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【
要
約
】
　
筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
、
商
鞍
田
制
の
い
わ
ゆ
る
二
百
四
十
歩
一
畝
制
に
お
け
る
一
意
の
実
際
の
面
積
は
、
従
来
の
菖
歩
一
畝
の
塁
審
の
三
倍

で
あ
る
と
す
る
見
解
を
提
出
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
見
解
と
関
逮
し
て
、
漢
代
に
お
い
て
も
こ
の
二
つ
の
畝
制
が
相
変
ら
ず
こ
の
比
率
で
換
算
さ
れ
な

が
ら
共
存
し
て
い
た
と
す
る
実
証
作
業
を
前
提
に
、
漢
初
の
十
五
分
の
一
の
率
に
よ
る
田
租
の
徴
収
は
従
来
ど
う
り
に
農
罠
の
耕
作
地
を
対
象
に
行
な
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
毒
心
期
の
三
十
分
の
一
の
率
に
よ
る
田
租
の
徴
収
は
、
こ
れ
を
農
蔑
の
保
有
地
対
象
に
切
り
替
え
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

そ
れ
は
農
業
生
産
力
の
薗
か
ら
雷
え
ば
、
商
鞍
田
制
以
来
の
耕
地
年
一
作
化
へ
の
動
き
の
終
着
点
で
あ
る
と
と
も
に
、
田
制
の
面
か
ら
言
え
ば
、
国
家
が

傭
々
の
農
民
の
耕
地
状
況
に
ま
で
立
入
っ
て
把
握
す
る
従
来
の
体
制
の
放
棄
を
意
味
し
て
い
た
。

　
商
鞍
田
制
を
起
点
と
す
る
祉
会
変
化
の
基
礎
に
あ
っ
た
の
は
、
鉄
製
手
懸
動
農
具
に
よ
る
農
法
の
普
及
で
あ
っ
た
が
、
最
終
章
で
は
こ
れ
と
異
質
な
も

の
と
し
て
展
開
し
た
鉄
海
牛
耕
農
法
の
展
開
の
起
点
と
し
て
の
代
田
法
を
検
討
し
、
そ
こ
で
も
少
く
と
も
出
発
点
に
お
い
て
は
、
斎
鎌
制
が
そ
の
農
法
の

基
礎
に
あ
っ
た
こ
と
、
具
体
的
に
い
え
ぼ
、
従
来
新
制
五
経
の
地
と
さ
れ
て
い
た
代
田
農
法
の
耕
区
は
、
旧
制
五
頃
の
地
を
単
位
と
す
る
耕
区
三
つ
に
相

当
し
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
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は
　
じ
　
め
　
に

従
来
の
秦
漢
期
の
田
制
に
関
す
る
諸
研
究
は
、
い
わ
ゆ
る
周
制
と
し
て
の
百
歩
一
息
制
が
、
遅
く
と
も
漢
の
武
帝
期
に
は
全
面
的
に
二
百
四

十
歩
一
畝
の
新
身
に
切
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
畝
制
の
単
位
面
積
の
比
率
は
、
一
対
二
・
四
で
あ
っ
た
こ
と
と
い
う
二
つ
の
基
礎

的
事
実
認
識
の
上
に
立
っ
て
お
し
す
す
め
ら
れ
て
き
た
。
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（

　
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
、
別
稿
『
商
鞍
田
制
考
証
』
に
お
い
て
、
商
聯
繋
制
は
共
同
体
的
制
約
下
に
お
か
れ
た
隔
年
耕
作
の
易
田
体
制
の
打
　
－

、



破
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
従
来
の
地
割
は
可
能
な
限
り
尊
重
さ
れ
、
二
百
四
十
歩
一
畝
欄
と
称
せ
ら
れ
る
新
現
制
の
実
際
の

面
積
は
、
い
わ
ゆ
る
周
制
の
三
百
畝
の
面
積
に
等
し
い
こ
と
、
商
鞍
は
こ
れ
を
趙
制
に
仮
托
す
る
た
め
に
、
町
道
に
沿
っ
た
一
辺
に
対
し
て
、

旧
来
の
一
二
一
五
倍
の
新
尺
度
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
の
面
積
を
名
目
上
周
制
の
二
・
四
倍
に
読
み
か
え
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま

た
、
こ
の
二
つ
の
畝
制
は
三
対
㎝
と
い
う
簡
単
な
比
率
で
読
み
か
え
ら
れ
、
秦
漢
時
代
を
通
じ
て
共
存
し
た
こ
と
等
の
諸
点
を
主
張
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
論
証
を
前
提
と
し
て
考
え
れ
ば
、
帯
代
の
照
制
に
対
す
る
理
解
は
そ
の
第
一
歩
か
ら
再
建
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。　

本
稿
は
実
証
的
に
は
、
漢
代
の
革
製
と
田
制
に
関
す
る
基
礎
的
事
実
に
対
す
る
正
確
な
認
識
の
確
立
を
め
ざ
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に

従
来
の
漢
代
田
制
史
研
究
の
弱
点
を
、
一
つ
の
畝
制
が
、
ど
の
よ
う
な
生
産
力
の
あ
り
方
に
対
応
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
田
地
を
め
ぐ

る
国
家
と
農
民
と
の
ど
の
よ
う
な
関
係
を
反
映
し
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
諸
点
に
対
す
る
意
識
的
な
検
討
が
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
点

に
も
と
め
、
こ
の
二
つ
の
視
点
か
ら
個
々
の
事
実
と
そ
の
連
関
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
よ
り
大
き
な
試
み
の
一
部
と
し
て
こ
の
よ
う
な
実
証
作
業

を
行
な
い
た
い
と
考
え
る
。

①
拙
稿
『
商
歎
田
翻
考
証
』
（
史
学
雑
誌
掲
載
予
定
）
。
な
お
、
こ
の
論
文
は
第
二

章
注
⑤
⑩
⑪
、
と
り
わ
け
⑪
の
渡
辺
信
一
郎
馬
の
論
文
と
関
連
し
て
い
る
。
あ
わ

せ
て
参
照
を
願
い
た
い
。

2　（2）

嗣
　
漢
代
に
お
け
る
二
重
畝
制
に
つ
い
て

　
最
近
の
渡
辺
信
一
郎
氏
の
諸
論
考
（
第
二
転
注
⑤
⑩
⑪
参
照
）
や
筆
者
前
掲
稿
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
商
鞍
田
制
は
、
同
じ
手
習
動
農

具
が
木
石
か
ら
鉄
製
に
代
っ
た
こ
と
に
よ
る
作
業
能
率
の
上
昇
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
肥
立
て
法
等
の
日
常
の
労
動
過
程
の

面
で
の
質
的
変
化
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
面
か
ら
考
え
て
も
商
鞍
田
制
に
お
け
る
新
畝
制
あ
る
い
は
一
般
的
に
二
百
四

十
歩
一
思
制
の
新
畝
欄
の
採
用
が
三
関
制
の
消
滅
を
も
た
ら
し
た
と
予
想
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
百
四
十
歩
一
思
欄
の
採
用
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を
前
漢
景
雲
年
間
の
こ
と
と
考
え
、
そ
れ
以
後
に
は
帆
翔
制
に
よ
る
表
示
は
見
ら
れ
な
い
と
断
定
す
る
昇
藤
徳
男
氏
を
は
じ
め
、
全
て
の
論
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
少
く
と
も
武
事
期
以
降
の
旧
中
耳
の
消
滅
を
当
然
の
前
提
と
し
て
議
論
を
す
す
め
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
史
料
そ
の
も
の
に
即
し
て
漢
代

の
旧
畝
制
の
あ
り
か
た
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
漢
代
、
そ
れ
も
後
藤
代
に
お
い
て
、
旧
畝
制
に
も
と
づ
い
て
地
積
を
表
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
史
料
に
地
券
が
あ
る
。
漢
代
地
券
に
つ
い
て

の
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
渡
辺
信
一
郎
氏
の
『
降
階
制
論
』
（
東
洋
史
研
究
四
三
－
四
、
一
九
八
五
）
が
あ
り
、
同
論
文
は
、
聖
代
の
田
地
が
阻
に

所
属
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
お
い
て
高
い
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
当
面
の
問
題
と
の
関
連
に
つ
い
て
言
え
ば
、
田
畑
が
階
に
所

属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
渡
辺
氏
が
正
し
く
復
元
し
て
い
る
よ
う
に
。
耕
地
の
一
端
が
吉
上
に
お
か
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
耕
地
条
が
随
に

垂
直
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
商
鞍
田
制
に
お
け
る
新
制
百
畝
の
地
は
、
筆
者
が
前
掲
鯛
稿
で
復
元
し
た
よ
う
に
、

肝
道
に
沿
っ
て
旧
制
百
歩
（
一
新
制
八
十
歩
）
、
隠
道
に
沿
っ
て
旧
制
三
百
歩
（
一
新
制
二
百
四
十
歩
）
の
長
さ
を
か
け
あ
わ
せ
た
も
の
と
し
て
構
成

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
横
軸
は
新
制
の
尺
度
に
よ
っ
て
、
縦
軸
は
旧
制
の
尺
度
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
新
古
制

は
現
実
に
国
道
に
垂
直
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
耕
地
条
の
面
積
を
表
示
す
る
た
め
に
は
、
は
な
は
だ
不
都
合
な
畝
制
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
渡
辺
氏
は
同
稿
で
、
地
券
に
記
さ
れ
た
『
就
職
亭
部
什
三
郡
西
嚢
照
三
畝
』
『
穀
郊
亭
部
三
夏
西
和
田
十
畝
』
の
二
例
に
見
え
る
『
婁
』

　
　
　
　
は
し

の
字
を
、
端
の
意
と
考
え
、
こ
の
二
地
響
は
「
陪
の
西
端
の
地
」
と
し
て
端
的
に
そ
の
所
在
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
他
の
地
片
と
は
こ
と

な
っ
て
、
そ
の
長
腎
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
と
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
渡
辺
氏
の
こ
の
見
解
は
事
態
の
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

つ
け
加
え
れ
ば
、
こ
こ
が
西
端
の
田
と
い
う
だ
け
で
四
駅
記
載
が
必
要
で
な
い
の
は
、
西
端
で
し
か
も
そ
の
地
黒
が
階
聞
全
て
を
う
め
て
い
る

場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
端
の
田
で
も
た
と
え
ば
南
北
長
が
三
十
歩
で
あ
れ
ば
、
の
こ
り
七
十
歩
分
の
田
地
と
の
隣
至
関
係

が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
地
獄
の
面
積
を
新
畝
制
で
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
十
畝
の
雪
嶺
の
場
合
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
階
の
長
さ
は
二
十

四
歩
、
三
尊
の
場
合
に
は
七
・
二
歩
と
な
り
、
は
な
は
だ
し
く
不
自
然
で
あ
る
。
逆
に
こ
れ
が
旧
畝
制
に
よ
る
表
示
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
当

3　（3）



然
の
こ
と
な
が
ら
、
た
と
え
ば
十
畝
の
面
積
に
対
応
す
る
阻
の
長
さ
は
十
歩
、
三
焦
の
習
合
に
は
三
歩
と
な
っ
て
自
然
な
数
値
が
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
漢
代
の
地
券
に
蓑
示
さ
れ
る
地
積
は
逸
文
制
に
よ
っ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
漢
代
に
お
け
る
輪
留
制
と
新
畝
制
の
共
存
を
示
唆
す
る
今
一
つ
の
手
が
か
り
は
、
礼
記
王
制
第
五
に
見
え
る
い
わ
ゆ
る
東
面
問
題
で
あ
る
。

こ
の
部
分
の
礼
記
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
（
段
落
は
筆
老
に
よ
る
）
。

　
コ
　
　
い
に
し
え

　
1
　
古
は
周
尺
八
尺
の
長
さ
を
も
っ
て
一
歩
と
し
て
い
た
。
今
は
周
尺
六
尺
四
寸
を
も
っ
て
一
歩
と
し
て
い
る
。

　
■
　
い
に
し
え

　
韮
　
　
古
の
百
畝
は
、
今
の
東
田
の
百
四
十
六
畝
三
十
歩
に
當
る
。

■
　
い
に
し
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
皿
　
古
の
百
里
は
、
今
の
百
二
十
一
里
六
十
歩
四
尺
二
十
ご
分
に
當
る
。

　
〔

　
こ
の
は
な
は
だ
難
解
な
一
連
の
記
事
に
対
し
て
郷
玄
は
、
現
在
で
は
周
尺
の
長
さ
は
わ
か
ら
な
い
が
、
も
し
現
今
の
一
尺
が
置
尺
八
寸
に
あ

た
る
と
仮
定
す
れ
ぼ
、
古
の
百
畝
は
現
在
の
百
五
十
六
畝
二
十
五
歩
に
あ
た
り
、
古
の
百
里
は
現
在
の
百
二
十
五
里
に
あ
た
る
と
注
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
き
コ
コ

そ
し
て
お
そ
ら
く
一
皿
皿
全
体
を
貫
く
論
理
構
造
の
説
明
と
し
て
は
、
こ
の
郵
玄
の
説
明
が
当
を
得
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
〔
〔
〔

　
こ
れ
に
対
し
て
文
献
通
考
巻
＝
二
一
の
『
歴
代
製
造
律
呂
』
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
王
制
は
古
に
は
周
尺
八
尺
を
一
歩
と
し
、
今
は
周
尺
六
十
四
寸
を
一
歩
と
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
周
尺
八
尺
と
は
八
寸
一
尺
の
周
尺
で
は
か
っ

　
　
た
場
合
を
言
い
、
周
智
六
十
四
寸
と
は
十
寸
一
尺
の
周
尺
で
は
か
っ
た
場
合
を
書
う
。
こ
の
い
ず
れ
も
が
外
歩
と
稻
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
周
代
に
は

　
　
八
寸
一
尺
と
十
寸
一
尺
と
い
う
二
つ
の
尺
を
用
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
し
か
し
、
心
癖
の
本
文
を
一
見
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
、
1
古
の
歩
の
長
さ
と
今
の
歩
の
長
さ
、
1
古
の
百
畝
の
広
さ
に
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
コ

当
す
る
今
の
面
積
、
皿
古
の
百
里
の
長
さ
に
相
当
す
る
今
の
里
の
長
さ
、
の
三
つ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
〔

合
に
も
、
昔
の
尺
度
の
方
が
今
の
尺
度
よ
り
長
い
と
い
う
結
論
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
結
論
そ
の
も
の
は
、
残
存
す
る
尺
度
か
ら
知
ら
れ
る
尺
度
の
歴
史
的
な
動
き
に
合
致
し
な
い
特
異
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
意
味

に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
再
び
ふ
れ
る
が
、
古
の
一
歩
も
今
の
一
歩
も
同
じ
長
さ
で
あ
る
と
す
る
仮
空
の
判
断
の
上
に
立
っ
て
、
古
は
周
尺
八
寸

4　（4）



漢代国網考証（佐竹）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
一
尺
と
し
、
今
は
周
尺
十
寸
を
一
尺
と
す
る
と
解
す
る
通
考
の
論
は
断
章
取
義
の
言
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
文
全
体
の
論
理
構
造
を
正
し
く
把
握
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
郵
脚
注
の
示
す
数
字
と
、
王
制
本
文
の
示
す
数
字
と
が
相

当
な
食
い
ち
が
い
を
見
せ
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
礼
記
王
制
の
本
文
の
溝
造
を
さ
ら
に
明

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
王
制
の
論
理
構
造
を
さ
ぐ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
の
が
『
東
田
』
の
一
語
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る

が
、
こ
の
『
東
田
』
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
如
く
清
の
準
正
鰹
が
、
そ
の
癸
無
類
稿
漸
減
『
王
制
菓
田
名
制
解
義
』
で
卓
抜
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
い
に
し
え

　
　
王
制
に
は
、
　
古
は
周
尺
八
尺
を
一
歩
と
し
、
今
は
下
読
六
尺
四
寸
を
一
歩
と
す
る
と
い
い
、
ま
た
古
の
百
畝
は
今
の
東
田
百
四
十
六
畝
三
十
歩
で
あ
る

　
　
と
す
る
。
こ
の
東
田
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
鄭
玄
・
王
蒲
・
熊
安
生
・
皇
侃
・
劉
芳
・
平
安
國
等
の
大
家
も
ま
た
正
解
に
達
し
て
い
な
い
。
な
か
に
は
詩

　
　
経
に
い
う
『
其
の
畝
を
南
に
し
、
東
に
せ
よ
』
と
い
う
場
合
の
『
繭
畝
』
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
も
の
ま
で
あ
る
。
卑
見
に
よ
れ
ば
、
今
の
東
田
と
い
う

　
　
の
は
、
漢
の
武
帝
の
と
き
の
豊
富
以
東
、
黄
河
の
北
の
燕
・
趙
及
び
南
方
の
薦
井
田
地
割
の
の
こ
っ
て
い
る
地
域
を
言
う
の
で
あ
る
。
武
帝
以
後
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
が
し
の
か
た

　
　
こ
の
よ
う
な
地
割
は
無
く
な
っ
た
。
史
記
本
紀
に
は
「
商
鞍
は
肝
陥
を
開
き
、
　
東
地
は
洛
を
渡
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
粁
隔
を
開
く
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
が
し
の
か
た

　
　
言
う
の
は
井
田
地
割
を
膿
止
し
、
二
百
四
十
歩
を
一
心
と
す
る
地
割
に
か
え
た
こ
と
を
言
う
。
「
東
地
は
洛
を
渡
る
」
と
言
う
か
ら
に
は
、
秦
の
領
域

　
　
で
は
全
て
井
田
地
割
に
番
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
腎
管
で
は
依
然
と
し
て
百
歩
を
一
字
と
す
る
井
田
地
割
を
と
っ
て
い
た
の
で
、
こ
こ
で
『
東
田
』
と

　
　
欝
う
の
は
、
秦
の
領
域
で
の
二
百
四
十
歩
一
畝
の
制
に
よ
る
『
豆
田
』
に
解
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
楡
正
愛
が
南
方
の
水
田
地
帯
ま
で
も
井
田
地
割
を
採
用
し
て
い
た
と
す
る
点
に
は
た
だ
ち
に
従
い
え
な
い
が
、
東
田
を
、
洛
浜
以
東

で
行
わ
れ
て
い
た
百
歩
四
方
を
百
畝
と
す
る
地
割
を
指
す
と
す
る
主
旨
は
正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
愈
氏
の
見
解
に
従
っ
て
礼
記
王
制
の
本
文
を
解
釈
す
れ
ば
、
準
準
の
著
者
戴
聖
は
、
前
漢
の
は
じ
め
武
帝
に
よ
る
二
百
四

十
歩
一
旦
制
の
全
面
的
採
用
以
前
に
、
い
い
か
え
れ
ば
関
鍵
の
秦
地
に
お
い
て
は
商
鞍
以
来
の
二
百
四
十
歩
一
塁
鰯
が
施
か
れ
、
洛
浜
以
東
に

お
い
て
は
、
相
変
ら
ず
井
田
地
割
が
行
な
わ
れ
て
い
る
時
点
に
お
い
て
、
古
今
の
歩
制
・
里
制
・
畝
制
を
比
較
し
て
そ
こ
に
通
貫
す
る
比
率
を

指
摘
し
、
し
か
も
、
畝
制
に
つ
い
て
は
古
の
至
聖
と
は
原
理
を
異
に
す
る
二
百
四
十
歩
一
畝
制
を
と
る
秦
地
の
そ
れ
で
は
な
く
、
洛
浜
以
東
の
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井
田
地
割
に
お
け
る
そ
れ
を
も
っ
て
、
古
の
畝
制
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
史
家
そ
こ
の
け
の
ま
こ
と
に
周
到
な
態
度

と
言
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
周
到
な
態
度
は
、
雑
然
と
し
た
資
料
の
集
積
の
観
を
呈
す
る
気
惚
王
制
そ
の
も
の
の
性
格
に
合
わ
な
い
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
も
、
そ
こ
で
主
張
さ
れ
る
古
か
ら
今
に
到
る
尺
度
の
縮
少
と
い
う
事
柄
は
、
現
在
多
く
の
出
土
資
料
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

期
の
尺
度
の
動
き
に
真
薗
か
ら
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
戴
聖
が
も
っ
と
も
ら
し
く
提
出
し
た
古
今
尺
度
変
化
論
は
、
実
は
か
れ
の
誤
解
に
も
と
つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た

か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
筆
者
は
先
に
前
掲
別
稿
『
商
鞍
田
制
考
証
』
に
お
い
て
、
商
鞍
田
調
で
の
新
制
百
畝
の
耕
区
は
、
旧
制
百
畝
の
曲
調
三
つ
分
か
ら
な
り
た
っ

て
い
た
こ
と
、
及
び
商
鞍
は
こ
の
新
耕
区
の
横
軸
の
計
測
に
新
尺
度
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
二
否
四
十
歩
一
畝
制
に
読
み
か
え
て

い
た
こ
と
を
立
証
し
、
本
章
で
は
地
券
の
分
析
か
ら
、
こ
の
新
旧
両
面
制
の
二
重
構
造
は
後
漢
代
に
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
と
推
定
し
た
。
さ
ら

に
、
戦
最
期
の
一
疋
に
お
い
て
秦
制
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
旧
制
百
畝
の
走
査
三
つ
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
新
耕
区
と
し
て
、
こ
れ
を
従
来

の
小
畝
に
対
し
て
大
畝
と
名
づ
け
る
田
制
が
施
か
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
同
じ
西
之
で
験
証
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
面
積
に
つ

