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【
要
約
】
　
高
麗
時
代
、
官
人
・
軍
人
に
は
大
小
の
領
地
（
収
租
地
）
が
分
給
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
官
人
芦
・
軍
入
戸
の
経
営
す
る
自
家
の
所
耕
田

の
上
に
設
定
さ
れ
る
部
分
と
、
他
の
一
般
民
戸
の
経
営
す
る
所
耕
田
の
上
に
設
定
さ
れ
る
部
分
と
の
複
合
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
。
所
耕
田
は
原
則
と

し
て
国
家
か
ら
分
給
さ
れ
る
建
前
に
な
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
父
子
・
親
族
間
に
お
け
る
世
襲
が
容
認
さ
れ
、
事
実
上
の
所
有
権
が
確
立
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
官
入
戸
・
軍
人
戸
の
所
耕
田
の
上
に
設
定
さ
れ
る
収
租
地
に
つ
い
て
も
、
当
該
官
人
戸
・
軍
人
戸
に
よ
る
世
襲
が
事
実
上
容
認
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
虚
勢
権
の
「
傘
扁
の
も
と
に
所
耕
田
を
世
襲
し
た
官
人
戸
・
軍
入
戸
は
、
他
の
一
般
民
戸
よ
り
遥
か
に
有
利
な
条
件
で
経
営
の
安
定
と
富
の
蓄
積
を
果

た
す
こ
と
が
で
き
た
。
権
勢
家
は
土
田
の
開
墾
と
奪
占
を
通
し
て
所
耕
田
を
集
積
し
、
そ
こ
に
貧
民
や
流
亡
民
を
隠
匿
し
て
、
い
わ
ゆ
る
義
々
を
形
成
す

る
。
農
荘
の
発
展
は
土
地
国
有
の
理
念
に
背
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
高
麗
末
の
科
田
法
改
革
に
よ
っ
て
も
こ
の
現
実
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
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O
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年
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｛
月

は
　
じ
　
め
　
に

一
般
に
、
農
業
皇
肇
と
す
る
前
近
代
の
袈
・
社
ム
瓜
に
お
い
て
、
直
薪
作
者
で
あ
る
・
箆
が
、
そ
の
保
有
耕
作
地
に
対
し
て
如
何
な
間

る
権
利
と
義
務
と
を
有
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
国
家
・
社
会
の
性
格
を
規
定
す
る
う
え
で
最
も
重
要
な
指
標
の
一
つ
と
な
る
こ
と
　
3
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は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
高
麗
時
代
の
土
地
所
有
関
係
を
定
め
た
「
田
柴
科
」
制
度
の
規
定
に
よ
る
と
、
一
般
農
民
の
経
営
す
る
保
有
耕
作
地
、
い
わ
ゆ
る
「
民
田
」

の
所
有
権
は
、
原
則
と
し
て
国
家
に
帰
属
し
、
国
家
は
こ
の
所
有
権
に
基
づ
い
て
民
田
か
ら
各
種
の
賦
役
を
徴
収
す
る
。
但
し
、
一
部
の
民
田

に
対
す
る
収
租
権
は
、
国
家
に
よ
っ
て
官
人
・
軍
人
そ
の
他
の
職
役
負
担
層
に
分
給
さ
れ
、
終
身
も
し
く
は
そ
の
立
役
期
間
に
限
っ
て
当
該
民

田
か
ら
の
収
租
を
行
う
権
利
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
国
家
が
賃
租
権
を
行
使
す
る
民
田
は
「
公
田
」
と
呼
ば
れ
、

私
人
が
収
租
権
を
行
使
す
る
民
田
は
「
私
田
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
当
該
の
土
田
を
保
有
・
耕
作
す
る
農
民
た
ち
は

収
租
雪
田
で
あ
る
国
家
や
私
人
の
所
有
地
を
借
耕
す
る
「
佃
戸
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
揖
保
権
主
が
そ
の
土
地
を
所
有
す
る
「
田
主
」
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
私
人
に
分
給
さ
れ
る
収
租
権
は
、
あ
く
ま
で
も
国
家
か
ら
～
時
的
に
貸
与
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か

ら
、
結
局
、
一
般
農
民
の
保
有
・
耕
作
す
る
民
田
は
、
そ
の
収
租
権
が
国
家
・
私
人
の
い
ず
れ
に
帰
属
し
よ
う
と
、
す
べ
て
最
終
的
に
は
国
家

