
氏
「
部
曲
か
ら
佃
戸
へ
一
唐
宋
問
社
会
変
革
の
一
面
i
」
（
『
宮
崎
市

　
定
ア
ジ
ア
史
論
考
』
中
、
所
収
）
参
照
。
ま
た
、
拙
稿
「
属
望
に
お
け
る
『
都

　
曲
』
に
つ
い
て
」
（
『
奈
良
大
学
紀
要
』
七
、
一
九
七
九
年
）
に
お
い
て
若
干
の
整

　
理
と
問
題
提
起
を
行
な
っ
た
。

⑱
　
中
国
に
お
け
る
、
こ
れ
ら
二
つ
の
農
法
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
信
一
郎
氏

　
「
中
国
に
お
け
る
律
令
制
と
社
会
構
成
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
九
七
六
年
別
冊
）

　
参
照
。

　
以
上
、
我
々
は
三
代
華
北
の
農
業
生
産
力
の
発
展
段
階
を
確
認
し
つ
つ
、
農
業
経
営
の
あ
り
方
を
考
え
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
自
明
の
事
柄

を
も
で
き
る
だ
け
史
料
を
あ
げ
て
確
認
し
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
推
測
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
点
も
多
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
樽
代
の
農
業
経
営
に
つ
い
て
、
労
働
過
程
に
ふ
み
込
ん
だ
検
討
を
も
あ
る
程
度
ま
で
な
し
得
た
と
考
え
る
。
今
後
の
研
究
の
さ
さ

や
か
な
見
通
し
を
持
つ
こ
と
は
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
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た
だ
、
小
論
に
お
け
る
分
析
は
あ
く
ま
で
農
業
生
産
自
体
の
側
面
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
労
働
過
程
に
お
け
る
い
わ
ば
論
理
的
要
請
の
面
を

強
調
し
て
経
営
を
考
え
、
具
体
的
階
層
と
対
応
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
捨
象
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
も
多
い
。
例
え
ば
、
織
物
な

ど
の
家
内
手
工
業
、
ま
た
商
述
作
物
的
性
格
を
も
つ
疏
註
類
栽
培
な
ど
は
と
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
農
業
経
営
の
生
産
関

係
的
規
定
に
も
言
及
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
課
題
は
水
田
稲
作
の
生
産
と
経
営
を
分
析
す
る
と
い
う
課
題
と
共
に
刷
稿
に
譲
り
た
い
の
で

あ
る
。

　
ま
た
、
唐
言
の
農
業
経
営
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
点
も
多

い
と
思
わ
れ
、
大
方
の
御
指
教
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
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（
本
稿
は
一
九
七
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
補
助
金
に
よ
る
奨
励
研
究
㈲
「
唐
宋
変
革
期
に
於
け
る
土
地
所
有
と
経
営
の
展
開
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
）
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The　Production　of　Main．Cereals　aRd　Agricultural

Management　in　North　China　in　the　T’ang唐Period

by

Masaaki　Osawa

　　The　study　on　the　age　of　reform　between　T’伽g　and　Sκ㎎’宋has　been

so　far　made　on　the　tacit　premise　of　the　rapid　advancement　of　producing

powers　in　this　age．　But，　on　the　other　hand，　we　have　neglected　to　specify

the　actual　content　of　the　premise．　ln　this　article　1　will　tal〈e　up　various

facets　of　the　advanclng　productivity　from　the　late　T’ang　period　to　Five

Dynasties，　and　examine　them　in　reference　to　the　developrnent　of　mul－

tiple　cropping．　And　then，　after　considering　the　real　forms　of　the　int－

ensive　management　from　the　viewpoint　of　labour　process，　1　wi11　try　to

set　up　two　types，　the　large－scale　farmlng　and　the　small－scale　one．

　　From　this　analysis　we　might　conclude：　in　North　China　then　multiple

cropping　was　constantiy　brought　into　practice，　adopting　partially　the

method　for　maintaining　tlie　fertiiity　of　soiL　And　smallholders　were

oriented　more　clearly　to　reproducing　themselves　independeRtly，　whiie

inanors　ba＄ed　on　large－scale　farming　were　in　the　process　of　transition

with　their　own　farming　pi’eserved．　Here　we　can　find　a　stage　in　the

development　of　small－scale　management．

The　Commercia1　Policy　in　y磁％元Dynasty：The　System

of　y詑ヲ92％牙人and　the　System　of　the　Tax　on　Commerce

by

Tomoyuki　Miyazawa

　　In　this　article，　1　take　up　the　system　of　yav’一en　and　the　system　of　tlie

tax　on　commerce　and　consider　the　key－note　of　the　commercial　policy

of　Yaban　dynasty　in　order　to　examine　the　role　which　it　played　in　the

development　of　commerce　between　S％％g宋andル勧8’明．

　　Yav’e“n，　having　a’n　iRfiuence　on　the　distribution　of　merchandise，　some一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（292）