い
て
言
え
ば
、
画
地
の
大
畝
と
小
畝
と
の
関
係
は
、
そ
の
ま
ま
測
地
の
大
畝
す
な
わ
ち
二
百
四
十
歩
一
畝
制
の
新
宝
制
と
小
翻
す
な
わ
ち
百
畝

一
歩
鋼
の
旧
畝
鋼
、
と
の
関
係
に
等
し
い
の
で
あ
っ
て
、
斉
地
の
『
小
畝
』
す
な
わ
ち
『
疋
田
』
は
、
秦
地
の
小
壁
と
全
く
同
じ
大
き
さ
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
礼
記
王
制
に
見
え
る
『
東
田
』
と
は
、
質
地
に
お
い
て
二
百
四
十
歩
一
首
の
大
畝
を
た
と
え
ば
『
秦
田
』
と
い
う

よ
う
に
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、
東
方
斉
地
の
田
地
と
同
じ
畝
制
に
よ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
語
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
秦
地
に
お

け
る
百
歩
一
分
の
旧
畝
制
に
よ
る
耕
地
の
呼
称
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
は
じ
め
て
、
こ

　
　
　
コ
　
コ
コ

こ
で
の
至
丑
皿
の
各
条
は
全
て
漢
の
国
都
長
安
を
ふ
く
む
要
地
に
お
け
る
古
今
の
度
量
衡
の
比
較
と
し
て
話
の
筋
が
と
お
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
〔
〔
〔

　
と
こ
ろ
で
、
秦
地
に
お
け
る
こ
の
『
東
田
』
す
な
わ
ち
小
寺
の
百
畝
は
、
両
辺
全
て
を
新
尺
度
に
よ
っ
て
計
量
す
れ
ば
一
辺
八
十
歩
の
正
方

形
と
な
る
。
戴
聖
は
当
時
の
小
畝
一
夫
の
地
の
一
辺
が
八
十
歩
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
の
人
民
は
よ
り
広
い
耕
地
を
割
り
あ
て
ら
れ
て
い
た
と
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想
像
し
、
古
の
一
夫
の
地
を
新
制
百
歩
四
方
の
広
さ
で
あ
る
と
考
え
て
古
制
を
復
元
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
古
制
の
復
元
に
と
っ
て
の
困
難
の
一
つ
は
新
制
一
頃
の
地
が
年
一
作
方
式
化
す
る
に
つ
れ
、
降
道
あ
る
い
は
そ
の
後
身
と
し
て
の
畦
道

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ

が
消
滅
し
て
縄
の
び
が
生
じ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
今
、
横
幅
曳
綱
三
百
歩
間
の
幅
旧
制
三
歩
の
降
道
全
て
が
不
要
と
な
っ
て
消
滅
し
た
場
舎

　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
考
え
る
と
縄
の
び
の
率
は
ω
O
り
＋
。
。
O
O
－
ー
ピ
O
ω
と
な
る
。
こ
の
数
字
で
も
っ
て
、
戴
聖
の
考
え
る
尺
度
延
長
の
素
直
一
・
二
五
を
割
る
と
、
一

・
一
二
三
六
と
い
う
数
字
が
え
ら
れ
る
。
次
に
こ
の
数
字
を
自
乗
す
る
と
、
一
・
四
七
二
八
と
な
り
、
こ
の
二
つ
の
数
字
を
百
倍
す
る
と
、
そ

れ
ぞ
れ
礼
記
王
制
に
記
さ
れ
た
距
離
と
面
積
に
近
似
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
ピ
ッ
タ
リ
一
致
し
な
い
の
は
、
礼
記
王
制
自
身
に
記
さ
れ
た
距
離

の
数
字
の
自
乗
が
面
積
と
一
致
し
な
い
の
と
同
じ
要
因
、
お
そ
ら
く
は
計
箪
ミ
ス
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
こ
こ
で
の
距

離
の
長
さ
の
単
位
は
完
全
に
は
十
進
法
を
と
ら
な
い
の
で
、
そ
こ
に
戴
聖
の
あ
る
程
度
の
計
算
ミ
ス
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

①
本
稿
第
二
章
第
一
節
参
照
。

②
　
古
者
以
種
馬
八
尺
為
歩
。
今
塩
鱒
尺
六
尺
四
寸
為
歩
。
濡
者
百
畝
、
当
今
束
田

　
百
四
十
六
畝
三
十
歩
。
古
者
百
里
、
当
今
百
二
十
一
里
六
十
歩
四
尺
二
寸
二
分
。

③
　
関
野
雄
氏
が
そ
の
『
中
国
古
代
の
尺
度
に
つ
い
て
』
（
東
洋
学
報
三
五
i
三
・
四

　
二
九
五
三
、
中
国
考
古
学
研
究
）
で
、
こ
の
見
解
に
追
随
し
て
い
る
の
は
、
精

　
緻
重
厚
な
同
論
文
の
微
暇
で
あ
る
。

④
　
た
と
え
ば
、
国
家
計
量
総
局
主
編
文
物
出
版
社
出
版
『
中
国
古
代
度
量
衡
図
集
』

　
一
九
八
一
。

⑤
下
面
密
訴
前
後
を
通
じ
て
、
肝
晒
の
幅
が
旧
制
三
歩
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ

　
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
参
照
。

漢代田制考証（佐竹）

二
　
漢
代
の
田
租
徴
収
率
と
田
租
徴
収
の
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛
　
田
租
徴
収
率
の
変
動
と
そ
の
意
味

　
前
章
で
の
考
証
が
正
し
け
れ
ば
、
秦
制
を
う
け
た
漢
代
田
糊
に
お
い
て
は
、
一
貫
し
て
二
百
四
十
歩
一
畝
の
新
制
と
、
百
歩
一
驚
の
旧
制
と

が
、
同
じ
地
積
の
二
重
の
呼
称
と
し
て
共
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
も
し
、
こ
の
こ
と
が
事
実
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
従
来
の
漢
代
田
糊
の
位
置
づ
け
を
根
底
か
ら
覆
す
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
漢
代
田
制
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は
何
よ
り
も
ま
ず
秦
代
の
田
制
と
の
継
承
関
係
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
位
畳
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
こ
で
は
地
積
の
評
価
そ

の
も
の
が
こ
れ
ま
で
と
は
全
く
異
っ
た
形
で
な
さ
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
そ
こ
で
は
は
な
は
だ
多
方
面
に
わ
た
る
苗
代
田
制
の
再
検
討
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ

え
ず
、
そ
の
う
ち
の
田
租
の
徴
収
率
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
い
う
限
ら
れ
た
論
点
に
つ
い
て
、
そ
の
作
業
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
戦
国
期
以
来
、
田
租
十
分
の
一
と
い
う
の
が
、
多
く
も
な
く
少
く
も
な
い
標
準
的
な
税
率

で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
春
秋
宣
公
十
五
年
（
8
C
五
九
四
）
の
『
初
三
脚
』
面
革
羊
伝
は
、
こ
の
観
念
を
明
白
に
次
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
。

　
　
い
に
し
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
に
し
え

　
　
古
は
十
分
の
一
の
勢
動
徴
牧
率
で
墨
田
を
行
っ
て
き
た
。
　
古
に
ど
う
し
て
十
分
目
一
の
率
で
籍
田
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
十
分
目
一
の

　
　
徴
牧
輩
が
天
下
の
中
正
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
十
分
の
一
よ
り
多
け
れ
ば
、
そ
れ
は
夏
の
桀
王
の
ご
と
き
暴
政
で
あ
り
、
十
分
の
一
よ
り
少
な
け
れ
ば
、
そ

　
　
れ
は
雛
族
の
ご
と
き
未
開
野
葬
の
就
會
で
あ
る
。
十
分
の
一
の
税
率
は
天
下
の
中
正
で
あ
る
。
十
分
の
一
の
税
率
が
行
な
わ
れ
れ
ば
、
奄
美
の
聾
が
湧
き

　
　
お
こ
る
。

　
こ
れ
は
、
魯
の
宣
公
が
畝
に
税
し
た
こ
と
を
、
従
来
の
籍
田
に
よ
る
人
民
の
労
動
の
十
分
の
一
の
微
発
の
上
に
、
さ
ら
に
新
し
い
収
奪
を
加

え
た
も
の
と
し
て
非
難
す
る
文
脈
で
の
発
言
で
あ
り
、
事
実
認
識
の
当
否
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
を
要
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
発
言
内
容
は
当

代
の
常
識
的
観
念
を
よ
く
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
漢
の
時
代
に
田
租
の
微
収
率
は
ま
ず
（
十
分
の
一
か
ら
？
）
十
五
分
の
一
に
ひ
き
さ
げ
ら
れ
、
つ
づ
い
て
さ
ら
に
三
十
分
の
一

に
ひ
き
さ
げ
ら
れ
た
と
史
記
本
紀
、
漢
書
食
貨
志
等
の
史
料
は
記
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
こ
と
が
事
実
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
驚
倒
に
値
す

る
善
政
（
あ
る
い
は
悪
政
～
）
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
こ
れ
ら
の
改
革
を
賛
美
す
る
発
言
は
、
ほ
と
ん
ど
記
録
に
の
こ
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
次
に
示
す
塩
鉄
聾
未
通
篇
十
五
の
御
史
の
言
に
止
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
古
に
は
田
を
制
す
る
こ
と
百
歩
で
も
っ
て
一
畝
と
し
、
民
は
井
田
地
割
に
從
っ
て
百
畝
の
耕
匠
を
耕
し
、
十
分
の
一
の
率
で
そ
の
勢
動
を
提
供
し
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん
み
ん

　
　
　
　
　
　
す
じ
み
ち

　
　
の
よ
う
に
義
と
し
て
公
を
先
に
し
て
己
を
後
に
す
る
の
は
臣
民
た
る
も
の
の
職
分
で
あ
る
。
先
帝
は
、
人
民
の
生
活
が
苦
し
く
、
衣
食
が
足
ら
な
い
の

8　（8）
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あ
わ
れ

　
　
を
哀
憐
ま
れ
、
二
百
四
十
歩
を
一
重
と
す
る
幽
い
耕
鋤
を
設
定
さ
れ
、
三
十
分
の
一
の
徴
言
忌
で
田
租
を
納
入
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
制
田
二
百
四
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ご

　
　
歩
合
一
門
、
率
三
十
而
税
一
）
。
怠
惰
な
農
民
が
輿
え
ら
れ
た
こ
の
窪
い
耕
旺
を
耕
し
き
れ
ず
に
磯
え
買
え
る
の
は
道
理
と
い
う
も
の
だ
。
耕
さ
な
い
で

　
　
た
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ね

　
　
種
播
き
を
し
ょ
う
と
し
、
種
播
き
を
せ
ず
に
牧
諾
し
よ
う
と
す
る
農
民
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
璽
鐵
専
費
に
そ
の
責
め
を
き
せ
よ
う
と
す
る
の
は

　
　
お
門
違
い
と
い
う
も
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
こ
こ
で
先
帝
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
武
帝
を
指
す
こ
と
は
平
中
苓
黒
氏
の
説
か
れ
る
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね

　
こ
の
御
史
の
言
は
、
そ
の
前
に
文
学
が
武
帝
の
対
外
征
服
戦
争
が
も
た
ら
し
た
国
内
の
疲
弊
の
た
め
「
方
今
、
郡
国
は
田
野
に
瀧
あ
る
も
墾

　
　
　
　
　
　
い
え
　
　
　
　
　
　
み
た

さ
ず
、
城
郭
に
宇
あ
る
も
実
さ
ず
」
と
い
う
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
の
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
が
、
こ
の
御
史
の
言
に
お
い

て
も
、
直
接
に
は
田
租
の
微
収
率
の
低
下
に
よ
っ
て
農
民
た
ち
の
生
活
が
救
わ
れ
た
と
は
の
べ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
「
田
を
制
す

る
こ
と
二
百
四
十
歩
に
し
て
一
蓋
、
率
ね
三
十
に
し
て
一
を
税
す
」
と
い
う
御
史
の
雷
を
ど
う
解
す
る
か
を
別
と
し
て
も
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
農
民
に
は
十
分
な
田
地
を
与
え
て
い
る
、
農
耕
に
精
を
出
さ
な
い
で
餓
え
こ
ご
え
る
の
は
自
業
自
得
だ
と
言
う
こ
と
に
尽
き
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
の
問
題
と
し
て
は
文
学
が
「
田
野
に
瀧
あ
る
も
墾
さ
ず
」
と
い
う
の
と
共
通
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
ら
き

学
が
こ
れ
に
対
し
て
「
田
三
十
な
り
と
難
も
、
頃
畝
を
以
っ
て
税
し
扁
、
こ
れ
に
口
賦
・
更
賦
の
負
担
を
加
え
れ
ば
、
「
率
ね
一
人
の
作
に
し

て
そ
の
功
を
中
分
す
」
と
反
駁
す
る
の
に
対
し
て
も
相
変
ら
ず
農
民
の
怠
惰
を
責
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、

漢
書
に
お
け
る
田
租
率
の
低
下
を
賛
美
す
る
唯
一
の
記
録
と
し
て
の
塩
鉄
論
の
御
史
の
言
さ
え
、
額
面
ど
う
り
に
は
受
け
と
り
え
な
い
こ
と
を

示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
御
史
の
言
に
見
え
る
広
い
耕
区
の
設
定
に
対
す
る
強
調
に
注
目
す
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
の
史
料
は
旧
畝
制
か
ら
新

畝
綱
へ
の
変
更
と
田
租
率
の
低
下
と
を
関
連
的
に
惑
え
る
べ
き
こ
と
を
、
逆
に
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
わ
が
国
の
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
の
な
か
で
、
こ
の
二
つ
の
数
量
的
改
革
を
相
関
連
す
る
も
の
と
し
て
把
え
る
主
要
な
論
文
と
し
て
は
、
加
藤

繁
氏
の
『
支
那
古
田
制
の
研
究
』
、
宇
都
宮
清
吉
氏
の
『
詳
論
の
一
篇
二
四
〇
歩
道
に
つ
い
て
』
、
伊
藤
徳
男
氏
の
『
二
四
〇
歩
一
畝
制
施
行
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

意
義
』
『
二
四
〇
歩
一
畝
制
の
起
源
』
、
楠
山
修
作
疑
の
『
降
阻
前
史
』
の
五
篇
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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こ
の
四
駅
の
研
究
に
共
通
す
る
の
は
、
先
行
す
る
商
軟
田
欄
の
存
在
を
無
視
あ
る
い
は
軽
視
し
て
、
漢
代
に
お
け
る
二
百
四
十
歩
一
嵩
制
の

採
用
が
、
実
質
的
な
田
制
改
革
と
し
て
の
内
実
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
方
向
性
で
あ
る
。
加
藤
氏
・
宇
都
宮
氏
が
新
畝
制
の
最
初
の

法
制
化
の
時
期
を
武
官
期
に
も
と
め
、
伊
藤
氏
が
そ
れ
を
景
帝
二
年
に
も
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
改
革
の
相
互
関
連
を
主
張
さ
れ
て
い
る

の
を
は
じ
め
と
し
て
、
楠
山
氏
も
ま
た
武
帝
期
に
旧
来
の
民
俗
に
よ
る
境
界
を
改
造
し
、
里
共
同
体
に
わ
り
あ
て
る
耕
地
を
三
倍
に
し
た
た
め

に
、
田
租
の
率
を
三
十
分
の
一
に
し
て
、
全
体
と
し
て
の
税
額
を
す
え
お
い
た
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
秦
律
・
漢
律
を
ふ
く
む
多
く
の
新
出
土
史
料
に
よ
っ
て
、
商
鞍
以
来
の
二
百
四
十
歩
一
畝
制
の
田
制
の
姿
が
一
層
明
ら
か
と
な
っ

た
現
在
の
蒔
点
で
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
入
れ
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
た
。
今
必
要
な
こ
と
は
、
こ
の
二
つ
の
数
量

的
改
革
の
間
に
相
関
関
係
を
求
め
る
こ
れ
ら
の
研
究
の
基
本
的
視
角
に
ま
で
立
ち
も
ど
っ
て
議
論
を
再
整
理
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
諸
説
と
は
や
や
異
な
り
、
漢
代
に
お
け
る
二
百
四
十
歩
一
樹
制
の
採
用
に
前
後
を
劃
す
る
大
き
な
改
変
と
し
て
の
意
義
を
認
め
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
浜
口
重
国
揺
の
『
中
国
史
上
の
古
代
社
会
問
題
に
関
す
る
覚
え
書
』
が
あ
る
。
浜
口
民
は
そ
こ
で
、
武
帝
の
晴

代
に
は
ほ
と
ん
ど
の
耕
地
が
す
で
に
二
百
四
十
歩
を
一
溜
と
し
て
お
り
、
武
並
の
前
後
に
お
い
て
、
民
間
の
実
際
の
地
積
に
は
変
化
が
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た
。
浜
口
民
は
新
田
制
の
普
及
と
税
率
の
変
化
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
武
帝
が
「
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

制
は
一
百
歩
一
存
制
で
あ
っ
た
が
、
本
朝
は
今
後
二
百
四
十
歩
一
雨
制
を
採
用
す
る
。
従
っ
て
田
租
の
軽
き
こ
と
古
制
の
比
で
は
な
い
と
言
っ

て
善
政
を
誇
示
し
た
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
両
者
の
関
係
を
意
識
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
浜
口
疵
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

の
沿
え
方
は
は
な
は
だ
魅
力
的
で
あ
る
が
、
そ
の
論
拠
と
し
て
は
「
南
北
朝
か
ら
階
唐
は
無
論
二
千
四
百
歩
一
頃
制
の
時
代
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
要
し
た
労
働
力
が
二
三
人
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
前
漢
の
武
帝
以
前
の
人
で
あ
る
醜
錨
の
言
葉
に
照
合
す
れ
ぱ
、
武
勲
の
前
後
に

お
い
て
一
頃
の
実
面
積
に
大
な
る
根
違
の
な
か
っ
た
こ
と
は
殆
ん
ど
疑
を
容
れ
る
余
地
が
な
い
と
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
」
と
い
う
、
後
世
の
状

況
か
ら
の
湖
及
的
判
断
が
示
さ
れ
る
に
止
っ
て
い
る
。

　
畝
制
の
変
化
と
田
租
率
の
変
化
の
間
の
関
連
を
全
く
認
め
な
い
立
場
を
と
る
研
究
に
は
、
平
中
苓
次
氏
の
前
掲
論
文
『
漢
代
の
田
租
と
災
害
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に
よ
る
其
の
減
免
』
が
あ
る
。
同
氏
は
こ
こ
で
、
新
畝
制
に
よ
っ
て
二
・
四
倍
に
な
っ
た
耕
区
に
は
、
二
・
四
倍
の
田
租
が
か
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
か
ら
、
墨
黒
制
採
用
に
よ
っ
て
も
田
租
負
担
率
に
は
全
く
変
化
が
な
か
っ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
極
め
て
明
快
な
考
え
方

で
は
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
漢
土
に
入
っ
て
圏
租
が
従
来
の
十
分
の
一
か
ら
十
五
分
の
一
へ
、
さ
ら
に
三
十
分
の
一
へ
と
減
少
し
た
こ
と
は

動
か
し
難
い
事
実
と
な
っ
て
の
こ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
漢
代
の
畝
制
と
田
租
を
め
ぐ
る
諸
見
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
も
ち
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
全
面
的
に
は
支
持
で
き
な
い
と
言

っ
て
よ
い
。

　
さ
て
、
漢
代
の
田
租
の
徴
収
率
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
体
系
的
な
記
述
を
の
こ
し
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
漢
書
食
貨

志
巻
二
四
上
食
貨
志
上
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
く
わ
え

　
　
　
（
仁
心
の
戦
鳳
に
よ
る
疲
弊
を
承
け
て
）
天
下
が
統
一
さ
れ
て
以
後
も
、
人
民
に
は
蓋
誠
が
な
く
、
天
子
に
し
て
か
ら
が
黙
々
（
色
の
そ
ろ
っ
た
四
頭
立

　
　
て
の
馬
）
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
將
相
も
ま
た
牛
車
に
乗
っ
た
り
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
高
組
皇
帝
は
法
律
を
簡
約
に
し
禁
令
を
省
き
、
田
租
を
輕

　
　
く
し
て
牧
穫
の
十
五
分
の
一
を
税
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
こ
の
後
、
呂
后
・
罵
声
の
こ
ろ
経
濟
は
復
興
し
、
文
帝
は
入
粟
授
爵
の
政
策
を
と
り
財
政
が
豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
か
に
な
っ
た
）
。
そ
こ
で
文
責
は
詔
を
下
し
て
、
文
帝
十
二
年
の
租
税
の
孚
分
を
人
民
に
賜
興
し
、
翌
年
に
は
と
う
と
う
下
田
の
租
税
を
冤
除
し
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
や

　
　
の
十
三
年
後
、
孝
景
二
年
に
は
、
（
ふ
た
た
び
）
人
民
に
規
定
の
留
分
の
田
租
を
出
さ
せ
た
。
三
十
分
の
一
の
税
率
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
後
十
三
歳
、
孝

　
　
景
二
年
、
令
民
牟
出
田
租
、
三
十
而
税
一
也
）
。

　
最
初
に
高
祖
が
田
租
を
十
五
分
の
一
の
微
収
率
に
引
き
下
げ
た
時
点
以
前
の
税
率
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
あ
と
漢
書
巻
二
恵
帝

紀
に
「
田
租
を
減
じ
、
ま
た
十
五
分
の
一
の
徴
収
率
と
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
漢
初
の
田
租
率
は
十
分
の
一
と
十
五
分
の
一