の
所
有
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
土
地
国
有
論
的
な
解
釈
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
す
べ
て
の
土
地
を
国
家
が
所
有
す
る
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
そ
の
土
地
を
保
有
し
、
経
営
し
て
い
る
の
は
～
般
の
農
民
で
あ
り
、

か
れ
ら
は
決
し
て
国
家
の
奴
隷
で
も
小
作
人
で
も
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
の
大
半
は
、
ほ
ぼ
自
立
的
な
農
業
経
営
を
行
う
資
力
と
能
力
と
を
備
え

た
自
営
農
民
で
あ
り
、
自
ら
の
保
有
し
経
営
す
る
民
田
に
対
し
て
も
、
か
れ
ら
は
既
に
事
実
上
の
所
有
権
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
事
実
上
の
所
有
権
の
上
に
設
定
さ
れ
た
国
家
の
所
有
権
（
上
級
所
有
権
）
は
、
単
に
「
王
土
思
想
」
に
よ
っ
て
粉
飾
さ
れ
た
理
念
の
産
物
に

し
か
す
ぎ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
土
地
私
有
論
的
な
解
釈
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
高
麗
時
代
の
土
地
制
度
に
関
す
る
研
究
は
、
戦
前
に
お
け
る
主
と
し
て
土
地
国
有
論
的
な
研
究
か
ら
出
発
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
そ

れ
へ
の
批
判
と
し
て
の
土
地
私
有
論
的
な
研
究
が
急
速
に
展
開
し
て
い
っ
た
。
今
日
、
土
地
国
有
論
は
停
滞
論
・
植
民
地
史
観
の
所
産
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

葬
り
去
ら
れ
た
か
の
如
く
で
あ
り
、
土
地
私
有
論
が
一
般
に
定
説
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
の
一
般
農
民
が
、

そ
の
保
有
耕
作
地
に
対
し
て
事
実
上
の
所
有
権
を
既
に
確
立
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
は
な
ぜ
に
そ
の
農
民
た
ち
を
「
佃
戸
」
と
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し
て
し
か
認
識
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
民
田
を
保
有
し
て
い
て
も
、
国
家
や
富
戸
に
よ
る
種
籾
や
耕
牛
・
農
機
具
の
貸
与
を
受

け
な
け
れ
ば
充
分
に
作
付
け
を
行
う
こ
と
も
で
き
ず
、
よ
う
や
く
収
穫
を
迎
え
て
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
租
税
と
借
金
の
返
済
と
で
消
え
去
っ
て

し
ま
う
よ
う
な
一
般
農
民
の
生
計
－
果
て
は
凶
作
に
よ
っ
て
納
税
・
返
済
の
途
を
失
い
、
自
ら
の
保
有
す
る
民
田
を
放
棄
し
て
流
亡
し
て
し

ま
う
よ
う
な
　
般
農
民
の
生
計
…
1
を
一
方
の
極
に
お
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
経
営
基
盤
の
貧
弱
な
一
般
農
民
を
基
礎
と
し
て
国

家
権
力
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
土
地
国
有
論
的
な
制
度
・
政
策
も
ま
た
、
現
実
的
に
あ
る
　
定
の
根
拠
を
持
っ
て
要
請
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
誤
解
の
無
い
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
と
、
こ
こ
で
私
は
、
何
も
土
地
国
有
論
へ
の
圓
帰
を
謳
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ

る
民
田
の
保
有
者
の
う
ち
、
そ
の
一
部
の
も
の
が
既
に
自
立
的
な
経
営
基
盤
を
確
立
し
て
事
実
上
の
所
有
権
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
事
実
上
の
所
有
権
に
立
脚
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
畑
作
制
」
（
小
作
制
）
を
展
開
し
て
い
く
も
の
が
現
れ
た
事
実
に
も

大
い
に
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
私
も
ま
た
基
本
的
に
は
土
地
私
有
論
の
観
点
に
立
つ
も
の
の

｛
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
土
地
私
有
論
者
の
多
く
が
土
地
国
有
論
の
否
定
に
汲
々
と
す
る
あ
ま
り
、
や
や
も
す
る
と
当
時
に
お
け
る
私
的
土
地

所
有
権
の
成
立
を
、
生
産
力
の
発
展
に
伴
う
農
民
層
一
般
の
成
長
と
し
て
、
無
前
提
か
つ
無
媒
介
に
論
じ
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
は
い
か
が

な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
な
る
ほ
ど
並
令
制
の
展
開
は
、
社
会
の
一
部
に
お
け
る
私
的
土
地
所
有
権
の
成
立
を
何
よ
り
端
的
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
並
進
制