と
の
間
で
ゆ
れ
動
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
わ
る
。

　
次
の
問
題
は
、
亡
帝
十
二
年
の
翌
年
に
、
民
田
の
租
税
を
免
除
し
た
処
置
が
、
そ
の
後
落
話
元
年
ま
で
つ
づ
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

11　（11）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
最
今
発
表
さ
れ
た
黄
謡
言
民
の
『
漢
代
田
税
征
課
中
若
干
問
題
的
考
察
』
が
、
賦
税
・
登
臨
の
減
免
に
つ
い
て
の
記

録
の
書
式
を
綿
密
に
検
討
し
、
こ
の
民
田
の
租
税
免
除
が
細
砂
十
三
年
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
漢
書
食
貨
志
の
こ

の
記
録
は
、
雨
注
の
三
十
分
の
一
と
い
う
照
租
徴
収
の
定
座
が
、
こ
の
景
帝
二
年
に
成
立
し
た
と
考
え
る
説
の
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
に
文
帝
の
田
租
減
免
と
全
面
が
い
ず
れ
も
当
該
年
の
み
の
臨
時
措
置
で
あ
る
と
す
る
と
、
景
帝
の
田
租
減
免
も
そ
の
年
だ
け
の
こ
と

で
あ
っ
た
と
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
来
、
こ
の
記
事
が
三
十
分
の
一
の
定
欄
の
開
始
を
示
す
も
の
と
受
け
と
ら
れ
て
き
た
の
は
、

そ
の
あ
と
に
「
三
十
而
税
…
也
」
の
一
句
が
続
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
｝
句
は
む
し
ろ
班
固
が
敷
延
的
説
明
の
た
め

に
挿
入
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
直
前
に
田
租
全
廃
の
記
事
が
あ
り
、
そ
の
解
釈
が
紛
ら
わ
し
く
な
る
の
で
、
半
租

が
三
十
分
の
一
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
直
前
の
田
租
率
が
あ
い
か
わ
ら
ず
十
五
分
の
一
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
、
こ
の
一
句
は
示
し
う
る
の
で

あ
る
か
ら
。
こ
こ
で
は
『
也
』
の
も
つ
語
気
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
錬
鉄
論
で
の
田
租
三
十
分
の
一
の
定
制
が
先
帝
す
な
わ
ち
武
帝
に
は
じ
ま
っ
た
と
す
る
発
言
は
、
宇
都
宮
疵
が
前
掲
稿
で
、

そ
れ
を
生
生
し
い
と
表
現
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
論
拠
を
覆
え
す
べ
く
身
構
え
て
い
る
論
争
聖
心
の
前
で
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
信
頼
性

が
高
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
田
租
の
徴
収
率
三
十
分
の
一
と
い
う
本
代
の
定
事
は
、
武
帝
の
と
き
に
成
立
し
た
と
考
え
て
ほ
ぼ
誤
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
に
は
、
次
の
二
つ
の
間
題
が
相
変
ら
ず
未
解
決
の
ま
ま
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
そ
の
第
一
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
塩
鉄
論
を
除
い
て
、
こ
の
武
帝
の
善
政
を
た
た
え
た
記
録
が
の
こ
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
第
二
は
、
十
分
類
一
か
ら
十
五
分
の
一
へ
、
十
五
分
の
一
か
ら
三
十
分
の
一
へ
と
い
う
田
租
徴
収
率
の
変
化
が
、
同
調
史
の
い
か
な
る
局

面
を
構
成
す
る
の
か
、
そ
こ
で
は
前
代
の
田
制
の
ど
の
部
分
が
ど
の
よ
う
に
変
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
す
で
に
前
掲
別
室
に
お
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
、
商
鞍
以
前
の
単
位
経
営
農
民
の
毎
年
の
耕
作
地
は
、
八
十
畝
・
九
十
畝
・
百
畝
・
百
二
十

畝
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
え
た
が
、
そ
の
分
布
は
百
畝
を
中
心
と
し
て
お
り
、
地
域
・
地
味
に
よ
っ
て
広
狭
の
差
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
一
単
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漢代田制考証（佐竹）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

位
経
営
農
民
の
耕
区
、
す
な
わ
ち
一
夫
の
地
と
し
て
も
つ
意
味
は
同
様
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
耕
区
は
観
念
的
に
は
い
ず
れ
も
百
畝
の
分
田
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
耕
区
は
未
だ
毎
年
の
連
続
耕
作
に
は
耐
え
え
な
か
っ
た
。
現
実
の
耕
区
は
、

あ
る
年
に
農
民
が
耕
作
す
る
百
畝
の
耕
区
と
、
そ
の
年
に
は
休
耕
さ
れ
、
翌
年
に
耕
作
さ
れ
る
休
耕
区
と
か
ら
な
っ
て
い
た
。
こ
の
一
セ
ッ
ト

の
土
地
は
、
一
応
単
位
農
民
の
保
有
区
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
休
耕
シ
ス
テ
ム
は
共
同
体
的
規
制
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

場
舎
の
田
租
率
は
、
農
民
の
耕
区
に
対
し
て
は
十
分
の
一
、
保
有
区
に
対
し
て
は
二
十
分
の
一
で
あ
っ
た
。

　
つ
い
で
商
鞍
田
制
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
百
畝
の
耕
区
と
二
蜂
起
の
耕
区
が
そ
れ
ぞ
れ
一
・
五
倍
に
拡
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
旧
制
三
百
畝

の
保
有
区
の
階
に
沿
っ
た
長
軸
を
、
従
来
の
一
・
二
五
尺
に
あ
た
る
新
尺
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
新
田
制
は
、
旭
区
百
二
十
畝
、
保

有
区
二
百
四
十
畝
の
セ
ヅ
ト
と
し
て
、
旧
制
百
二
十
畝
を
耕
区
と
し
、
旧
制
二
百
四
十
畝
を
一
保
有
区
と
す
る
趙
制
に
仮
托
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
商
鞍
田
制
の
施
行
後
、
単
位
経
営
の
農
業
生
産
力
は
著
し
く
高
ま
り
、
戦
国
末
期
ま
で
に
は
商
鞍
の
設
定
し
た
旧
舗
百
五
十
畝
の
南
区
は
ほ

ぼ
実
質
化
し
、
単
位
経
営
の
毎
年
の
耕
地
面
積
は
従
来
の
一
・
五
倍
程
度
に
拡
大
し
た
よ
う
に
見
え
る
。

　
こ
の
商
鞍
田
制
に
お
け
る
田
租
の
徴
収
率
を
直
接
に
示
す
史
料
が
残
存
し
て
い
な
い
の
は
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
問
題
に
迫
る

手
掛
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
前
掲
別
面
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
戦
国
末
期
の
斉
国
の
現
実
を
反
映
し
て
い
る
と
推
定
さ

れ
る
山
東
銀
雀
山
畠
簡
『
面
積
』
に
見
え
る
田
租
未
進
に
対
す
る
罰
則
は
、
単
位
経
営
農
民
の
保
有
地
雷
棚
三
百
畝
の
半
分
と
し
て
の
旧
制
百

五
十
畝
の
耕
地
に
対
し
て
十
分
の
一
の
田
租
を
か
け
る
状
態
を
標
準
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
旧
制
百
五
十
畝
を
、
商
蟹
田
制

と
の
対
応
で
定
額
と
見
る
か
、
あ
る
い
は
単
位
経
営
農
民
の
現
実
の
耕
地
面
積
の
標
準
と
把
え
る
か
は
、
今
後
の
検
討
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
事

柄
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
は
、
罰
則
の
各
段
階
が
田
租
漸
騰
の
額
に
全
面
的
に
対
応
し
て
お
り
、
単
位
経
営
の
収
穫
量
の
バ

ラ
ツ
キ
へ
の
配
慮
が
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
こ
で
の
租
額
は
定
額
と
し
て
の
百
五
十
畝
に
定
額
の
規
準
畝
収
の
十
分
の
一
を
か
け
て
え
ら

れ
る
定
額
租
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
も
し
こ
の
推
定
が
正
し
け
れ
ば
、
山
東
銀
雀
山
漢
簡
『
委
積
』
に
見
え
る
田
制
は
、
耕
区
の
面

積
こ
そ
拡
大
し
て
い
る
が
、
定
面
積
の
耕
区
か
ら
の
収
穫
の
十
分
の
一
の
田
租
の
微
収
と
い
う
点
で
い
わ
ゆ
る
周
制
の
田
租
徴
収
原
理
と
共
通
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し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
の
十
分
の
一
と
い
う
脳
租
徴
収
率
自
身
も
こ
の
時
代
の
常
識
と
合
致
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
雲
夢
秦
簡
中
の
田
図
に
は
、
こ
れ
と
は
や
や
異
っ
た
田
制
の
側
面
を
表
現
す
る
史
料
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
稿
藁
微
収
に
つ

い
て
の
規
定
で
あ
る
。

　
　
入
頃
稠
稟
、
以
其
受
田
之
数
。
無
張
（
墾
）
不
張
（
墾
）
、
頃
入
窃
三
石
、
面
謁
石
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ぐ
さ
わ
ら

　
　
頃
ご
と
に
納
入
す
べ
き
聖
意
に
つ
い
て
は
、
受
田
面
積
を
規
準
に
す
る
。
耕
地
・
休
耕
地
を
論
ぜ
ず
、
一
頃
に
つ
き
窃
三
石
、
七
二
石
を
納
入
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
の
規
定
に
つ
い
て
、
中
国
の
学
者
た
と
え
ば
胡
平
生
磯
は
、
そ
の
『
青
峰
身
軽
木
津
「
為
田
律
」
所
反
映
的
田
中
制
度
』
の
な
か
で
「
墾

す
る
と
題
せ
ざ
る
と
無
く
」
禍
稟
を
入
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
主
穀
に
つ
い
て
も
同
様
に
「
署
す
る
と
罰
せ
ざ
る
と
無
く
」
田
租
が
徴
収
さ
れ

た
は
ず
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
主
穀
も
留
稟
も
と
も
に
受
田
の
数
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
の
で
あ
れ
ば
玉
文
に
「
墾
不
測
」
の
語

を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
な
い
。
主
穀
に
つ
い
て
は
、
耕
作
面
積
に
応
じ
て
田
租
を
微
隠
す
る
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
と
異
っ
た
場
合

と
し
て
、
こ
の
劉
藁
の
「
墾
既
墾
」
の
規
定
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
全
軍
変
法
後
の
出
国
に
お
い
て
は
、
「
受
田
の
数
」

す
な
わ
ち
個
鋼
経
営
の
全
保
有
耕
地
と
「
墾
田
」
す
な
わ
ち
翌
年
の
現
実
の
耕
地
と
が
、
と
も
に
国
家
の
手
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
お
り
、
各

年
の
耕
地
面
積
に
応
じ
て
そ
の
年
の
国
租
が
徴
収
さ
れ
、
単
位
経
営
の
全
保
有
地
を
対
象
と
し
て
、
翻
・
稟
等
の
家
畜
の
飼
料
な
ど
が
徴
収
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
史
料
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
に
よ
る
単
位
経
営
の
耕
作
地
の
掌
握
の
状
況
を
、
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
示
し
て
い
る
。

　
　
爾
爲
樹
（
樹
）
、
及
誘
（
秀
）
粟
、
軌
以
書
言
樹
（
濁
）
稼
、
誘
（
秀
）
粟
、
及
薇
（
墾
）
田
陽
母
（
無
）
稼
者
階
数
。
稼
已
生
後
二
念
、
亦
蝋
言
雨
少

　
　
多
、
所
利
頃
数
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
こ
の
や
や
難
解
な
律
文
を
、
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
は
、
次
の
よ
う
に
翻
訳
し
て
い
る
。

　
　
農
作
物
に
と
っ
て
頃
合
い
の
雨
が
降
っ
た
場
合
、
鍛
が
出
穗
し
た
場
合
に
は
、
た
だ
ち
に
書
面
で
も
っ
て
雨
の
降
っ
た
藤
積
、
出
撃
し
た
面
積
お
よ
び
す

　
　
で
に
開
墾
し
て
は
い
る
が
ま
だ
種
ま
き
が
終
っ
て
い
な
い
面
積
を
報
告
せ
よ
。
作
物
が
成
長
し
て
以
後
に
雨
が
降
っ
た
場
合
（
稼
已
生
後
而
雨
）
に
も
、
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漢代田制考証（依竹）

　
　
た
だ
ち
に
雨
量
の
多
少
と
そ
れ
に
よ
っ
て
潤
っ
た
面
積
を
報
告
せ
よ
。

　
こ
の
翻
訳
に
は
二
つ
の
閥
題
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
律
文
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
。
こ
の
一
文
の
後
半
は
「
稼
已
生
後
而
雨
」
と
い
う
一
句
で

始
っ
て
い
る
。
こ
の
律
文
全
体
は
そ
の
構
成
か
ら
見
て
、
こ
の
一
句
に
よ
っ
て
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
妙
文
の
前

半
は
作
物
が
発
芽
す
る
以
前
、
後
半
は
作
物
が
発
芽
し
て
の
ち
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
前
半
に
出
穂
に
つ
い
て

の
べ
ら
れ
、
後
半
に
作
物
が
発
芽
し
て
の
ち
に
は
と
い
う
条
件
が
語
ら
れ
て
い
る
と
す
る
の
は
肪
に
落
ち
な
い
。
第
二
に
語
句
の
解
釈
に
つ
い

て
。
律
文
に
は
、
三
度
に
わ
た
っ
て
『
稼
』
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
整
理
小
額
の
訳
で
は
、
最
初
の
「
…
樹
稼
」
の
場
合
の
『
稼
』
の
字
に

つ
い
て
は
訳
さ
ず
（
い
い
か
え
れ
ば
洲
然
と
農
田
を
指
す
も
の
と
し
）
、
あ
と
の
二
字
を
作
物
（
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
作
物
の
種
子
）
を
指
す
も
の
と
し
て

い
る
の
は
、
法
律
文
の
解
釈
と
し
て
は
不
徹
底
で
あ
る
。
こ
の
二
点
に
注
意
し
て
、
本
稿
で
は
次
の
よ
う
な
試
訳
を
提
出
し
て
お
き
た
い
。

　
　
種
子
ま
き
が
終
っ
た
あ
と
に
南
が
降
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
粟
が
芽
生
え
た
場
合
、
た
だ
ち
に
書
面
を
も
っ
て
、
種
ま
き
が
終
っ
て
雨
を
受
け
た
頃

　
　
数
、
雨
に
よ
っ
て
粟
が
芽
生
え
た
頃
数
、
及
び
今
年
の
耕
作
地
と
し
て
す
で
に
耕
し
絡
っ
て
い
る
が
種
ま
き
が
な
さ
れ
て
い
な
い
頃
数
を
報
告
せ
よ
。
作

　
　
物
が
成
長
し
て
の
ち
雨
が
降
っ
た
場
合
に
も
、
雨
量
の
多
少
と
そ
れ
に
よ
っ
て
受
盆
し
た
頃
数
を
報
告
せ
よ
。

　
整
理
小
組
の
訳
文
と
筆
者
の
試
訳
と
の
訓
詰
上
の
分
岐
は
誘
の
字
の
解
釈
に
あ
る
。
整
理
小
組
は
こ
の
誘
を
秀
の
意
に
と
っ
て
、
禾
黍
の
出

穂
を
意
味
す
る
と
す
る
。
こ
の
解
釈
自
体
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
田
律
の
文
脈
と
し
て
は
筋
が
通
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
筆
者
の
試
訳
は
誘
を
同
じ
く
秀
に
と
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
発
芽
の
意
に
と
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
の
秀
の
字
義
に
つ
い
て
は
、

秀
と
形
義
の
相
似
た
募
の
解
釈
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
募
に
つ
い
て
は
、
詩
経
小
鼠
大
田
に
「
不
宰
取
券
」
の
一
句
が
あ
り
、
そ
の
伝

に
は
「
券
は
苗
に
似
た
る
な
り
」
と
あ
り
、
こ
の
募
は
一
般
に
『
は
ぐ
さ
』
と
和
訓
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
同
じ
券
に
つ
い
て
説
文
一
下
に
は

「
禾
粟
の
蕃
に
し
て
、
生
じ
て
成
ら
ざ
る
者
、
こ
れ
を
童
蔀
と
謂
う
偏
と
あ
り
、
ま
た
「
禾
粟
の
下
魚
〔
場
〕
に
券
を
生
ず
る
な
り
」
と
あ
る
。

こ
の
揚
の
字
に
は
こ
れ
を
衛
字
と
見
る
も
の
を
ふ
く
め
多
く
の
説
が
あ
る
が
、
筆
者
は
む
し
ろ
こ
れ
を
こ
こ
で
〔
〕
に
入
れ
て
し
め
し
た
よ

う
膝
直
戴
に
場
の
字
の
誤
り
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
説
文
に
見
え
る
墨
字
の
解
釈
は
い
ず
れ
も
旧
年
の
禾
粟
の
劣
性
化
し
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た
　
　
ヘ
　
　
へ

た
ひ
こ
ぼ
え
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
は
ぐ
さ
と
ひ
ご
ば
え
に
共
通
す
る
の
は
禾
本
科
の
単
葉
の
幼
芽
形
態
の
一
致
で
あ
る
。
さ
ら
に
広

雅
今
世
に
は
「
秀
と
は
出
ず
る
な
り
」
と
あ
り
、
同
じ
く
筆
算
予
言
に
は
「
秀
と
は
茂
る
な
り
」
と
あ
る
。
以
上
の
訓
詰
に
共
通
し
て
見
出
せ

る
の
は
『
秀
』
に
葉
が
出
る
、
あ
る
い
は
茂
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
発
芽
し
た
禾
本
科
の
苗
の
姿
が
そ
こ
に
見
出
せ
る
と
思
わ

れ
る
。

　
以
上
の
考
証
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
、
こ
の
田
律
の
一
条
は
、
国
家
が
耕
作
・
植
え
付
け
・
育
苗
の
全
て
に
わ
た
っ
て
、
農
民
の
耕
地
の

状
況
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
国
家
が
農
民
の
耕
地
の
状
況
の
全
て
を
掌
握
し
て
い
る
こ
と
は
、
必
ら
ず
し
も
た
だ
ち
に
、
田
租
が
現
実
の
耕
地
の
広
さ
を

規
準
と
し
て
か
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
田
租
が
、
た
と
え
ぼ
商
鞍
田
制
の
場
合
に
、
新
し
く
設
定
さ
れ
た
旧
制

百
五
十
畝
陛
新
制
五
十
畝
の
耕
区
に
対
す
る
定
額
租
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
可
能
に
し
た
基
礎
に
は
、
こ
の
よ
う

な
個
々
の
耕
地
に
ま
で
及
ぶ
国
家
の
掌
握
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
牽
制
に
お
い
て
耕
地
と
休
耕
地
の
ロ
：
テ
ー
シ
ョ

ン
が
、
共
同
体
的
に
組
織
さ
れ
て
い
た
の
と
本
質
的
に
は
同
じ
機
能
を
国
家
が
掌
握
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
戦
国
末
期
の
里
国
あ
る
い
は
豊
国
に
お
い
て
は
、
国
家
に
よ
る
農
民
の
耕
地
状
況
の
掌
握
を
基
礎
に
、
旧
制
百
五
十
貝

田
新
制
五
十
畝
の
定
量
の
耕
地
、
あ
る
い
は
農
民
の
現
実
に
耕
作
し
て
い
る
耕
地
か
ら
の
収
穫
を
対
象
に
十
分
の
一
の
微
収
率
で
田
租
が
課
せ

ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
漢
代
に
入
る
と
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
十
分
の
一
と
十
五
分
の
一
と
の
間
で
ゆ
れ
動
い
て
い
た
田
租
率
は
上
帝
の
と
き
に
十
五
分
の
一
に
落

ち
つ
い
た
。
こ
の
十
五
分
の
一
の
租
率
が
給
費
田
制
に
お
け
る
旧
制
百
五
十
畝
匪
新
制
五
十
畝
の
耕
区
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
も
は
や
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
時
期
の
田
租
は
恐
ら
く
、
現
実
に
農
民
の
耕
作
し
て
い
る
耕
地
の
広
さ
を
対
象
と
し
て
十
五
分
の
一
の
黒
黒
で
も

っ
て
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
前
代
に
比
し
て
の
租
率
の
低
下
は
、
田
租
の
形
態
を
と
ら
な
い
収
奪
の
強
化
と
セ
ッ
ト
に
な

っ
て
，
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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漢代田制考証（佐竹）
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武帝期以後

　＊実線内が耕区，破線内が保有区

＊＊点でうずめた部分が，課税対象地

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
漢
初
の
田
租
率
は
、
農
民
の
保
有
区
を
対
象
と
し

て
考
え
れ
ば
、
ほ
ぼ
三
十
分
の
一
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
こ
ま
で
く
れ
ぼ
、
い
わ
ゆ
る
武
帝
の
新
畝
制
の
採
用
と
三
十
分
の

一
の
租
率
の
定
着
は
、
田
租
賦
課
の
対
象
を
農
民
の
耕
地
か
ら
保
有
地

に
切
り
か
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
断
定
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ

こ
で
以
上
の
考
証
の
結
果
を
図
示
す
れ
ば
図
1
の
よ
う
に
な
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
や
や

不
安
定
な
形
で
あ
っ
か
わ
れ
て
き
た
後
漢
時
代
の
田
制
に
関
す
る
二
つ

の
重
要
史
料
、
す
な
わ
ち
、
筍
悦
の
漢
紀
と
後
漢
書
仲
長
統
伝
に
つ
い

て
も
、
よ
り
単
純
で
安
定
し
た
解
釈
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
懸
盤
の
漢
紀
巻
七
文
帝
二
年
条
に
は
、
漢
書
巻
二

四
食
貨
志
上
に
ひ
か
れ
た
竈
錯
の
上
言
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
の
せ
ら
れ

て
い
る
が
、
漢
書
の
場
合
に
百
石
と
な
っ
て
い
た
百
晦
の
収
穫
が
そ
こ

で
は
三
百
石
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
宇
都
宮
清
吉
氏
が
『
億
約
研
究
』
の
な
か
で
、
漢
書
食
貨
志
を
底
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
し
て
漢
紀
に
よ
っ
て
施
さ
れ
て
い
る
校
訂
に
従
っ
て
こ
の
部
分
を
訓

読
に
よ
っ
て
記
そ
う
。

　
　
今
、
農
夫
五
口
の
家
、
其
の
役
に
服
す
る
者
は
（
漢
紀
で
は
役
の
字
が
作

　
　
の
字
と
な
っ
て
い
る
）
二
人
を
下
ら
ず
。
其
の
能
く
耕
す
者
は
百
晦
を
過
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’
ぎ
ず
（
漢
紀
は
晦
を
畝
と
記
し
て
い
る
。
次
も
同
じ
）
。
麺
類
の
牧
は
百
石
を
過
ぎ
ず
（
漢
紀
で
は
三
百
石
に
な
っ
て
い
る
）
。

　
こ
の
場
合
、
漢
書
で
の
醜
錯
が
い
う
百
晦
が
β
制
で
あ
り
、
そ
の
収
穫
は
百
石
で
あ
っ
た
こ
と
、
葡
悦
が
こ
の
百
態
を
新
制
に
よ
る
も
の
と

誤
解
し
て
、
そ
の
収
穫
量
を
新
欄
百
晦
の
標
準
収
穫
量
と
し
て
の
三
百
石
に
書
き
か
え
た
と
す
る
宇
都
宮
属
の
見
解
は
正
し
い
。
愚
書
に
記
さ

れ
た
内
容
が
、
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
で
も
相
当
に
く
い
ち
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
く
い
ち
が
い
が
、
い
ず
れ
も
筍
悦
の
留
意
に
起
因
し
て
い

る
こ
と
も
、
こ
の
宇
都
宮
氏
の
判
断
を
う
ら
づ
け
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
宇
都
宮
氏
の
議
論
の
底
に
あ
る
の
は
、
新
畝
制
は
旧
畝
制
の

こ
・
四
倍
で
あ
り
、
こ
れ
に
畝
制
切
り
替
え
後
の
紺
】
・
二
五
倍
の
生
産
力
の
伸
長
が
加
わ
っ
て
、
こ
の
三
倍
の
標
準
収
量
が
成
立
し
た
と
す

る
認
識
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
生
産
力
の
発
展
が
こ
の
よ
う
な
単
位
面
積
あ
た
り
の
生
産
性
の
向
上
と
い
う
形
を
と
っ
た
か
否
か
は

明
ら
か
で
は
な
く
、
こ
の
話
は
む
し
ろ
単
純
に
筍
悦
が
寒
期
制
と
新
畝
制
を
と
り
ち
が
え
て
、
新
畝
制
が
旧
畝
制
の
三
倍
の
広
さ
で
あ
る
か
ら
、

収
穫
量
も
潟
畝
制
の
標
準
収
穫
の
三
倍
で
あ
る
と
し
て
、
勝
手
に
書
き
か
え
た
と
考
え
る
方
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

　
後
漢
書
列
伝
第
三
九
仲
長
統
伝
に
ひ
く
昌
言
の
問
題
の
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヨ
　
へ
　
ら
　
ヘ
　
ヨ
　
ら

　
　
今
、
肥
え
た
土
地
と
塊
せ
た
土
地
と
を
李
均
し
て
、
…
畝
あ
た
り
の
牧
穫
を
三
姫
と
す
れ
ば
、
こ
の
一
銭
に
つ
い
て
一
斗
を
徽
牧
し
て
も
多
過
ぎ
る
と
い

　
　
う
こ
と
は
な
い
。
…
…
古
人
は
二
十
分
の
一
の
税
率
を
未
開
製
麺
と
言
っ
た
が
、
漢
朝
の
三
十
分
の
一
の
税
率
は
何
と
言
っ
た
ら
よ
い
の
か
。
…
…
法
律

　
　
を
定
め
、
一
律
に
十
分
の
一
で
租
税
を
徴
号
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
更
賦
は
据
え
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
こ
こ
で
仲
長
唄
が
頭
に
描
が
い
て
い
る
の
は
、
全
面
的
に
年
一
作
化
し
た
耕
地
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
新
制
一
坐
す
な
わ
ち
旧
制
三
畝
（
旧

調
一
畝
に
対
し
て
一
息
）
の
地
に
対
し
て
三
曲
の
収
穫
が
想
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
十
分
の
一
の
睡
眠
で
田
租
を
徴
収
す
る
と
い
う
プ
ラ
ン
が
組
ま

れ
て
い
る
。
か
れ
は
漢
代
の
田
租
が
武
帝
以
後
、
保
有
地
を
賦
課
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
田
翻
と
は
性
質
を
異
に
し
て

い
る
こ
と
を
忘
れ
、
自
己
の
田
制
を
、
今
や
そ
の
背
後
に
あ
る
休
耕
田
の
姿
が
全
く
忘
れ
さ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
周
制
と
同
一
視
し
、
そ
の
正
当

性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
新
畝
制
の
畝
あ
た
り
三
餅
の
収
穫
と
は
、
こ
こ
で
も
新
玄
冬
が
旧
畝
制
の
三
倍
で
あ
る

と
こ
ろ
が
ら
、
単
純
に
旧
畝
制
で
の
畝
収
一
餅
を
三
倍
し
て
え
ら
れ
た
数
字
で
あ
ろ
う
。
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図
　
田
穏
徴
収
の
基
礎
と
そ
の
変
化

漢代田制考証（佐竹）

　
前
節
に
お
け
る
考
証
に
よ
っ
て
、
岡
宮
に
お
け
る
田
租
の
徴
収
率
の
十
五
分
の
一
か
ら
三
十
分
の
一
へ
の
切
り
か
え
は
、
武
帝
に
よ
っ
て
行

わ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
は
耕
地
へ
の
課
税
か
ら
保
有
地
へ
の
課
税
へ
の
変
化
と
い
う
課
税
原
理
の
重
大
な
変
更
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
ほ
ぼ

明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
生
産
力
の
側
面
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
基
礎
に
あ
っ
た
事
態
は
、
鉄
製
手
労
働
農
具
に
よ
る
農
法
の
普
及
定
着
と
、
そ
の
こ
と

に
よ
る
農
民
保
有
地
中
の
耕
地
比
率
の
上
昇
で
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
戦
国
末
期
に
お
い
て
す
で
に
、
単
位
経
営
農
民
の
保
有
地
で

あ
っ
た
新
畝
制
に
よ
る
三
豊
、
旧
尾
上
に
よ
る
三
百
畝
の
面
積
の
半
ば
以
上
が
年
一
作
田
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
後
漢
の
知
識

人
は
多
く
、
す
で
に
全
て
の
照
地
が
年
一
作
方
式
の
耕
地
と
な
っ
て
い
た
か
の
よ
う
な
感
覚
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
し
か
し
、
か
れ
ら
の
こ
の

よ
う
な
感
覚
は
、
前
漢
長
男
期
以
来
、
田
租
が
農
民
の
全
保
有
地
を
対
象
と
し
て
か
け
ら
れ
て
い
た
事
態
の
反
映
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
こ

と
は
必
ず
し
も
知
識
人
た
ち
が
正
確
に
現
実
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
瀬
田
農
法
と
の
か
か
わ
り
で
、
漢
代
の
生
産
力
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
な
課
題
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
史
の
継
承
整

理
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
も
若
干
の
検
討
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
漢
代
の
耕
地
状
況
を
包
括
的
に
知
る
た
め
の
最
も
墓
本
的
な
史
料
は
、
1
漢
書
巻
二
八
下
地
理
志
第
八
下
と
、
続
漢
書
郡
国
志
五
所
引
応
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

漢
官
儀
の
二
つ
に
見
え
る
田
地
と
芦
口
の
統
計
で
あ
る
。
漢
書
地
理
志
に
お
い
て
、
耕
地
と
の
関
連
で
考
察
す
べ
き
地
目
は
『
可
墾
不
可
墾
』

の
地
と
『
定
墾
田
』
の
二
つ
で
あ
る
。
『
可
墾
不
可
墾
』
と
は
、
や
や
難
解
な
表
現
で
あ
り
、
宮
崎
市
定
氏
は
そ
の
『
東
洋
的
古
代
』
の
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
、
こ
の
う
ち
の
不
可
墾
の
三
字
を
術
字
と
し
て
削
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
一
方
、
渡
辺
信
一
郎
氏
は
『
粁
隔
制
論
』
で
こ
れ
を
「
労
す
可
く
墾
す
可
か
ら
ざ
る
」
地
と
読
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
解
釈
は
と
も
に

成
立
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
宮
崎
氏
の
場
合
の
「
可
墾
」
の
内
容
と
、
渡
辺
罠
の
場
舎
の
「
可
墾
不
可
墾
」
の
内
容
、
及
び
学
徳
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に
お
け
る
定
墾
田
の
内
容
で
あ
る
。
宮
崎
氏
の
場
合
に
は
「
可
墾
」
の
地
は
文
字
通
り
開
墾
可
能
の
地
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
定
墾

田
に
つ
い
て
は
明
確
な
説
明
は
な
い
が
、
毎
年
耕
作
さ
れ
る
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
常
識
で
の
耕
地
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
渡
辺
氏
は
「
可
墾
不
可
墾
」
の
地
を
不
安
定
耕
地
、
皇
継
闘
を
安
定
耕
地
と
解
さ
れ
て
い
る
。
渡
辺
玩
に
お
い
て
も
、
安
定
耕
地
・
不
安

定
耕
地
の
内
容
は
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
耕
地
率
の
推
定
の
た
め
に
こ
の
デ
ー
タ
が
用
い
ら
れ
、
不
安
定
耕
地
と
安
定

耕
地
の
比
率
か
ら
こ
の
時
期
の
耕
区
中
で
の
平
均
耕
地
率
の
低
さ
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
氏
の
場
合
に
も
定
墾
田
す
な
わ
ち
安
定
耕
地

は
年
扁
作
方
式
に
耐
え
う
る
農
地
、
不
安
定
耕
地
は
不
定
期
作
付
け
地
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
不
定
期
作
付
地
の
内
容
に
つ

い
て
は
同
氏
の
『
古
代
中
国
に
お
け
る
小
農
民
経
営
の
形
成
－
古
代
国
家
形
成
論
の
発
展
の
た
め
に
一
』
に
お
い
て
は
「
古
典
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

一
三
再
易
等
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
耕
地
」
と
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
い
う
易
田
を
さ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
掲
げ
た
漢
書
地
理
志
の
統
計
か
ら
は
、
当
時
の
一
塊
あ
た
り
の
定
墾
田
は
六
七
・
六
畝
、
可
墾
（
不
可
墾
）
田
は
二
六
三
・

九
畝
と
な
る
。
こ
こ
で
の
数
字
は
王
朝
の
公
式
デ
ー
タ
で
あ
る
か
ら
、
新
畝
制
で
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
続
漢
書
郡
国
志
の
統
計

に
お
い
て
は
同
じ
よ
う
な
数
字
が
畝
の
単
位
ま
で
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
百
畝
を
こ
え
る
並
数
が
三
例
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
推
測

は
確
実
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
渡
辺
氏
の
説
に
従
っ
て
、
そ
の
上
で
「
可
墾
不
可
墾
」
の
地
の
比
重
を
最
小
限
に
見
積
る
た
め
に
、
そ
れ
を

四
年
一
易
の
地
と
考
え
て
も
、
一
戸
あ
た
り
の
各
類
に
耕
作
す
る
「
可
墾
不
可
墾
」
の
地
は
約
六
十
六
畝
と
な
り
、
定
墾
田
と
あ
わ
せ
る
と
一

戸
あ
た
り
の
各
年
の
耕
作
面
積
は
新
畝
制
で
百
三
十
三
畝
強
と
な
る
。
こ
れ
は
旧
畝
制
で
は
約
四
百
畝
と
な
る
が
、
漢
代
の
農
民
が
春
秋
期
の

農
民
の
四
倍
に
達
す
る
耕
地
を
耕
作
し
て
い
た
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
こ
の
「
平
射
不
可
墾
」
あ
る
い
は
「
可
耕
」
の
地
で
行
わ
れ
る
農
業
は
、

基
本
的
に
は
、
例
え
ば
十
数
年
あ
る
い
は
数
十
年
の
サ
イ
ク
ル
で
行
な
わ
れ
る
焼
畑
農
業
や
、
不
定
期
の
汎
濫
原
で
の
耕
作
と
言
っ
た
、
易
田

農
法
と
は
範
疇
の
異
っ
た
粗
放
な
農
業
と
考
え
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
『
定
墾
田
』
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
年
一
作
方
式
化
し
た
田
地
と
考
え
る
こ
と
に
も
閥
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

三
期
期
以
後
田
租
の
賦
課
は
農
民
の
耕
地
を
対
象
と
せ
ず
、
保
有
地
を
対
象
と
し
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
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漢lk田藷瑠考証　（佐竹）

よ
り
の
ち
の
耕
地
統
計
に
あ
ら
わ
れ
る
面
積
は
、
保
有
地
と
し
て
の
面
積
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
統
計
に
見
え
る
『
定
墾
田
』
も
ま
た
農
民
の

保
有
地
（
た
だ
し
そ
の
大
部
分
は
す
で
に
年
一
作
方
式
田
と
な
っ
て
お
り
、
残
さ
れ
た
寸
分
も
二
年
一
サ
イ
ク
ル
の
易
田
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
）
だ
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
の
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
統
計
で
農
民
一
戸
あ
た
り
新
鷹
野
で
七
十
畝
前
後
と
計
算
さ
れ
る
保
有
地
の
う
ち
で
年
一
作
方
式
化
し
た
田

地
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
商
鞍
田
制
に
お
い
て
は
、
毎
年
新
畝
制
で
五
十
畝
の
耕
区
の
耕
作
が
当
面
の
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
、
戦
国
の
末

期
に
は
こ
の
目
標
は
ほ
ぼ
現
実
化
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
毎
年
の
耕
区
の
母
体
と
し
て
聖
裁
が
設
定
し
た
の
は
新
畝
制
で
百

品
目
地
で
あ
っ
た
が
、
現
実
に
全
て
の
農
民
が
こ
の
面
積
の
田
地
を
割
り
あ
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
国
土
春
秋
先
革
覧
第
四
二
成
篇
に
見

え
る
魏
の
嚢
王
に
対
す
る
史
起
の
周
知
の
言
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
魏
氏
の
田
制
と
し
て
は
、
一
耕
医
を
百
畝
と
定
め
て
お
り
ま
す
。
郷
の
地
方
の
み
は
一
耕
医
を
二
百
畝
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
土
質
が
劣
悪
だ
か

　
　
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
こ
の
と
き
魏
の
地
方
で
は
年
一
作
方
式
が
著
し
い
進
展
を
示
し
、
易
照
農
法
を
行
っ
て
い
た
の
は
郷
の
地
方

の
み
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
魏
国
の
状
況
は
、
秦
圏
に
お
い
て
も
必
ら
ず
し
も
無
縁
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

商
鞍
欄
制
の
特
質
は
、
新
嘗
制
と
旧
畝
欄
の
二
重
性
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
田
制
を
も
自
己
の
体
系
の
な
か
に
包
摂
し
う
る
シ
ス
テ
ム
を
と

っ
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
戦
国
末
期
に
新
制
五
十
畝
の
平
均
で
農
民
の
毎
年
の
耕
地
を
把
え
る
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
、
農
民
が
そ

の
年
の
耕
地
と
は
捌
に
同
じ
新
制
五
十
畝
の
休
耕
地
を
保
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
当
数
の
農
民
に
お
い
て
は
、
そ
の
保

有
地
中
で
の
毎
年
の
耕
地
の
比
率
は
こ
の
と
き
す
で
に
五
十
％
を
は
る
か
に
越
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
今
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
鉄
製
手
製
動
農
具
と
そ
れ
に
基
づ
く
農
法
の
急
速
な
普
及
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
、
農
民
の
必
要
耕
作
面
積
と

耕
作
能
力
と
の
問
の
乖
離
で
あ
る
。
本
来
の
商
鞍
田
制
に
お
い
て
は
、
新
畝
制
に
よ
る
耕
地
五
十
畝
と
休
耕
地
五
十
畝
の
セ
ッ
ト
と
し
て
の
百
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畝
の
農
民
保
有
地
が
、
農
民
の
生
産
力
基
盤
を
構
成
し
て
い
た
が
、
今
、
新
制
百
畝
の
地
全
体
を
毎
年
耕
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
耕
作

能
力
を
農
民
た
ち
が
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
従
来
の
休
耕
地
の
全
て
を
、
そ
の
保
有
者
が
開
墾
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
こ
の
新
し
く
出
現

し
た
可
耕
地
が
人
口
増
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
る
の
か
と
い
う
競
合
が
出
現
す
る
。
こ
う
し
て
、
あ
る
段
階
以
降
、
従
来
の
休
耕
地
は
か
な
り
急

速
に
年
一
作
方
式
の
苗
田
に
変
化
す
る
一
方
、
農
民
の
保
有
地
は
、
漸
次
縮
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
二
つ
の
動
き
の
合
成
の
結
果
が
こ

の
統
計
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
、
こ
の
『
定
耕
田
』
を
年
一
作
方
式
の
出
田
と
み
る
両
氏
の
見
方
は
、
実
質
的
に
は
全
く
的
を
は
ず

れ
で
は
な
い
に
し
て
も
、
形
式
的
に
は
支
持
で
き
な
い
。
こ
の
『
定
墾
地
』
の
な
か
に
は
、
あ
る
程
度
の
休
耕
地
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
統
計
に
見
え
る
農
民
一
戸
あ
た
り
の
『
定
墾
地
』
が
、
ほ
ぼ
新
羅
漢
で
七
十
畝
前
後
、
旧
懸
魚
で
二
百
畝
前
後
と
な
る
の
は
、

戦
国
末
期
の
標
準
的
経
営
の
耕
作
面
積
を
上
ま
わ
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
漢
代
に
入
っ
て
の
生
産
力
の
一
層
の
上
昇
を
想
定
す
る
と
と
も
に
、

休
耕
地
が
そ
の
一
部
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
耕
地
へ
の
課
税
か
ら
保
有
地
へ
の
課
税
と
い
う
田
租
徴
収
原
理
の
重
大
な
変
更
を
も
た
ら
し
た
今
一
つ
の
要
因
と
し
て
は
、
生
産
関
係
の
面

に
お
け
る
変
化
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
単
位
経
営
農
と
国
家
の
田
地
に
対
す
る
関
係
の
変
化
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、

田
地
に
対
す
る
農
民
の
占
有
権
と
国
家
の
所
有
権
の
確
定
の
形
式
に
お
け
る
変
化
で
あ
る
。

　
史
料
上
、
こ
の
問
題
は
い
わ
ゆ
る
『
名
有
田
』
の
問
題
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
学
説
史
上
、
最
初
に
こ
の
問
題
に
メ
ス
を
入
れ
た
の
は
、
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

嶋
定
生
氏
の
『
無
代
の
土
地
所
有
制
－
特
に
名
田
と
占
田
に
つ
い
て
』
で
あ
る
。
こ
の
論
文
に
対
し
て
は
、
そ
の
後
平
中
苓
次
氏
に
よ
る
一

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

連
の
批
判
が
発
表
さ
れ
、
そ
こ
で
は
西
嶋
氏
の
史
料
解
釈
と
問
題
の
歴
史
的
方
向
性
の
認
識
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
誤
ま
り
が
正
さ
れ
、
わ
れ

わ
れ
は
一
層
史
料
に
密
着
し
た
正
確
な
認
識
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
平
中
氏
の
批
判
に
は
こ
の
問
題
の
分
析
を
通
じ
て
、
申
国
古
代
の

田
綱
の
核
心
に
迫
ろ
う
と
し
た
西
嶋
民
の
研
究
方
向
を
十
分
に
は
ひ
き
つ
い
で
い
な
い
面
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
平
中
氏
の
批
判
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
西
嶋
論
文
の
方
法
上
の
弱
点
は
、
日
本
古
代
申
世
史
に
お
い
て
律
令
綱
の
解
体
期
に
展
開
し
た

『
名
』
の
聞
題
を
、
中
国
古
代
史
に
お
け
る
秦
漢
律
令
体
制
の
根
幹
の
一
つ
と
し
て
の
『
名
田
』
の
問
題
、
す
な
わ
ち
『
田
に
名
じ
』
あ
る
い

22　（22）



漢代田制考証（佐竹）

は
『
田
を
名
有
す
る
』
問
題
と
を
や
や
無
媒
介
に
並
置
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
ら
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
『
名
田
』
を
「
民
田
あ
る
い
は
私
田
と
い
う
民
有
地
総
体
を
表
現
す
る
名
称
と
異
っ
て
」
、
「
家
長
が
自
己
の
名
を
も
っ
て
そ
の
所

有
地
を
自
薦
し
て
田
籍
に
記
載
し
、
そ
の
所
有
を
認
識
せ
し
め
た
と
い
う
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
」
、
「
個
々
の
土
地
所
有
者
と
そ
の
所
有
の
実

体
と
が
個
性
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
」
も
の
と
す
る
西
嶋
氏
の
結
論
は
、
「
名
田
な
る
字
句
は
前
漢
時
代
に
お
い
て
い
ず
れ
も
土
地
所
有
の
禁

止
乃
至
は
制
限
政
策
と
付
随
し
て
の
み
史
書
に
現
わ
れ
る
」
と
い
う
現
象
に
注
目
し
た
と
こ
ろ
が
ら
ひ
き
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
、

『
名
田
』
問
題
が
、
秦
漢
律
令
体
制
の
解
体
、
す
く
な
く
と
も
一
時
的
解
体
再
編
成
へ
の
動
き
と
関
連
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
理
解
と
結
び
つ
い
た
『
名
田
』
『
占
田
』
の
解
釈
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
を
臼
蓋
史
上
の
『
名
田
』
と
パ
ラ
レ

ル
に
名
詞
と
し
て
把
え
、
民
田
・
私
田
と
は
異
っ
た
特
有
の
田
地
の
名
称
で
あ
る
と
す
る
解
釈
は
平
中
氏
の
批
判
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
。
現

在
必
要
な
の
は
、
こ
の
平
中
氏
の
批
判
を
ふ
ま
え
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
秦
律
律
令
血
糊
存
立
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
の
一
つ
と
想
定
さ
れ
る

『
名
田
』
『
名
有
田
』
の
問
題
を
、
秦
漢
田
制
の
講
造
の
な
か
で
改
め
て
位
置
づ
け
な
お
す
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
両
説
の
全
面
的
な
学
説
史
的
整
理
は
、
篇
幅
の
限
ら
れ
た
小
稿
の
よ
く
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
『
名
』
と
『
占
』
の
語
義

そ
の
も
の
に
関
す
る
限
り
、
両
説
の
間
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
相
異
は
実
際
に
は
な
い
よ
う
に
、
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

　
平
中
氏
は
、
西
嶋
氏
が
『
名
』
を
「
所
有
の
質
置
」
、
そ
し
て
土
地
に
関
す
る
限
り
「
官
に
よ
る
土
地
所
有
の
識
認
」
の
意
で
あ
る
と
把
え

て
い
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に
自
ら
の
「
一
定
の
名
儀
（
人
名
・
地
位
・
身
分
等
）
に
帰
属
さ
せ
る
意
」
と
す
る
理
解
を
対
置
さ
せ
て
論
点
を
整
理
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
平
中
氏
の
こ
の
整
理
に
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
抜
け
お
ち
て
い
る
。
そ
れ
は
西
嶋
氏
が
『
名
』
に
よ
る
「
所
有
の
認
識
」

は
、
田
地
の
国
家
へ
の
申
告
、
登
録
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
論
点
が
、
こ
こ
で
は
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
い
で
に
言

え
ば
、
平
中
氏
の
考
え
ら
れ
る
「
一
定
の
名
儀
に
帰
属
さ
せ
る
」
行
為
も
ま
た
、
名
籍
・
田
籍
へ
の
申
告
登
録
を
抜
き
に
し
て
は
あ
り
え
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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・
平
中
苓
黒
氏
は
、
、
そ
の
『
古
代
土
地
制
度
の
一
考
察
』
の
な
か
で
、
西
嶋
説
の
誤
り
を
端
的
に
示
す
場
合
と
し
て
、
漢
書
巻
五
九
の
張
安
世

伝
の
一
文
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
囁

　
　
（
張
）
安
世
は
、
父
子
、
侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
位
に
在
る
こ
と
太
だ
盛
ん
な
る
を
以
っ
て
、
乃
ち
隷
を
癒
す
。
都
内
に
麗
し
て
、
別
に
縛
帯
の
名
ず
る
こ
と

　
　
無
き
銭
を
繊
せ
し
む
る
に
、
百
萬
を
以
っ
て
数
う
。

　
平
中
氏
は
、
こ
の
「
名
ず
る
こ
と
無
き
銭
」
を
、
「
張
安
世
が
そ
の
名
儀
に
帰
属
せ
し
め
無
か
っ
た
銭
」
と
訳
さ
れ
、
つ
づ
い
て
「
若
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

西
嶋
民
の
『
名
』
1
1
『
所
有
識
認
』
説
を
も
っ
て
、
こ
の
文
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
張
安
世
の
所
有
た
る
こ
と
を
識
認
さ
れ
る
こ
と
の
無
か
っ
た

銭
を
、
宣
帝
が
わ
ざ
わ
ざ
都
内
に
命
じ
て
、
別
に
貯
え
さ
せ
た
こ
と
に
な
り
、
事
理
の
上
か
ら
全
く
矛
盾
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
、

　
し
か
し
、
こ
れ
は
や
や
ス
コ
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
議
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
虚
心
に
考
え
れ
ば
張
安
世
が
俸
録
銭
を
受
け
と
る
権
利
を
放
棄
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
手
続
き
上
か
ら
見
る
と
本
来
な
ら
俸
禄
賜
与
を
う
け
る
に
あ
た
っ
て
な
す
べ
き
所
定
の
文
書
手
続
き
を
な
さ
な
か
っ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
と
児
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
宣
帝
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
銭
に
か
れ
ら
の
請
求
権
が
な
お
存
在
す
る
と
見

な
し
て
別
に
蓄
え
さ
せ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
堅
甲
は
む
し
ろ
平
中
説
の
場
合
に
指
摘
で
き
る
の
が
あ
っ
て
、
俸
禄
の
受
取
り
は
、

自
然
の
果
実
を
占
有
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
名
儀
に
帰
属
せ
し
め
る
の
と
は
異
な
る
文
書
手
続
き
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
西
嶋
・
平
中
両
氏
の
業
積
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
学
び
と
る
べ
き
重
要
な
事
実
は
、
秦
漢
時
代
の
『
所
有
権
』
が
、
申
告
に
よ
る
登
録
に
よ
っ
て

客
観
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
名
籍
・
田
籍
へ
の
登
録
を
と
も
な
う
『
所
有
』
が
名
有
で
あ
る
。
状
況
に
応
じ
て
概
念
の
一

定
の
振
幅
を
さ
え
み
こ
め
ぼ
、
こ
の
よ
う
な
『
名
』
の
解
釈
は
、
両
氏
の
ひ
か
れ
る
全
て
の
史
料
に
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
漢
代
の
『
名
』
の
意
義
を
、
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
、
西
嶋
氏
が
注
目
さ
れ
た
、
史
記
列
伝
巻
農
商

三
三
伝
中
の
一
条
の
重
さ
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
奪
卑
・
爵
秩
・
等
級
を
弱
ら
か
に
す
る
こ
と
、
各
≧
差
次
を
以
っ
て
し
、
田
宅
・
臣
妾
9
衣
服
に
名
ず
る
こ
と
、
家
次
を
以
っ
て
す
。
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こ
の
一
条
中
の
『
名
田
宅
』
を
正
し
く
「
田
宅
に
名
ず
る
」
と
読
ま
れ
た
西
嶋
氏
の
理
解
に
従
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
「
画
工
に
名
ず
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
と
は
、
当
時
の
全
て
の
農
民
が
行
っ
て
い
た
田
欄
上
の
重
要
行
為
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
土
地
占
有
権
は
こ
の
行
為
を
通
じ
て
公
的
に
識
認
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
田
に
名
ず
る
」
と
は
、
農
民
と
田
地
の
対
応
関
係
が
田
籍
上
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
商
鞍
は
こ
の
よ
う
な
農
民
へ
の
田
地
の
割
当
て
に
階
層
化
の
原
理
を
適
用
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
お
そ
ら
く

そ
れ
以
前
か
ら
も
行
な
わ
れ
て
い
た
『
名
田
』
の
行
為
の
基
礎
に
あ
っ
た
共
同
体
的
関
係
の
改
編
と
国
家
的
編
成
が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
『
名
田
』
『
名
有
圏
』
の
原
理
は
秦
漢
律
令
制
下
の
田
制
の
基
本
的
原
理
と
し
て
、
少
く
と
も
後
漢
末
ま
で
維

持
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
両
氏
の
引
用
せ
ら
れ
た
史
料
の
な
か
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
『
名
』
の
字
義
を
比
較
的
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
漢
書
巻
九

三
郡
通
伝
を
再
び
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
　
皇
帝
が
崩
じ
景
帝
が
立
つ
と
、
（
文
帝
の
寵
臣
）
融
通
は
冤
官
さ
れ
家
居
し
た
。
あ
る
人
が
、
通
は
帝
國
の
領
域
外
で
不
法
に
鋳
銭
し
て
い
る
と
告
回
し

　
　
た
。
役
人
に
取
り
調
べ
さ
せ
た
と
こ
ろ
罪
状
明
ら
か
で
あ
っ
た
の
で
、
結
審
し
て
郡
通
の
資
産
を
洩
慨
し
た
が
、
そ
の
財
産
は
受
勲
規
定
額
に
及
ば
ず
、
そ

　
　
の
未
納
額
は
一
億
（
鉦
萬
）
を
以
っ
て
算
え
る
銭
額
に
達
し
た
。
文
帝
の
長
公
主
が
鄙
通
を
哀
れ
ん
で
銭
物
を
賜
渇
す
る
と
、
そ
の
度
に
役
人
が
没
即
し
、

　
　
讐
一
つ
さ
え
身
に
動
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
銭
物
が
か
れ
の
名
儀
と
な
る
と
即
ち
に
没
牧
さ
れ
る
の
で
、
長
公
主
は
や
む
な
く
、
蔓
物
の
名
儀
は

　
　
自
己
に
保
留
し
た
ま
ま
で
、
そ
れ
を
か
れ
に
濁
し
た
。
こ
う
し
て
、
都
通
は
覧
に
一
銭
を
も
自
己
の
名
儀
で
所
有
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
他
人
の
家
で
生

　
　
涯
を
絡
え
た
。

　
こ
の
一
文
は
『
名
』
が
単
に
占
有
や
使
用
で
は
な
く
、
明
確
に
所
有
の
概
念
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
さ

ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
『
名
』
と
対
比
す
べ
き
も
の
と
し
て
『
仮
』
の
概
念
が
こ
こ
に
出
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
『
名
』

と
『
仮
』
の
対
応
は
、
秦
漢
律
令
体
制
の
変
質
と
か
ら
ん
で
生
起
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
重
要
事
態
を
色
ど
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ

え
ず
『
名
』
と
『
仮
』
の
対
応
に
重
点
を
置
い
て
分
析
を
進
め
よ
う
。

25　（25）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
そ
か

　
さ
て
、
こ
の
一
文
に
お
け
る
『
仮
』
に
つ
い
て
は
、
晋
灼
は
、
公
主
が
鄙
通
に
銭
物
を
仮
貸
し
て
私
に
歯
せ
し
め
よ
う
と
し
た
（
鈍
万
の
債
を

2
）
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
顔
師
固
が
、
公
主
が
鄙
通
に
衣
食
を
給
し
た
が
、
こ
れ
を
郡
通
に
与
え
る
と
（
衣
食
が
郵
通
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

有
に
帰
す
る
と
）
、
そ
れ
が
債
負
の
一
部
と
し
て
没
収
さ
れ
る
の
で
、
『
仮
』
し
た
と
称
し
た
の
で
あ
り
、
鄙
通
が
コ
銭
を
も
名
ず
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
か
れ
が
衣
物
を
占
有
し
た
の
み
で
所
有
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
の
だ
と
す
る
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
所
有
は
、
正
式
に
は
つ
ね
に
『
名
有
』
と
し
て
、
広
義
の
申
告
・
登
記
等
の
手
続
き
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
い

え
よ
う
。
こ
の
他
人
の
『
名
有
』
し
て
い
る
も
の
を
、
本
来
的
に
は
、
そ
の
同
意
を
得
て
占
有
使
用
す
る
こ
と
が
『
仮
』
で
あ
っ
た
。

　
『
名
』
と
『
仮
』
の
関
係
を
示
す
こ
の
史
料
に
対
し
て
『
占
』
と
『
仮
』
の
関
係
を
示
す
の
が
、
漢
書
巻
七
七
の
孫
宝
伝
で
あ
る
。

　
　
こ
の
と
き
、
成
書
の
翼
、
紅
陽
侯
の
立
が
自
分
の
賓
客
を
使
っ
て
南
郡
太
守
李
爾
を
通
じ
て
草
田
数
百
頃
（
の
開
墾
）
を
申
昏
（
原
文
は
占
）
し
て
開
墾

　
　
し
た
。
問
題
の
撒
百
頃
の
相
学
部
分
は
す
で
に
学
府
か
ら
人
民
に
擬
し
て
耕
作
せ
し
め
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
す
で
に
熟
田
と
な
っ
て
い
た
。
立
は

　
　
上
書
し
て
今
は
自
分
の
名
儀
と
な
っ
て
い
る
こ
の
数
百
頃
の
買
い
上
げ
を
皇
帝
に
申
請
し
た
。
詔
で
も
っ
て
郡
に
そ
の
田
の
評
便
を
行
な
わ
し
め
、
代
債

　
　
を
興
え
さ
せ
た
が
、
一
億
銭
以
上
も
過
大
な
見
積
り
に
よ
る
支
擁
い
が
な
さ
れ
た
。

　
こ
の
史
料
は
そ
こ
で
明
言
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
も
あ
り
、
は
な
は
だ
難
解
で
あ
る
が
、
南
郡
の
見
積
り
が
過
大
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
、
評
価

対
象
に
少
府
の
半
沢
が
入
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
留
意
す
れ
ぼ
、
事
態
は
凡
そ
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
よ
う
。
紅
陽
国
立
が
未
開
墾
地
と
し

て
開
発
権
を
申
請
し
た
数
百
頃
の
地
の
な
か
に
は
、
牽
牛
が
名
有
し
、
農
民
に
仮
し
て
す
で
に
開
墾
さ
れ
て
熟
田
と
な
っ
て
い
た
耕
地
が
多
く

ふ
く
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
部
分
の
評
価
が
一
億
銭
以
上
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
の
田
地
に
つ
い
て
い
え
ば
、
少

府
の
名
有
↓
紅
陽
侯
の
申
告
に
よ
る
名
有
と
少
府
の
名
有
の
二
重
状
態
↓
少
府
の
名
有
と
い
う
帳
簿
の
空
操
作
に
よ
っ
て
、
一
億
銭
以
上
の
評

価
額
が
立
の
懐
に
こ
ろ
げ
こ
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
立
の
開
発
権
が
許
可
さ
れ
た
時
点
で
、
こ
の
数
百
頃
の
全
て
は
立
の
名
有
に
帰
し
て
い
た
の

で
あ
り
、
形
式
的
に
は
こ
の
手
続
き
を
と
っ
た
李
尚
に
全
て
の
罪
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
不
正
行
為
の
た
め
南
郡
太
守
李
尚
が
獄
死
し
た

の
に
対
し
て
、
立
は
直
接
に
は
罪
に
問
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
か
れ
が
宗
室
で
あ
っ
た
こ
と
を
計
算
に
入
れ
て
も
、
事
態
の
評
価
と
し
て
は
片
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手
お
ち
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
こ
の
よ
う
な
法
論
理
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
立
の
所
有
は
、
申
告
の
許
可
に
よ
っ
て
生
じ

た
と
す
る
西
嶋
馬
の
論
理
が
正
し
く
、
開
墾
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
す
る
平
中
氏
の
見
解
に
は
従
い
が
た
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
『
名
』
と
『
仮
』
の
関
係
を
示
す
史
料
と
し
て
は
ま
た
、
有
名
な
「
分
田
劫
仮
」
の
条
が
あ
る
。
最
近
渡
辺
信
一
郎
氏
は
そ
の

『
分
田
放
一
国
家
的
土
地
所
有
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
な
か
で
、
嘆
書
巻
九
九
王
葬
伝
中
に
見
え
る
こ
の
一
句
を
全
体
の
文
脈
の
中
に
正
し

く
位
置
づ
け
直
す
操
作
を
通
じ
て
、
従
来
地
主
小
作
の
関
係
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
「
豪
民
侵
陵
、
分
田
識
量
、
盛
名
三
十
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

一
、
実
苗
齢
五
也
」
と
い
う
二
分
の
一
の
収
奪
率
を
国
家
と
農
民
の
間
に
成
立
す
る
も
の
と
解
さ
れ
た
。
筆
者
も
ま
た
こ
の
渡
辺
氏
の
見
解
に

従
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
『
名
』
と
『
仮
』
の
関
係
か
ら
し
て
、
渡
辺
氏
の
「
分
田
劫
仮
」
に
対
す
る
解
釈
に
は
若
干

の
疑
問
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
前
掲
の
一
条
を
渡
辺
玩
は
「
豪
民
が
横
暴
を
ふ
る
ま
い
、
園
家
と
の
収
取
関
係
に
あ
る
私
田
か
ら
、
糟
糠
を
強
奪
す
る
こ
と
さ
え
あ

る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
分
田
』
が
本
来
農
民
の
『
名
有
』
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

こ
こ
に
い
う
『
仮
』
は
、
　
『
名
』
に
対
す
る
『
仮
』
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
一
文
は
「
稼
高
が
人
民
の
名
有
す

る
分
田
を
侵
心
し
、
む
り
や
り
に
『
仮
』
り
て
自
分
の
経
営
の
な
か
に
と
り
こ
む
か
ら
、
人
民
が
実
際
に
耕
作
す
る
照
地
は
そ
の
名
有
の
額
に

達
せ
ず
、
従
っ
て
そ
の
実
際
の
耕
地
に
対
す
る
田
租
の
負
担
率
は
著
し
く
加
重
せ
ら
れ
る
」
と
読
む
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
降
陪
鰯
度
を

媒
介
と
す
る
農
民
と
国
家
の
問
の
『
名
有
』
の
関
係
は
、
前
漢
末
の
こ
の
時
期
に
は
、
な
お
社
会
の
基
本
的
関
係
と
し
て
そ
の
生
命
力
を
維
持

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
列
名
有
』
の
制
度
の
最
終
的
変
質
を
も
た
ら
し
た
の
は
鉄
梨
牛
耕
を
生
産
力
的
基
礎
と
す
る
豪
族
の
大
土
地
所
有
の
発

展
と
そ
れ
に
よ
る
肝
腫
制
度
の
崩
壊
で
あ
ろ
う
が
、
今
そ
の
こ
と
を
問
題
と
す
る
余
裕
は
な
い
。
本
節
で
の
問
題
は
、
商
鞍
田
制
と
と
も
に
確

立
し
た
国
家
的
『
名
有
』
の
制
度
に
は
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に
一
定
の
変
貌
が
見
ら
れ
、
こ
の
変
貌
が
武
帝
威
の
田
制
改
革
の
背
景
の
ひ
と
つ

を
な
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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さ
て
、
す
で
に
何
度
か
論
じ
た
よ
う
に
、
秦
漢
期
に
、
共
同
体
的
な
易
田
体
制
か
ら
小
経
営
的
桑
田
体
制
へ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
く

易
田
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
消
滅
へ
と
い
う
農
業
生
産
力
の
発
展
の
過
程
が
進
行
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
し
て
『
名
田
』
の
欄
度
に
も

何
ら
か
の
変
化
が
見
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
今
、
こ
の
変
化
の
実
態
を
探
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
秦
漢
期
に
、
と
り
わ
け
漢
代
に
見
ら
れ
る
『
名

有
』
の
制
度
に
関
連
す
る
特
徴
的
な
事
態
を
確
認
し
、
そ
れ
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
た
『
名
有
』
の
制
度
の
変
質
の
結
果
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
事
態
の
全
過
程
と
そ
の
意
味
を
再
構
成
す
る
と
い
う
方
法
が
有
効
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
秦
漢
期
の
こ
の
よ
う
な
現
象
と
し
て
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
新
中
国
の
諸
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
平
中
食
下
氏
が
『
秦
の
自
実
田
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
』
の
な
か
で
分
析
の
対
象
と
さ
れ
た
田
地
の
『
自
実
』
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
関
す
る
直
接
の
史
料
は
、
わ
ず
か
に
、
史
記
十
六
秦
始
皇
本
紀
三
十
一
年
条
に
附
さ
れ
た
集
解
の
短
か
い
一
文
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
徐
廣
の
日
う
の
に
、
こ
の
年
、
人
民
に
そ
の
田
地
を
自
實
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
平
中
氏
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
学
の
研
究
を
背
景
に
こ
の
徐
広
の
コ
メ
ン
ト
を
読
め
ば
、
そ
れ
が
こ
の
時
期
の
田
制
の
理
解
に
か

か
わ
る
極
め
て
重
要
な
事
実
を
伝
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
平
中
氏
の
研
究
に
従
え
ば
「
徐
広
の
言
う
『
使
野
壷
自
墨
田
』
と
は

『
人
民
に
自
ら
そ
の
田
地
を
官
に
申
告
さ
せ
る
』
と
い
う
意
味
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
施
策
は
、
平
中
玩
も
説
か
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
五
年

前
の
始
皇
二
十
六
年
（
B
c
二
二
一
）
の
秦
の
全
国
統
一
を
実
質
化
す
べ
き
一
つ
の
方
策
と
し
て
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ぼ
臨
時
の
、

政
治
的
配
慮
を
ふ
く
む
行
政
措
置
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
恐
ら
く
『
名
田
』
の
綱
度
を
、
少
吏
の
手
を
介
さ
ず
に
、
県
の
令
長
と
農
民
た
ち
の

間
の
関
係
と
し
て
実
質
化
す
る
方
向
が
追
求
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
時
期
の
『
名
有
田
』
に
ま
つ
わ
る
今
一
つ
の
特
車
的
な
事
態
は
、
こ
れ
ま
た
平
中
氏
の
同
論
文
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
墾
田
の
検

藪
の
問
題
で
あ
る
。

　
漢
代
に
お
け
る
墾
照
の
検
媛
に
つ
い
て
の
最
初
の
史
料
は
、
平
中
民
も
引
用
さ
れ
て
い
る
後
漢
書
巻
一
下
光
武
帝
紀
に
見
え
る
次
の
記
事
で

あ
ろ
う
。
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ひ
ろ
さ

　
　
建
武
十
五
年
（
A
D
三
九
）
六
月
庚
午
…
…
州
郡
に
詔
を
下
し
、
墾
田
の
頃
畝
と
戸
口
年
紀
を
検
籔
さ
せ
た
。
さ
ら
に
（
検
籔
に
あ
た
っ
て
の
）
郡
の
太

　
　
守
以
下
縣
の
丞
尉
以
上
の
不
正
不
公
卒
を
調
査
さ
せ
た
。

　
後
漢
書
に
は
こ
の
他
、
列
伝
一
二
劉
隆
伝
、
列
伝
二
九
劉
般
結
露
に
田
地
の
検
藪
の
記
事
が
見
え
る
が
、
史
記
・
漢
書
に
は
血
色
の
語
が
見

え
な
い
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
に
代
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、
度
照
の
語
で
あ
る
。

　
こ
の
度
田
の
語
の
早
い
例
と
し
て
、
漢
書
文
帝
紀
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か

　
　
後
元
年
…
…
詔
し
て
日
う
の
に
…
…
田
を
遡
れ
ぼ
減
少
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
民
を
計
れ
ば
増
加
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
民
一
人
つ
つ
の

　
　
　
　
　
い
に
し
え

　
　
農
地
は
古
よ
り
増
加
し
て
い
る
の
に
、
甚
し
い
食
料
不
足
に
陥
っ
て
い
る
の
は
、
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
度
田
が
宮
盛
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
文
章
で
は
『
度
田
』
と
『
計
民
』

が
対
に
な
っ
て
、
王
朝
の
ル
ー
テ
ィ
ン
な
傾
度
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
『
京
田
』
が
検
籔
と
全
く
同
じ
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

と
思
わ
れ
る
つ
こ
れ
に
対
し
て
前
掲
の
後
漢
書
光
武
帝
紀
の
検
籔
の
記
事
は
、
こ
れ
に
携
わ
る
郡
の
太
守
以
下
の
長
吏
の
不
正
不
公
平
の
処
罰

を
予
告
し
て
お
り
、
実
際
に
同
紀
翌
建
武
十
六
年
条
に
は
、

　
　
建
武
十
六
年
（
A
D
四
〇
）
…
…
秋
景
丹
、
河
南
サ
張
芝
及
び
諸
郡
守
十
絵
人
が
、
田
を
度
る
こ
と
實
な
ら
ざ
る
に
坐
し
て
、
五
寸
に
下
さ
れ
て
死
ん
だ
。

と
あ
っ
て
、
こ
の
警
告
ど
う
り
の
処
罰
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
検
藪
が
度
照
と
言
い
か
え
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
れ

は
本
来
の
ル
ー
テ
ィ
ン
な
講
演
と
は
異
っ
た
、
田
地
登
録
の
不
正
摘
発
の
た
め
の
全
国
的
検
査
で
あ
る
こ
と
の
必
然
的
結
果
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
は
、
検
藪
が
自
実
と
は
異
っ
た
方
向
に
お
い
て
、
や
は
り
『
名
田
』
体
制
の
揺
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

単
純
化
し
て
い
え
ば
、
自
実
に
お
い
て
国
家
の
不
信
の
対
象
と
な
っ
た
の
か
、
い
わ
ば
少
吏
層
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
検
姦
に
お
い
て
国
家

の
不
信
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
更
地
登
録
を
行
な
う
農
民
と
り
わ
け
豪
族
と
、
豪
族
に
結
び
つ
い
て
不
正
を
行
な
う
長
吏
層
だ
っ
た
と
言
え

よ
う
。
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こ
の
よ
う
な
左
右
の
揺
れ
を
生
み
な
が
ら
も
、
国
家
の
ル
ー
テ
ィ
ン
な
仕
事
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
が
漢
書
に
い
う
度
田
の
作
業
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

逆
に
言
え
ば
、
国
家
の
基
本
的
な
行
政
と
し
て
の
汐
田
の
基
礎
の
動
揺
の
な
か
か
ら
出
現
し
た
の
が
、
そ
の
左
右
へ
の
揺
れ
と
し
て
の
自
暴
と

検
籔
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
こ
の
光
武
帝
紀
建
武
十
六
年
（
A
D
四
〇
）
条
の
注
に
ひ
く
東
羅
漢
紀
は
、
こ
こ
で
行
な
わ
れ
た
検
藪
の
実
態
に
つ
い
て
、
極
め
て
興

味
の
あ
る
記
録
を
残
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ま
か
し

　
　
刺
史
太
守
は
、
多
く
詐
巧
を
行
な
い
、
貴
核
（
現
實
を
反
映
し
た
正
し
い
調
査
）
に
務
め
な
か
っ
た
。
田
地
の
測
塁
（
度
田
）
に
名
を
借
り
て
、
人
民
を

　
　
照
の
な
か
に
聚
め
、
そ
の
間
に
聚
落
の
敷
地
ま
で
も
田
地
と
し
て
測
坐
し
た
の
で
、
人
々
は
遽
を
遮
っ
て
泣
き
叫
ん
だ
。

　
こ
の
書
き
方
か
ら
す
る
と
、
田
地
の
章
章
の
場
合
に
は
、
農
民
た
ち
は
田
地
に
出
て
検
算
に
立
ち
会
う
慣
例
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
こ
の

時
期
に
は
、
是
々
地
割
は
な
お
基
本
的
に
は
健
在
で
あ
っ
た
の
で
、
現
状
と
田
籍
と
を
対
照
し
、
立
会
っ
た
農
民
に
確
認
を
と
っ
て
ゆ
け
ば
、

検
事
の
仕
事
も
そ
れ
ほ
ど
紛
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

農
民
の
立
会
い
は
、
肝
阻
の
造
成
と
維
持
が
、
農
民
の
共
同
体
的
な
作
業
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
易
田
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
共
同
体
的
な
事
業

と
し
て
な
さ
れ
て
い
た
春
秋
期
以
来
の
慣
行
の
名
残
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
秦
簡
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
国
家
に
よ
る
耕
地

の
現
状
の
把
握
が
、
現
実
的
意
味
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
だ
と
す
る
と
、
そ
こ
で
も
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
的
慣
行
が
そ
れ
を
支
え
て
い
た
と

想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
商
鞍
変
法
に
お
け
る
「
田
宅
に
名
ず
る
」
政
策
も
ま
た
、
春
秋
以
来
の
共
同
体
的
慣
行
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
の
「
田
に
名
ず
る
」
行
為
は
、
現
実
に
は
農
閑
期
に
農
民
が
田
中
に
あ
つ
ま
り
、
官
吏
の
指
揮
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
耕

地
の
帰
属
を
確
認
し
て
ゆ
く
作
業
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
質
的
に
は
、
検
藪
に
あ
た
っ
て
国
家
の
側
が

新
し
く
作
り
あ
げ
た
連
帯
責
任
の
た
め
の
組
織
的
行
為
で
は
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
検
田
の
役
人
た
ち
は
東
観
漢
紀
の
い
う
よ
う
に
、
田
中
の

農
民
を
す
っ
ぽ
か
し
て
、
聚
落
の
敷
地
の
丈
量
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
農
民
の
立
会
い
が
検
田
に
際
し
て
国
家
の
側
か
ら
新
し
く
制
定
さ

れ
た
制
度
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
ア
ッ
ケ
ラ
カ
ン
と
踏
み
に
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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ヘ
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本
来
の
陸
田
の
制
度
が
、
秦
漢
期
に
自
画
と
検
彊
と
い
う
両
端
へ
の
揺
れ
を
見
せ
は
じ
め
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
度
田
の
共
同
体
的
基
礎
が

揺
ら
ぎ
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
恐
ら
く
、
共
同
体
的
要
素
と
結
び
つ
い
て
い
た
易
田
体
制
の
段
階
的
解
消
と
相
応
止
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
本
来
の
津
田
体
制
は
、
易
田
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
共
同
体
的
実
行
を
そ
の
基
礎
と
し
て
い
た
。
商
鞍
田
制
に
よ
っ
て
、
易
田
農
法
の
実
行
が

単
位
経
営
農
民
の
私
事
と
せ
ら
れ
、
や
が
て
易
田
農
法
そ
の
も
の
が
解
消
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
王
朝
の
園
地
把
握
の
重
点
は
農
民
の
耕
地
か

ら
保
有
地
へ
と
う
つ
っ
て
行
っ
た
。
亡
帝
の
田
制
改
革
は
、
こ
う
し
た
動
き
に
最
終
的
な
結
着
を
つ
け
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
は
、
田
制
面
に
お
け
る
春
秋
期
以
来
の
共
同
体
的
要
素
が
、
最
終
的
に
国
家
に
吸
い
上
げ
ら
れ
、
官
僚
体
綱
を
通
じ
て
、
国
家
に
よ
っ

て
掌
握
組
織
化
さ
れ
る
最
終
的
局
面
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

漢代田制考証（佐竹）

①
平
中
苓
次
『
漢
代
の
田
租
と
災
害
に
よ
る
其
の
減
免
』
（
立
命
館
文
学
第
一
七

　
二
、
一
七
八
、
一
八
四
、
一
九
一
、
一
九
五
九
↓
中
國
古
代
の
田
制
と
税
法
）
。
た

　
だ
し
、
同
氏
は
塩
鉄
論
の
な
か
で
先
帝
の
語
が
二
八
例
あ
る
と
誉
わ
れ
る
が
、
筆

　
者
の
検
索
に
よ
れ
ば
一
＝
例
に
と
ど
ま
る
。

②
　
加
藤
繁
『
支
那
古
田
制
の
研
究
』
（
『
支
那
古
代
の
土
地
制
度
隠
史
学
雑
誌
ニ
ニ

　
一
六
～
一
一
ゴ
一
一
六
↓
支
那
経
渚
国
中
脳
脅
議
上
”
一
九
五
二
）
。
　
宇
都
宮
清
士
口
『
傭
肌
約

　
研
究
』
（
名
大
文
学
部
論
集
五
”
一
九
五
三
↓
漢
代
社
会
経
済
史
研
究
）
、
伊
藤
徳

　
男
『
二
四
〇
歩
一
畝
欄
施
行
の
意
義
』
（
東
北
大
学
教
養
部
文
化
紀
要
第
四
集
”
一

　
九
五
九
）
、
同
『
二
四
〇
歩
一
畝
舗
の
起
源
』
（
集
刊
東
洋
学
第
二
集
二
九
五
九
）
。

　
楠
…
山
修
作
『
降
硝
日
明
史
』
（
工
甲
円
園
古
代
史
弧
胴
集
”
一
九
七
六
）
。

③
　
浜
口
重
圏
『
中
国
史
上
の
古
代
社
会
問
題
に
関
す
る
覚
え
警
』
（
山
梨
大
学
学
芸

　
学
部
研
究
報
告
第
四
号
“
一
九
五
三
↓
唐
王
朝
の
財
人
制
度
）
。

④
　
黄
昏
言
『
漢
代
田
税
征
課
中
若
干
問
題
的
考
察
』
（
中
国
史
研
究
一
九
八
一
－

　
二
）

⑤
　
分
困
の
観
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
信
二
郎
『
分
照
敬
一
士
家
的
所

　
有
の
イ
デ
オ
μ
ギ
ー
』
（
中
国
史
像
の
再
構
成
“
一
九
八
一
二
）
参
照
。

⑥
　
胡
平
生
『
青
川
秦
墓
木
下
「
為
照
律
」
所
反
映
的
田
畝
制
度
』
（
文
史
第
十
九

　
号
二
九
八
三
）
。

⑦
　
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
『
睡
寒
地
秦
墓
竹
簡
』
第
二
四
頁
（
文
物
出
版
社

　
”
一
九
七
八
）
。

⑧
宇
都
宮
清
吉
前
掲
『
密
約
研
究
』
の
『
漢
代
社
会
経
済
史
研
究
』
で
の
第
三
〇

　
三
頁
。

⑨
　
宮
崎
市
定
『
東
洋
的
古
代
』
（
東
洋
学
報
四
八
－
二
・
三
一
一
九
六
五
↓
ア
ジ

　
ア
史
論
毒
中
）
。

⑩
　
渡
辺
信
一
郎
『
肝
新
制
論
』
（
東
洋
史
研
究
四
三
一
四
、
一
九
八
五
）
。

⑪
渡
辺
信
一
郎
『
古
代
申
請
に
お
け
る
小
農
民
経
営
の
形
成
一
古
代
国
家
形
成

　
論
の
発
展
の
た
め
に
1
臨
（
歴
史
評
論
　
九
七
七
－
一
二
）
。

⑫
西
嶋
定
生
『
漢
代
の
土
地
所
有
制
－
特
に
名
田
と
占
田
に
つ
い
て
』
（
史
学

　
雑
誌
五
八
一
一
、
一
九
四
九
↓
中
國
古
代
國
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
）
。

⑬
平
中
苓
次
『
専
門
土
地
制
度
の
一
考
察
1
「
名
田
宅
」
に
つ
い
て
i
』
（
立
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命
館
文
学
七
九
、
一
九
五
一
）
、
問
『
玉
代
の
「
名
田
」
・
「
占
田
」
に
つ
い
て
』

（
和
田
博
士
還
暦
紀
念
東
洋
史
論
叢
、
一
九
五
一
）
、
の
ち
い
ず
れ
も
『
中
国
古
代

の
田
制
と
税
法
隔
に
収
録
。

⑭
平
中
二
次
『
塞
…
代
の
華
実
田
に
つ
い
て
』
（
橋
本
博
士
古
稀
記
念
東
洋
学
論
叢
、

　
一
九
六
〇
↓
中
国
古
代
の
田
制
と
税
法
）
。
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三
　
代
田
法
に
お
け
る
新
耕
区
の
設
定

　
周
知
の
よ
う
に
、
前
漢
武
適
期
末
年
に
施
行
さ
れ
た
趙
過
の
新
農
法
と
し
て
の
代
田
法
施
行
に
つ
い
て
の
、
唯
一
の
記
事
は
、
漢
書
巻
二
四

上
食
貨
志
上
に
見
え
て
い
る
そ
れ
で
あ
る
。
や
や
長
文
で
あ
る
が
、
従
来
の
解
釈
と
一
致
し
な
い
部
分
も
あ
る
の
で
、
次
に
分
段
し
な
が
ら
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

文
を
記
す
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
と

　
㈲
　
皇
帝
は
末
年
に
は
征
伐
の
事
を
悔
い
、
廼
ち
丞
相
を
封
じ
て
富
民
侯
と
爲
し
、
詔
を
下
し
て
曰
く
、
「
方
今
の
務
は
農
に
力
む
る
に
あ
り
」
と
。
趙
過

　
　
を
以
っ
て
捜
粟
都
尉
と
爲
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
み
す
き
　
　
　
　
　
　
ひ
と
く
み

　
⑧
　
過
能
く
代
田
を
爲
る
。
一
晦
に
三
剛
、
歳
ご
と
に
虞
を
代
う
。
故
に
代
田
と
諾
う
。
古
法
な
り
。
后
穫
始
め
て
田
に
躍
り
、
二
つ
の
霜
を
以
っ
て
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ

　
　
と
託
す
。
廣
さ
尺
、
深
さ
尺
を
剛
と
日
う
。
長
さ
は
晦
（
百
歩
）
に
終
る
。
一
膝
に
し
て
三
瑚
、
一
夫
（
百
晦
）
に
し
て
三
百
剛
な
り
。
而
し
て
種
を
剛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
や
　
う
ね
　
　
　
　
く
さ
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
さ
ぎ

　
　
中
に
播
く
。
萬
、
〔
三
〕
葉
を
生
ず
れ
ば
、
無
く
朧
の
草
を
縛
る
。
因
り
て
其
の
土
を
継
し
て
騒
っ
て
苗
根
に
附
す
。
故
に
其
の
詩
に
曰
く
、
「
或
は
芸
り
、

　
　
　
　
つ
ち
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ち
か
　
　
　
　
　
　
よ
う
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
さ
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ち
か

　
　
或
は
芋
う
。
黍
穫
凝
優
た
り
」
と
。
芸
と
は
草
を
除
く
な
り
、
芋
と
は
根
に
附
う
な
り
。
苗
稽
く
仕
ん
と
な
れ
ば
、
縛
る
毎
に
颯
ち
根
に
附
い
、
盛
暑
の

　
　
こ
ろ
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
比
い
、
朧
鑑
き
て
根
深
く
、
風
と
皐
と
に
能
う
。
故
に
擬
擬
と
し
て
盛
ん
な
る
な
り
。

　
⑥
　
其
の
耕
紙
下
種
の
田
器
は
、
皆
便
巧
あ
り
。
察
ね
十
二
夫
を
田
と
卜
し
、
一
井
一
季
な
り
。
故
轍
五
頃
に
し
て
、
綱
摯
・
二
牛
・
三
人
を
用
う
。
一
歳

　
　
の
牧
、
常
に
縷
田
を
過
ぎ
る
こ
と
一
餅
営
上
な
り
。
善
く
す
る
者
は
之
に
倍
す
。

　
⑪
　
過
、
激
え
て
太
常
・
三
輔
に
騒
つ
く
ら
し
め
、
大
農
に
工
巧
の
奴
と
從
事
と
を
置
き
て
、
爲
に
田
器
を
爲
ら
し
む
。
二
千
石
は
、
令
長
野
ニ
老
・
力
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ま

　
　
及
び
里
の
父
老
の
善
く
田
つ
く
る
者
を
逡
わ
し
て
、
田
器
を
受
け
、
耕
種
養
苗
の
状
を
學
ば
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
⑧
　
民
、
或
は
牛
少
な
き
に
苦
し
み
、
目
っ
て
澤
に
趨
く
も
の
亡
し
。
故
の
奉
都
の
令
、
光
、
過
に
激
え
て
人
を
鷺
っ
て
梨
を
親
か
し
む
。
過
、
光
を
奏
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が
い
　
た
め
　
や
と
い

　
　
て
腰
っ
て
丞
と
恥
し
、
民
に
激
え
て
相
に
興
に
庸
て
型
を
輔
か
し
む
。
輩
ね
人
多
き
者
は
、
田
つ
く
る
こ
と
日
ご
と
に
三
十
晦
、
少
き
者
は
十
三
晦
。
故
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ひ
ら
か

　
　
を
目
っ
て
田
多
く
墾
關
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

　
㈲
　
過
、
試
み
に
離
宮
の
卒
を
日
っ
て
、
其
の
宮
の
矯
地
に
田
つ
く
ら
し
む
る
に
、
茂
み
て
得
た
る
戴
は
皆
其
の
勢
ら
の
田
よ
り
多
き
こ
と
晦
ご
と
に
一
餅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
置
上
な
り
。
家
田
と
三
輔
の
公
田
に
命
ぜ
詠
め
、
又
た
逡
郡
及
び
居
延
城
に
教
う
。
是
れ
よ
り
後
、
邊
城
・
河
東
・
弘
農
・
三
輔
・
太
常
の
罠
、
皆
代
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か

　
　
を
便
と
す
。
力
を
用
う
る
こ
と
少
し
て
而
も
藏
を
得
る
こ
と
多
け
れ
ば
な
り
。

　
こ
の
代
田
法
の
畝
立
て
法
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
諸
家
の
意
見
は
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
撃
す
な
わ
ち
幅
一
歩
（
1
1
六
尺
）
、
長
さ
二
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ

四
十
歩
の
短
冊
型
の
地
に
、
幅
一
尺
の
三
本
の
細
長
い
㎜
を
作
り
そ
の
麟
の
な
か
に
播
種
し
、
作
物
の
成
長
と
と
も
に
、
さ
き
に
剛
の
土
を
掘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ち
か

り
あ
げ
て
作
っ
た
幅
一
尺
の
三
本
の
聾
の
土
を
く
ず
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
馴
の
作
物
の
根
に
培
う
。
や
が
て
、
璽
と
剛
は
平
均
化
さ
れ
、
翌
年

に
は
、
そ
の
年
に
㎜
で
あ
っ
た
部
分
を
襲
に
、
襲
で
あ
っ
た
部
分
を
麟
に
あ
て
、
同
じ
作
業
を
操
返
す
と
、
要
約
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
も
こ
の
定
説
に
従
っ
て
代
田
法
の
性
格
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
代
渡
法
の
記
述
に
見
え
る
学

制
を
新
制
と
見
る
か
、
旧
制
と
見
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
は
例
外
な
く
、
㈲
に
見
え
る
晦
は
旧
制
、
◎
に
見
え
る
晦
は
新
制

と
い
う
見
方
を
と
っ
て
い
る
。
㈲
に
見
え
る
晦
を
旧
制
と
見
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
問
題
は
な
い
が
、
⑥
に
見
え
る
晦
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
筆
者
は
前
掲
別
稿
に
お
い
て
、
商
客
に
よ
っ
て
新
装
制
が
施
か
れ
た
の
ち
に
あ
っ
て
も
、
旧
畝
制
は
新
編
制
と
二
重
う
つ
し
に
な
っ

て
の
こ
り
、
漢
代
に
入
っ
て
も
、
具
体
的
な
耕
作
方
式
や
、
売
買
時
の
面
積
表
示
等
の
私
的
な
分
野
に
お
い
て
は
、
残
影
制
が
用
い
ら
れ
る
の

が
普
逓
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
し
、
本
稿
第
一
章
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
を
追
証
し
た
。

　
こ
の
⑥
の
部
分
の
叙
述
が
ど
の
畝
制
に
基
づ
い
て
い
る
か
を
判
定
す
る
鍵
に
な
る
の
は
、
こ
こ
で
新
旧
両
寒
雲
の
い
ず
れ
が
採
用
さ
れ
て
い

る
と
考
え
る
方
が
、
趙
過
の
代
田
法
の
想
定
す
る
農
法
に
適
合
的
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
さ
て
、
斉
民
要
術
巻
一
耕
田
に
引
用
す
る
崔
裏
の
政
論
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
武
帝
は
趙
過
を
捜
粟
都
尉
に
任
命
し
、
人
民
に
先
進
的
農
業
技
衛
を
教
え
さ
せ
た
。
そ
の
法
は
、
三
梨
、
一
牛
を
共
に
し
、
一
入
で
こ
れ
を
舞
い
る
も
の

　
　
で
あ
り
、
種
を
下
す
の
も
縷
を
挽
く
の
も
、
全
て
一
つ
の
農
具
で
行
っ
た
。
こ
の
方
式
に
よ
る
と
、
一
窺
に
一
頃
の
地
の
播
種
が
可
能
で
あ
っ
た
。
今
で
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も
三
輔
で
は
そ
の
利
に
頼
っ
て
い
る
。

　
こ
の
「
三
型
、
一
牛
を
共
に
す
る
」
、
す
な
わ
ち
＝
顕
の
牛
で
三
梨
を
挽
く
と
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
天
野
元
之
助
氏
が
、
そ
の

『
申
国
農
業
史
研
究
』
の
な
か
で
、
斉
必
要
量
の
こ
の
条
の
爽
注
に
、
「
案
ず
る
に
、
三
管
一
牛
を
共
に
す
と
は
、
今
の
三
騨
縷
の
如
き
も
の

か
」
と
あ
る
の
を
引
用
し
て
「
今
日
、
河
北
・
河
南
・
山
西
・
陳
西
・
甘
粛
な
ど
に
見
え
る
三
脚
縷
の
原
型
で
あ
っ
た
と
解
さ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
」

と
説
か
れ
て
い
る
の
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
声
振
の
代
田
法
に
お
け
る
一
言
六
尺
の
幅
に
作
ら
れ
る
三
本
の
㎜
は
、
こ
の
三

梨
を
一
つ
に
セ
ヅ
ト
し
た
三
脚
縷
に
よ
っ
て
同
時
に
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
一
梨
の
梨
き
幅
を
一
尺
と
す
る
と
、
三
本
の
攣
頭

に
よ
っ
て
幅
三
尺
、
三
頭
の
聞
の
幅
が
合
計
二
尺
で
、
三
脚
縷
の
横
幅
は
漢
尺
で
五
尺
、
凡
そ
一
・
二
m
弱
と
な
る
が
、
こ
れ
は
一
牛
に
引
か

せ
る
こ
と
を
推
定
す
れ
ば
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
牛
一
頭
が
一
日
に
新
制
百
畝
の
地
の
播
種
を
行
っ
た
と
す
る
と
、
漢

尺
を
○
・
二
三
燃
と
し
て
、
牛
が
一
日
に
歩
む
距
離
は
、

　
　
　
　
O
飴
Q
Q
X
①
×
ら
o
O
O
×
H
O
O
陛
幽
回
蒔
O
O

の
計
算
に
よ
っ
て
、
四
一
・
四
㎞
と
な
る
。
た
と
え
こ
れ
を
通
説
ど
お
り
、
新
敵
欄
の
横
幅
を
旧
七
二
の
そ
れ
の
二
・
四
倍
と
し
て
計
亡
し
て

も
、
そ
の
距
離
は
三
三
・
一
二
㎞
と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
常
識
を
こ
え
た
数
字
で
あ
り
、
代
田
法
に
お
け
る
耕
作
技
術
の
基
本

も
ま
た
、
旧
畝
制
に
よ
っ
て
計
ら
れ
て
い
た
と
す
る
ほ
か
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
耕
牛
の
一
日
の
行
程
は
、
四
一
・
四
㎞
の
三
分
の
一
、
す

な
わ
ち
二
二
・
八
㎞
と
な
る
。
こ
れ
は
、
天
野
氏
に
従
っ
て
こ
の
三
脚
縷
を
「
播
種
溝
を
切
開
す
る
場
舎
、
抵
抗
力
の
き
わ
め
て
少
な
い
梨
、

す
な
わ
ち
無
床
梨
」
の
形
式
を
と
っ
て
い
だ
と
す
る
と
、
理
解
で
き
る
数
値
で
あ
る
。

　
以
上
の
耕
牛
に
よ
る
播
種
の
場
合
に
対
し
て
、
働
の
部
分
に
は
、
こ
の
作
業
が
人
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
描
写
し
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
「
人
が
多
い
場
合
に
は
、
一
幅
に
三
十
畝
」
「
人
が
少
い
場
合
に
は
、
一
日
に
十
三
山
開
が
人
力
禦
の
耕
程
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
「
人
多
き
場
合
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
米
田
賢
次
郎
氏
は
前
掲
の
『
趙
過
の
代
田
法
一
－
特
に
禦
の
性
格
を
中
心
に
し
て
ー
ー
』
の

な
か
で
、
「
こ
の
梨
は
元
来
が
牛
禦
耕
で
あ
る
か
ら
、
人
を
も
っ
て
代
用
し
た
時
は
、
三
人
や
四
人
で
は
充
分
と
は
い
い
難
く
、
恐
ら
く
は
十
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人
近
く
の
人
が
力
を
合
わ
さ
な
け
れ
ば
、
梨
の
効
果
を
充
分
に
あ
げ
た
と
は
い
い
難
い
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
一
方
、
牛
耕
と
人
力
耕
の
「
能

率
」
（
こ
こ
で
は
耕
起
速
度
に
つ
い
て
い
う
）
を
比
較
し
て
、
入
力
耕
で
も
人
多
き
場
合
に
は
牛
耕
に
お
と
ら
ぬ
ス
ピ
ー
ド
の
耕
起
が
可
能
で
あ
り
、

「
両
者
の
比
較
は
極
言
す
れ
ぼ
、
人
歩
と
牛
歩
の
ス
ピ
ー
ド
の
差
に
還
元
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
西
嶋
氏
は

同
じ
く
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
米
田
氏
の
『
能
率
』
概
念
を
批
判
し
て
、
人
多
き
場
舎
と
し
て
、
言
わ
ば
無
限
の
人
力
を
想
定
す
る
こ
と
は
不

合
理
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
合
い
ず
れ
の
説
に
よ
る
と
し
て
も
、
「
人
多
き
場
合
」
を
何
人
と
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
は
む
し
ろ

「
人
少
き
場
合
」
を
起
点
と
し
て
論
理
を
整
理
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
こ
の
場
合
、
論
理
的
に
は
「
人
少
き
場
合
」
と
し
て
、

梨
の
カ
ジ
と
り
一
人
、
牽
引
者
一
人
の
二
人
一
組
の
人
力
耕
が
考
え
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
二
人
一
組
に

よ
る
人
力
梨
の
使
用
が
、
と
り
わ
け
関
中
の
黄
土
地
帯
に
お
い
て
は
、
多
く
の
近
現
代
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
現
今
の
旅

行
者
も
ま
た
し
ば
し
ば
そ
れ
を
目
撃
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
米
田
厨
は
、
魑
こ
の
人
力
車
が
本
来
牛
耕
梨
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、

そ
の
牽
引
に
多
数
の
人
力
が
必
要
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
平
都
令
の
光
が
過
に
教
え
た
型
の
構
造
が
牛
耕
梨
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と

は
考
え
難
く
、
あ
る
い
は
、
こ
の
人
耕
梨
は
当
時
民
間
で
す
で
に
実
用
化
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
人
力
梨
の
作

条
効
果
は
牛
耕
梨
の
そ
れ
に
比
し
て
相
当
に
劣
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
な
お
播
種
溝
と
し
て
の
役
割
を
果
し
え
た
こ
と
は
、
現
今

の
ケ
ー
ス
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
言
え
ば
、
一
垂
簾
六
尺
の
地
に
幅
一
尺
の
播
種
溝
三
条
を
作
る
と
言
っ
て
も
、
種
子
の
覆
土
の
深
さ
さ

え
保
障
さ
れ
れ
ば
、
あ
と
は
六
尺
幅
の
地
に
三
本
の
、
ほ
ぼ
等
闘
隔
の
条
播
が
可
能
に
な
れ
ば
、
最
低
限
の
条
件
は
満
た
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
「
人
の
力
の
少
い
場
合
」
を
、
た
と
え
ば
夫
婦
二
人
で
梨
を
ひ
く
場
合
を
指
す
と
す
れ
ば
、
先
に
見
た
三
脚
縷
の
場
合
に
一
度
に

三
本
の
作
条
が
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
人
力
禦
の
場
合
に
は
一
度
に
一
本
の
作
条
し
か
で
き
な
い
の
で
、
同
じ
一
畝
の
作
条
の
た
め
に
は
、

直
言
耕
の
三
倍
の
距
離
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
二
に
旧
制
で
十
三
畝
の
作
条
を
行
っ
た
場
合
に
か
れ
ら
が
歩
ま
ね
ば
な
ら

な
い
距
離
は
次
の
式
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
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O
・
ト
っ
ω
×
①
×
δ
O
×
H
Q
◎
×
o
Q
“
切
ω
Q
◎
込
⊃

　
夫
婦
の
一
人
が
禦
を
ひ
き
、
の
こ
っ
た
一
人
が
梨
を
操
作
し
て
こ
れ
に
従
う
場
合
と
し
て
、
一
日
五
・
四
㎞
の
行
程
は
考
え
う
る
数
字
で
あ

ろ
う
。

　
次
に
、
人
多
き
場
合
に
一
日
三
十
畝
の
播
種
溝
の
作
条
が
可
能
に
な
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
運
行
距
離
が
、
人
少
き
場
合
の
二
倍

よ
り
多
く
三
倍
よ
り
少
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
人
数
は
、
四
人
と
な
る
。
梨
の
運
行
の
志
度
が
上
れ
ば

田
土
の
抵
抗
は
急
速
に
高
ま
る
の
で
、
こ
れ
以
上
の
人
力
の
投
入
に
よ
る
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
は
効
率
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

て
、
三
人
が
牽
引
し
、
一
人
目
梨
を
操
作
す
る
、
こ
の
人
多
き
場
合
の
一
日
の
耕
程
三
十
畝
と
い
う
の
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
一
度
に
三
本

の
作
条
痕
を
の
こ
す
牛
が
一
頃
の
地
を
耕
す
場
合
に
歩
む
距
離
と
ほ
ぼ
相
等
し
い
と
言
え
よ
う
。
そ
の
一
日
に
実
際
に
歩
む
距
離
は
、

　
　
　
　
O
』
Q
◎
×
O
X
ド
O
O
×
G
Q
O
×
ω
践
↑
卜
⊃
心
N
O

と
な
る
。
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
趙
過
の
代
田
法
の
場
合
の
、
梨
の
一
日
の
耕
程
と
そ
れ
に
要
す
る
労
動
力
の
間
に
次
の
よ
う
な
関
係
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
牛
耕
”
三
梨
一
牛
一
人
、
一
目
に
旧
制
一
〇
〇
畝

　
　
人
力
耕
二
禦
四
人
、
一
日
に
臓
制
三
〇
畝

　
　
人
力
耕
二
梨
二
人
、
一
日
に
旧
制
一
三
畝

　
次
に
、
こ
れ
ら
の
数
字
を
、
現
今
の
牛
耕
に
よ
る
一
日
の
耕
地
面
積
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

　
天
野
元
之
助
氏
の
民
国
期
の
山
東
地
方
で
の
耕
地
面
積
に
つ
い
て
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
具
牛
の
一
日
あ
た
り
の
耕
地
面
積
は
、
そ
の
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
ペ
ー
ス
・
メ
ー
カ
ー
と
し
て
の
騨
馬
が
入
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
大
き
く
異
な
る
。
例
え
ば
菓
昌
・
高
唐
等
の
地
方
で
は
、
牛
二
頭
の
セ
ッ

ト
は
、
一
日
に
二
・
五
～
三
千
畝
を
耕
し
、
牛
一
年
一
の
セ
ッ
ト
は
五
～
六
小
考
を
耕
す
。
ま
た
、
博
山
で
は
牛
三
頭
が
一
大
畝
を
耕
し
、
牛

二
騨
一
は
一
・
五
大
畝
を
耕
す
。
こ
う
し
て
、
牛
の
み
の
一
具
牛
の
一
日
の
耕
地
面
積
は
、
ほ
ぼ
一
大
畝
（
1
＝
小
畝
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
臨
調
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の
約
九
畝
に
あ
た
る
。
華
墨
の
伝
え
る
趙
過
の
翠
耕
と
現
代
の
山
東
地
方
の
梨
耕
と
の
間
に
あ
る
こ
の
十
倍
を
こ
え
る
大
き
な
差
は
、
山
東
と

山
西
の
土
質
の
差
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
梨
そ
の
も
の
の
性
格
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
華
墨
の
伝
え
る
趙
過
の
梨
は
、

天
野
氏
の
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
今
の
三
脚
縷
の
原
型
と
し
て
の
播
種
専
用
の
縷
で
あ
っ
た
。
代
田
法
に
お
け
る
二
人
～
四
人
に
よ
る
人
力

梨
の
一
日
あ
た
り
の
耕
作
面
積
で
さ
え
、
現
今
の
山
東
地
方
で
の
牛
数
理
の
梨
の
そ
れ
の
三
倍
以
上
に
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の

崔
塞
の
伝
え
る
趙
過
の
攣
が
い
か
に
播
種
溝
の
造
成
と
い
う
目
的
の
た
め
に
特
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
が
推
測
で
き
る
。
今
一
つ
の
要
因
は
、

先
に
も
ふ
れ
た
ス
キ
幅
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
一
般
耕
型
・
の
三
倍
の
幅
を
、
同
時
に
耕
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
崔
塞
の
伝
え
る
趙
過
の
梨
が
、
播
種
作
条
に
特
化
し
た
三
脚
縷
で
あ
ろ
う
と
す
る
立
場
か
ら
、
そ
の
耕
作
能
率
の
高
さ
を

説
明
す
る
天
野
元
之
助
氏
の
説
を
、
や
や
異
っ
た
角
度
か
ら
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
耕
法
の
基
礎
が
旧
畝
制
す
な
わ
ち
周
敵
に
よ
っ
て
示

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
再
確
認
で
き
た
と
考
え
る
。

　
次
の
問
題
は
、
漢
書
食
貨
志
の
代
田
法
の
記
述
の
⑥
に
見
え
る
趙
過
の
梨
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
崔
窪
の
伝
え
る
趙
過
の
梨
と
は
著
し
く

異
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
『
綱
梨
・
二
牛
・
三
人
』
を
一
具
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　
こ
の
綱
禦
の
具
体
的
実
態
に
つ
い
て
は
、
熊
代
幸
男
は
『
東
ア
ジ
ア
梨
耕
文
化
の
形
式
』
の
な
か
で
「
趙
過
の
『
綱
梨
・
二
言
・
三
人
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

耕
法
は
、
イ
ン
ド
初
発
型
の
よ
う
な
重
い
横
木
に
脚
の
つ
い
た
縷
攣
を
併
用
し
て
、
条
播
を
耕
田
に
導
入
し
た
も
の
」
と
考
え
ら
れ
、
天
野
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

之
助
民
は
「
黒
龍
江
安
達
地
方
で
用
い
ら
れ
た
『
対
梨
』
の
如
く
二
本
の
ス
キ
が
並
行
し
て
つ
な
が
れ
た
形
式
」
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
の
運
行
距
離
あ
た
り
の
耕
作
面
積
は
三
脚
縷
の
三
分
の
二
、
一
般
型
梨
の
二
倍
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
点
だ
け
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
一
日
の
作
条
面
積
は
一
下
旧
制
六
七
畝
以
下
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
現
今
の
山
東
省
の
暴
虐
の
一
日
の
耕

作
面
積
の
二
倍
と
し
て
旧
制
の
約
二
〇
畝
以
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
の
ち
に
再
び
問
題
と
す
る
よ
う
に
、
趙
過
の
代
田
法
の
核
心
の
一
つ
は
、
従
来
の
数
夫
の
地
を
、
新
し
く
拡
大
さ
れ
た
大
耕
区

と
し
て
設
定
し
、
こ
れ
に
迅
速
な
作
条
播
種
を
行
な
う
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
、
代
田
法
施
行
時
に
も
し
こ
の
よ
う
な
三
脚
縷
が
す
で
に
出
現
し
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て
い
た
な
ら
、
必
ら
ず
こ
の
こ
と
に
対
す
る
言
及
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
⑥
に
記
さ
れ
た
『
綱
梨
二
牛
三
人
物
の
耕
法
の
一
層

の
発
展
の
な
か
で
、
作
条
播
種
の
目
的
に
特
化
し
た
三
脚
縷
が
出
現
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
本
来
の
代

田
法
に
お
け
る
『
綱
禦
二
牛
三
人
』
の
一
具
牛
は
、
耕
躍
の
播
種
禦
と
し
て
の
三
脚
縷
へ
の
分
化
の
過
渡
期
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ

の
運
行
連
度
は
纏
よ
り
は
梨
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
本
来
の
趙
過
の
梨
の
一
日
の
耕
作
面
積
は
、
さ
き
の

二
つ
の
数
値
の
間
の
や
や
下
よ
り
と
し
て
、
三
十
畝
か
ら
四
十
畝
の
問
と
想
定
で
き
よ
う
。

　
米
田
賢
次
郎
氏
は
、
そ
の
前
掲
論
文
の
な
か
で
、
播
種
に
適
し
た
期
間
が
非
常
に
短
か
い
華
北
擬
業
の
特
性
か
ら
、
十
六
日
～
十
七
日
を
、

そ
れ
以
上
に
延
引
を
許
さ
な
い
播
種
の
た
め
の
ギ
リ
ギ
リ
の
春
菊
日
数
で
あ
る
と
し
て
、
一
日
三
十
畝
、
十
六
日
～
十
七
日
で
五
流
と
い
う
対

応
関
係
を
想
定
さ
れ
た
。
米
田
氏
の
こ
の
計
算
は
、
い
ず
れ
も
新
雨
網
に
よ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
旧
制
に
置
き
か
え
て
も
当
然
の
こ
と
な
が

ら
同
様
の
計
鋒
が
成
立
す
る
。
こ
う
し
て
、
米
田
残
の
想
定
す
る
播
種
期
間
を
踏
襲
で
き
れ
ば
、
代
田
法
に
お
い
て
適
当
と
さ
れ
る
べ
き
新
樹

区
は
、
一
具
牛
の
一
日
の
耕
起
面
積
を
旧
制
三
十
畝
と
し
て
、
旧
制
五
頃
程
度
、
旧
制
四
十
畝
と
し
て
旧
制
六
頃
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
代
田
法
の
耕
区
に
関
す
る
⑥
の
部
分
の
原
文
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
其
耕
紙
下
種
田
器
、
皆
有
便
巧
、
率
十
二
夫
、
爲
田
一
井
一
等
、
故
晦
五
明
、
用
編
上
二
士
三
人
、
一
歳
華
言
、
常
過
隅
田
晦
一
解
以
上
、
善
者
倍
之
。

　
こ
の
部
分
は
甚
だ
難
解
で
あ
る
が
、
こ
の
条
に
附
せ
ら
れ
た
鄙
展
の
注
に
よ
っ
て
読
む
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
無
論
に
よ
る
と
、
十
二

夫
す
な
わ
ち
周
制
千
二
蕾
畝
の
耕
地
は
、
二
百
四
十
歩
一
期
の
新
制
に
よ
っ
て
読
み
か
え
る
と
五
項
と
な
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に

縷
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
代
田
法
の
耕
作
法
と
し
て
の
基
礎
は
旧
畝
制
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
旧
畝
制
の
千
二
百
畝
は
新

制
で
は
四
頃
と
な
る
の
で
計
算
が
合
わ
な
い
。
郡
展
の
注
に
従
う
か
ぎ
り
、
文
中
の
「
故
晦
五
項
」
は
「
故
に
（
薪
制
の
）
晦
と
し
て
五
頃
に
あ

た
る
」
と
読
む
し
か
な
い
が
、
そ
れ
で
は
新
制
が
突
如
撮
現
す
る
こ
と
に
な
っ
て
文
に
お
い
て
順
な
ら
ず
、
ま
た
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
新
制

五
頃
の
地
は
一
具
隼
の
経
営
対
象
と
し
て
は
広
き
に
過
ぎ
て
、
と
て
も
画
期
的
な
収
量
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
新
出
の
孫
子
呉
聞
篇
に
お
い
て
、
耕
地
の
広
き
を
あ
ら
わ
す
の
に
規
準
と
な
る
隠
の
長
さ
を
示
し
、
こ
れ
と
直

38　（38）



漢代田髄考証（佐竹）

交
す
る
一
定
の
長
さ
と
の
積
に
よ
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
こ
の
隙
の
長
さ
が
吻
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
孫
子
呉
問
篇
に
対
す
る
整
理
小
組
の
注
で
は
、
こ
の
『
吻
』
が
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
の
は
、
早
福
堆
墨
書
『
易
説
・
昭

力
』
篇
で
『
四
海
』
の
語
が
『
四
勿
』
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
吻
と
晦
と
が
相
通
じ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
を
参
考
に
し
て
考
え
れ
ば
、
問
題
の
こ
の
部
分
は
「
故
晦
（
す
な
わ
ち
旧
綱
で
の
規
準
と
な
る
階
に
対
し
て
）
薫
習
ご
と
に
、
綱

梨
・
野
牛
・
三
人
を
用
う
」
と
読
ん
で
、
旧
畝
制
を
墓
礎
と
し
た
新
し
い
耕
区
の
設
定
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
す
な
わ
ち
、
一
具
牛
の
耕
区
と
し
て
の
旧
習
制
に
よ
る
五
三
の
広
さ
の
設
定
で
あ
る
。
天
野
元
之
助
氏
に
よ
れ
ば
、
斉
民
要
術
巻
頭
雑

説
に
見
え
る
適
合
経
営
規
模
と
し
て
の
小
壁
三
冠
と
は
す
な
わ
ち
百
害
三
百
畝
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
現
今
の
華
北
で
の
一
具
牛
の
負
撫
耕
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
現
今
の
畝
制
で
の
六
十
畝
か
ら
百
畝
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
代
田
法
に
お
け
る
旧
制
す
な
わ
ち
周
制
五
百
畝
の
耕
区
の
設
定
は
、

そ
れ
で
も
な
お
広
す
ぎ
る
と
言
っ
た
方
が
よ
い
く
ら
い
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
新
耕
区
の
設
定
が
従
来
の
地
割
に
対
し
て
も
つ
意
味
は
、
商
鞍
田
制
が
そ
れ
以
前
の
地
割
に
対
し
て
も
っ
た
意
味
と
は
大

き
く
こ
と
な
っ
て
い
る
。
商
鞍
田
制
の
生
産
力
的
基
礎
は
、
鉄
製
農
具
を
用
い
る
と
は
言
え
、
従
来
と
同
様
の
手
労
動
農
法
で
あ
り
、
そ
こ
で

は
従
来
の
地
割
は
可
能
な
限
り
尊
重
さ
れ
た
。
し
か
し
代
田
法
の
場
合
の
生
産
力
的
基
礎
は
鉄
梨
牛
耕
の
採
用
に
あ
り
、
こ
こ
で
設
定
さ
れ
た

旧
畝
制
に
よ
る
五
頃
の
耕
作
に
あ
た
っ
て
は
、
耕
地
条
は
詰
論
を
こ
え
て
、
五
頃
の
地
を
縦
断
す
べ
く
設
計
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う

す
る
と
、
こ
こ
に
出
現
す
る
の
は
、
も
は
や
従
来
の
許
随
制
度
に
も
と
つ
く
建
制
と
は
完
全
に
異
質
の
、
い
わ
ば
一
種
異
様
な
畝
制
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
う
し
た
抵
抗
の
大
き
い
畝
制
を
導
入
す
る
の
に
あ
た
っ
て
利
用
さ
れ
た
の
が
、
新
畝
鰯
を
十
二
夫
1
1
一
井
一
屋
に
等

置
す
る
仮
托
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
リ
　
　
へ

　
と
こ
ろ
で
、
耕
地
条
を
よ
り
長
く
す
る
こ
と
が
、
代
田
法
で
の
新
畑
制
の
か
な
め
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
ど
の
程
度
ま
で
延
ば
す
か

は
、
新
畝
制
そ
の
も
の
か
ら
は
最
終
的
な
答
え
は
ひ
き
出
し
に
く
い
塾
頭
的
な
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ

れ
ま
で
の
旧
畝
制
お
よ
び
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
粁
隠
制
度
と
の
お
れ
あ
い
、
な
ら
び
に
仮
托
の
方
便
と
い
う
二
つ
の
要
素
で
あ
る
。
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ま
ず
、
仮
托
の
方
便
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
新
し
い
耕
区
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
田
一
井
一
管
を
単
位
と
す
る
よ
り
は
、
田
一

井
を
単
位
と
し
た
方
が
望
ま
し
い
の
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
代
田
法
に
お
い
て
一
井
一
算
が
一
代
田
区
に
選
ば
れ
た
の
は
、

こ
れ
ま
で
の
畝
制
と
の
妥
協
が
計
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
に
出
現
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
畝
制
と
代
田
法
に
よ
る
畝

制
と
の
最
小
公
倍
数
的
畝
制
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
話
を
代
田
法
に
よ
る
新
畝
制
の
前
提
と
し
て
の
漢
代
の
畝
制
の
あ
り
方
に
も
ど
す
と
、
縷
述
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
周

舗
と
し
て
の
旧
里
制
、
旧
制
百
歩
x
旧
制
百
歩
の
面
積
を
百
畝
と
す
る
町
制
と
、
商
鞍
田
制
に
由
来
す
る
旧
制
百
歩
×
新
制
二
百
四
十
歩
（
日
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

綱
三
百
歩
）
の
二
つ
の
外
層
の
共
存
が
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
商
軟
田
制
の
場
合
に
は
、
地
積
の
最
少
単
位
と
し
て
の
ツ
ボ
は
、
旧
制
一
歩

×
新
制
二
・
四
歩
（
1
1
旧
制
三
歩
）
と
い
う
奇
妙
な
折
衷
的
尺
度
体
系
に
よ
る
面
積
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
、
商
鞍
田
捌
成
立
時
の
歴
史
的
制

約
の
表
現
と
し
て
の
、
早
晩
解
消
さ
る
べ
き
不
自
然
さ
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
最
小
公
倍
数
的
耕
区
設
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に

代
田
法
の
形
式
面
で
の
存
在
意
義
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
折
衷
的
体
系
中
の
新
要
素
、
す
な
わ
ち
旧
制
一
・
二
五
歩
か
ら
な
る
新
歩
の
み
に
よ
る
地
割
を
二
百
四
十
歩
一
帯
制
に
よ
っ
て
、

現
実
に
存
在
す
る
旧
制
百
歩
（
1
1
新
制
八
十
歩
）
単
位
の
地
割
と
一
致
す
る
も
の
と
し
て
設
計
す
れ
ば
、
そ
の
最
少
限
の
単
位
は
、
新
制
歩
で
二

百
四
十
歩
（
一
旧
制
三
百
歩
）
と
、
新
綱
歩
で
四
百
歩
（
一
1
旧
制
五
百
歩
）
と
を
掛
け
あ
わ
せ
た
広
さ
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
新
区
画
を
、
新
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

一
歩
と
新
制
二
・
四
歩
の
新
し
い
ツ
ボ
を
規
準
と
し
て
計
る
と
、
そ
の
全
体
の
面
積
は
四
頃
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
文
に
い
う
十
二
夫
の
照
と
い
う
田
地
区
画
の
方
式
は
、
す
で
に
前
掲
別
稿
で
の
べ
た
よ
う
に
商
鞍
田
制
へ
の
対
応
と
し
て
成

立
し
た
斉
国
に
お
け
る
新
筆
端
設
定
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
与
国
の
新
田
制
に
お
い
て
は
、
三
夫
す
な
わ
ち
周
制
三
百
畝

の
地
が
い
わ
ば
斉
大
王
と
し
て
、
商
鞍
田
制
で
の
新
制
百
畝
の
地
と
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
斉
制
に
お
い
て
は
十
二
慰
す
な
わ
ち
一
井
一

田
の
田
は
、
大
畝
四
頃
に
読
み
か
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
代
田
法
に
お
い
て
は
、
新
旧
両
尺
度
の
混
合
と
し
て
表
現
さ
れ
る
商
鞍
田
制
で
の
五
器
を
、
新
尺
度
の
み
に
よ
る
畝
制
の
四
囲
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と
等
回
す
る
と
い
う
ト
リ
ッ
ク
を
通
じ
て
、
そ
の
畝
綱
を
古
典
に
結
び
つ
け
て
オ
ー
ソ

ラ
イ
ズ
す
る
と
い
う
手
法
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
換
骨
脱
胎
の
手
法
を
通
じ
て
古
典
に
仮
托
さ
れ
た
代
田
法
に
よ

る
新
畝
制
中
の
一
経
営
単
位
こ
そ
が
『
故
晦
五
頃
』
す
な
わ
ち
周
制
五
頃
の
耕
地
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
証
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
代
田
法
の
地
割
の
面
で
の
特
質
を
個
条
書
に
し
て

ま
と
め
れ
ば
、
凡
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
た

　
ω
　
一
代
田
区
は
、
た
て
旧
制
五
百
歩
×
よ
こ
旧
捌
三
百
歩
の
大
き
さ
を
も
つ
。
そ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
れ
は
、
た
て
旧
制
千
歩
×
よ
こ
旧
制
三
百
歩
と
し
て
構
成
さ
れ
る
商
鞍
田
制
の
十

　
　
頃
の
地
の
半
分
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
②
そ
こ
で
は
、
耕
地
条
は
た
て
に
旧
制
五
百
畝
の
長
さ
で
決
定
さ
れ
、
両
端
の
阻

　
　
道
以
外
の
、
耕
区
中
の
隔
道
は
消
尽
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
㈲
　
こ
の
一
代
田
区
の
三
分
の
一
の
齎
積
、
す
な
わ
ち
、
た
て
旧
制
五
百
歩
、
よ
こ

　
　
旧
制
百
歩
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
縦
長
の
耕
地
が
、
代
田
法
に
お
け
る
一
具
牛
の

　
　
耕
区
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
㈹
　
一
代
田
区
は
、
従
来
の
商
鞍
田
制
に
お
け
る
、
た
て
旧
制
歩
×
よ
こ
新
制
歩

　
　
（
1
1
丁
二
五
旧
制
歩
）
と
い
う
折
衷
的
尺
度
の
体
系
と
は
別
に
、
縦
横
と
も
に
新

　
　
制
歩
に
よ
っ
て
計
量
し
う
る
形
を
と
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
代
田
法
に
お
け
る
畝

　
　
制
、
あ
る
い
は
換
言
す
れ
ば
鉄
梨
牛
耕
に
よ
る
畝
制
は
、
早
晩
新
制
尺
の
み
に
よ

②一b　葛地割のなかの代
　　　　田法の耕区

　　　　　　　　　　　　　　　図　ll代田法の耕区
｛1）一　a　全面的に新尺度で衷現した　　②一a　新地割としての

　　　場合の代田法の耕区の概念　　　　　代閏法の耕区

新制二四〇歩　　　　　　　　　1日制三〇〇歩　　　　　　　　　旧制三〇〇歩
｝
i
1

一井（九夫）

1　　　　　　1
P　　　　　11　　　　　　　11　　　　　　11　　　　　1

新
制
四
〇
〇
歩

旧
舗
五
〇
〇
歩

旧
制
五
〇
〇
歩

；　　il　　　　　　　Il　　　　　　ll　　　　　l

灘δ　一三（三夫）

ｶ

1　　　　　　　「
堰@　　　　　Il　　　　　　　llg　　　　　　　l

h　　　　　　［
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っ
て
計
ら
れ
る
新
畝
制
に
転
化
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
以
上
の
考
証
に
よ
っ
て
新
し
い
姿
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
、
代
田
法
の
耕
匿
設
計
（
図
H
）
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

①
解
釈
に
際
し
て
は
、
西
嶋
定
生
『
代
田
法
の
新
解
釈
輪
（
野
村
博
士
還
麿
記
念
論

　
文
集
”
封
建
翻
と
資
本
制
、
一
九
五
六
”
そ
の
後
紐
補
し
て
、
申
国
経
済
史
研
究

　
に
双
鎌
）
。
　
米
田
賢
次
郎
『
趙
過
の
代
田
法
－
特
に
八
丁
の
性
格
を
中
心
に
し
て

　
一
』
（
史
泉
二
七
・
二
八
、
一
九
六
三
）
。
渡
辺
薫
一
郎
前
章
注
⑩
論
文
等
を
参

　
照
し
た
が
、
諸
廊
の
見
解
に
従
が
わ
な
か
っ
た
部
分
も
あ
る
。

②
　
　
天
解
野
一
兀
之
助
『
由
門
東
農
轟
采
経
溶
訳
欄
L
（
一
九
一
一
一
山
ハ
）
、
　
同
『
中
嗣
圏
畝
制
考
』
（
｛
果
亜

　
経
済
研
究
復
刊
第
三
集
、
一
九
五
八
）
。

③
西
山
武
一
・
熊
代
幸
雄
『
校
訂
訳
注
「
斉
民
要
術
」
』
（
一
九
五
九
）
中
の
『
斉

　
民
仁
術
出
鼻
”
東
ア
ジ
ア
藤
下
文
化
の
形
成
』
。

④
　
天
野
元
之
助
『
中
国
農
業
史
研
究
』
（
一
九
六
二
、
お
茶
の
水
雷
房
）
の
第
一
二
篇

　
『
農
具
篇
』
の
第
二
章
『
ス
キ
の
発
達
隙
参
照
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
田
綱
史
の
観
点
か
ら
中
国
古
代
史
を
観
察
す
る
と
き
、
B
C
四
世
紀
半
ば
の
秦
の
商
鞍
か
ら
、
B
C
二
世
紀
半
ぱ
の
漢
の
武
帝
に
至
る
凡
そ

二
百
年
の
期
間
は
、
一
つ
の
田
制
か
ら
今
ひ
と
つ
の
田
制
へ
の
、
中
国
史
の
舞
台
の
広
さ
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
れ
ば
、
は
な
は
だ
し
く
急
激

な
転
換
期
・
過
渡
期
に
あ
た
っ
て
い
た
。

　
商
鞍
田
制
に
先
だ
っ
て
存
在
し
て
い
た
の
は
、
隔
年
耕
作
の
共
同
体
的
易
田
体
制
で
あ
っ
た
。
農
法
の
面
か
ら
こ
の
時
期
の
変
化
を
見
れ
ば
、

　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

そ
れ
は
正
共
同
体
的
易
田
農
法
1
↓
・
1
小
経
営
的
宝
田
農
法
↓
皿
小
経
営
猛
牛
一
作
方
式
と
い
う
過
程
と
し
て
要
約
で
き
よ
う
。
亘
の
段
階

　
　
　
ヂ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
L

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

の
始
点
と
な
っ
た
の
が
商
鞍
の
田
制
で
あ
り
、
皿
の
方
式
を
実
態
に
先
駆
け
な
が
ら
、
田
棚
の
基
本
原
理
と
し
て
措
定
し
た
の
は
浅
漢
の
墨
縄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

の
新
畝
制
の
全
面
的
採
用
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
農
法
と
農
業
生
産
力
の
発
展
変
化
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
田
地
を
め
ぐ
る
公
私
の
紐
帯
の
性
格
の
変
化
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

そ
れ
は
1
共
同
体
的
名
田
1
↓
∬
共
同
体
的
・
小
経
営
的
名
田
一
↓
盃
中
経
営
士
名
田
の
三
段
階
の
土
地
識
認
方
式
の
変
化
と
し
て
要
約
理
解

　
　
　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

で
き
よ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
変
化
に
対
応
し
て
、
国
家
あ
る
い
は
共
同
体
の
農
民
剰
余
の
収
奪
原
理
は
、
一
定
馬
耕
区
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
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コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

↓
E
耕
地
対
象
一
↓
皿
保
有
地
対
象
と
変
化
し
た
。
そ
の
徴
収
率
は
、
保
有
地
対
象
と
し
て
見
れ
ば
、
二
十
分
の
一
か
ら
三
十
分
の
一
へ
、

　
　
r
k
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

耕
地
対
象
と
し
て
見
れ
ば
、
十
分
の
一
か
ら
二
十
分
の
一
程
度
へ
と
変
化
し
た
。
こ
れ
ら
の
局
面
に
お
い
て
も
、
1
の
段
階
の
始
点
と
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
L

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

の
が
商
鞍
の
田
制
で
あ
り
、
皿
の
段
階
の
始
点
と
な
っ
た
の
が
武
帝
の
改
革
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
底
に
横
た
わ
っ
て
い
た
技
術
的
要
因
は
、
木
器
・
石
器
に
よ
る
手
労
動
農
具
の
鉄
製
の
そ
れ
へ
の
お
き
か

え
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
大
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
割
の
基
本
と
し
て
の
降
阻
制
度
は
、
こ
の
二
百
年
の
間
、
相
変
ら
ず
、
そ
の
生
命
力

を
維
持
し
つ
づ
け
て
い
た
。
そ
こ
で
は
な
お
、
本
文
に
示
し
た
よ
う
に
、
旧
畝
制
と
新
畝
制
は
、
同
じ
田
地
の
二
重
の
面
積
表
示
方
式
と
し
て

共
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
降
陪
地
割
の
最
終
的
崩
壊
を
ひ
き
お
こ
す
要
因
と
な
っ
た
の
は
、
磐
代
に
入
っ
て
急
速
に
進
行
し
た
鉄
梨
牛
耕
に
も
と
つ

く
豪
族
経
営
の
発
展
で
あ
る
。
こ
の
新
農
法
を
伝
え
る
代
田
法
の
記
録
に
お
い
て
も
、
少
く
と
も
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
は
、
旧
畝
欄
が
そ
の

農
法
表
現
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
技
術
的
基
礎
の
従
来
の
農
法
と
の
質
的
相
異
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
従
来
の
地
割
と
は

異
質
の
新
耕
区
が
設
定
さ
れ
、
実
質
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

〔
附
記
〕

　
本
論
文
投
稿
後
に
、
渡
辺
信
一
郎
氏
の
『
中
国
古
代
社
会
論
』
（
青
木
書
店
、
一

九
八
六
・
九
）
が
発
褒
さ
れ
、
そ
こ
で
は
同
氏
の
旧
稿
と
は
こ
と
な
っ
て
、
商
鞍
田

制
に
お
け
る
一
網
の
耕
地
条
を
幅
…
歩
・
長
さ
二
四
〇
歩
と
す
る
新
見
解
が
見
ら
れ

る
。
す
で
に
筆
者
の
前
掲
別
稿
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
成
立
し
え
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
渡
辺
氏
の
新
見
解

そ
の
も
の
に
即
し
て
、
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
ω
　
す
で
に
商
鞍
田
劒
に
お
い
て
長
さ
二
四
〇
歩
の
狭
長
地
片
が
出
現
し
て
い
た

と
す
る
と
、
漢
代
に
進
行
す
る
豪
族
の
野
盗
牛
耕
の
発
展
に
よ
る
肝
隔
制
度
の
破
壊

に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
狭
長
な
耕
地
条
が
出
現
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
想

定
は
華
北
平
原
の
地
理
的
状
況
か
ら
し
て
圏
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
実
に
は
、

そ
の
よ
う
な
狭
長
地
片
は
東
北
平
野
で
の
み
見
ら
れ
る
。

　
②
　
新
見
解
で
は
、
育
川
田
律
律
文
の
「
畝
二
診
」
が
「
畝
ご
と
に
二
診
あ
り
」

と
読
ま
れ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
畝
と
畝
の
間
に
は
二
本
の
珍
が
相
接
し
て
作
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
農
法
上
の
根
拠
が
不
明
で
あ
る
。

　
㈹
　
潮
繋
の
買
地
券
の
「
桓
千
束
」
の
一
語
に
よ
っ
て
、
肝
が
そ
の
東
西
に
五
隔

つ
つ
の
耕
地
を
統
轄
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
同
様
に
「
馬
闘
魚
北
」

の
　
語
に
よ
っ
て
（
陥
が
そ
の
南
北
に
耕
地
を
統
轄
し
て
い
た
と
解
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
、
晒
は
そ
れ
に
北
接
す
る
耕
地
を
統
轄
し
、
肝
は
そ
れ
に
東
接
す

る
晒
を
統
轄
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
（
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
助
教
援
　
鎌
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The　Land　System　of　Han漢Dynasty

by

Yastthiko　Satake

　　In　my　another　paper，　l　provided　the　view　that　real　size　of　1勉％畝in

the　1and　system　of　Shang　yan8商回外wh三ch　1ワπ％was　equal　to　240　bu

歩，was　three　times　the　size　of　the　one　in　the　old　system　of　Chou周，

in　which　1　mu　was　equal　to　leO　bu．　ln　connection　with　this　viewpoint，

assuming・　that　’these　two　systems　of　the　mu　were　converted　at　the　sarne

rate　as　befo1’e　and　that　they　coexisted，　1　maintained　that　the　imposition

on　the　land　tax　at　the　rate　of　one　fifteenth　during　the　Former　Han

was　imposed　on　the　plowland　of　farmers，　but　the　tax　at　the　rate　of

one　thirtieth　under　the　rule　of　Wu　di武帝was　imposed　upon　all　the

lahds　that　farmers　owned．　The　latter　iエnp1ies，　from　the　viewpoint　of

agricultural　production　capaclty，　the　last　step　of　the　move　to　an　annual

singlecropping　systern，　and　from　the　viewpoint　of　the　land　tenure　system，

the　abandonment　of　the　old　system　in　which　the　state　held　a　grasp　of

the　coRditions　of　each　farmers’　lands．　The　basis　of　social　change　which

began　with　the　iand　system　of　Shang　yang，　was　the　spread　of　farming

with　iron　hand　farm　implements．

　　In　the　Iast　chapter，　we　examine　the　system　of　l）ai　tian代田as　the

starting　point　of　the　development　of　farming　with　the　iron　plow　pulled

by　oxen，　which　was　a　new　departure．　And　it　was　demonstrated　that　at

least　at　the　starting　point，　the　old　system　of　mu　was　the　basis　of　this

way　of　farming．　ln　particular，　the　farming　unit　of　the　system　of　Dai

tian，　which　was　thought　equal　to　the　area　of　5σ勿g頃in　the　new　system

as　before，　was　really　equal　to　three　farming　units　of　5　qing　in　tke　old

system．

（168）