が
国
家
に
よ
る
禁
断
に
も
拘
わ
ら
ず
事
実
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
国
家
権
力
を
排
除
す
る
「
傘
」
と
し
て
の
役
割
を
七
竃
権
レ

ベ
ル
で
の
留
主
が
果
た
し
て
い
た
事
実
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
収
租
権
と
の
関
係
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
な
し

に
は
、
当
時
に
お
け
る
農
民
層
の
分
解
と
、
そ
れ
に
伴
う
土
地
国
有
制
度
の
事
実
上
の
崩
壊
過
程
、
お
よ
び
権
勢
家
と
結
託
し
た
富
農
層
を
中

心
と
す
る
私
的
土
地
所
有
権
の
成
長
の
過
程
を
有
機
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
の
試
み
は
、
い
わ
ゆ
る
土
地
国
有
論
の
理
念
に
立
脚
し
た
当
時
の
制
度
的
な
枠
組
み
の
な
か
か
ら
、
事
実
と
し
て
の
私
的
土
地
所
有
関
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係
が
い
か
に
し
て
成
長
・
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
遠
類
地
の
構
造
の
変
質
の
過
程
を
通
し
て
分
析
し
、
再
構
成
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。

高
麗
末
に
お
け
る
田
制
改
革
議
論
の
一
つ
の
到
達
点
で
あ
る
「
科
田
法
」
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
鄭
道
伝
ら
田
制
改
革
論
者
の
理
想
を

必
ず
し
も
実
現
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

①
『
詩
経
翻
小
雅
、
谷
風
之
骨
、
北
山
。
「
溝
天
之
下
、
莫
非
王
土
、
率
土
之
濱
、

　
莫
非
王
臣
。
」

②
国
有
論
・
私
有
論
の
学
説
史
的
検
討
に
つ
い
て
は
、
李
成
茂
「
高
麗
・
朝
鮮
初

　
期
の
土
地
所
有
権
に
対
す
る
諸
説
の
検
討
」
及
び
「
公
田
・
私
田
・
民
田
の
概
念

　
」
高
麗
・
朝
鮮
初
期
を
中
心
に
1
扁
（
槻
朝
鮮
両
班
社
会
研
究
輪
所
収
、
　
一
九

　
九
五
年
九
月
、
ソ
ウ
ル
、
一
君
命
）
を
参
照
の
こ
と
。

③
門
並
作
扁
（
井
作
）
と
は
、
「
地
主
と
小
作
人
が
収
穫
を
等
分
す
る
こ
と
」
（
朝

鮮
総
督
府
刊
『
朝
鮮
語
辞
典
』
）
。
並
作
は
本
来
、
農
村
に
お
け
る
相
互
扶
助
の
慣

例
に
基
づ
く
も
の
で
、
病
気
そ
の
他
で
一
時
的
に
耕
作
す
る
こ
と
の
で
き
な
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
わ

っ
た
土
田
を
、
親
族
や
隣
人
な
ど
が
「
井
せ
て
耕
作
」
し
て
や
っ
た
こ
と
に
始
ま

る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
小
農
問
の
黒
作
は
古
く
か
ら
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る

し
、
ま
た
国
家
に
よ
っ
て
禁
断
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
禁
じ
ら
れ
て
い
た

の
は
有
力
戸
の
土
地
兼
井
に
伴
う
豊
作
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
高
麗
後
期
以
降
に
本

格
的
に
展
開
す
る
。
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収
租
地
の
構
造

　
高
麗
時
代
の
土
地
分
給
制
度
（
田
柴
科
制
度
）
に
お
い
て
は
、
官
人
・
軍
人
そ
の
他
の
職
役
負
担
層
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
大
小
の
土
田
が

分
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
一
般
農
民
の
経
営
す
る
民
田
の
上
に
設
定
さ
れ
た
収
租
地
で
あ
っ
て
、
耕
作
地
そ
の

も
の
が
分
給
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
北
嶺
・
徐
就
の
『
丸
和
奉
使
高
麗
図
経
』
に
よ
る
と
、
高
麗
時
代
の
一
般
農
民
は
、
「
そ
の
俗
、
敢
え
て
私
田
を
有
せ
ず
」
、
年
八
歳
に
至
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
「
状
を
投
じ
て
田
を
射
」
つ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
高
麗
前
期
の
一
般
農
民
は
、
官
に
申
請
書
を
提
出
し
（
挙
状
）
、

自
家
の
保
有
耕
作
地
を
官
か
ら
貰
い
受
け
て
い
た
（
射
田
）
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
が
、
但
し
そ
れ
が
ど
の
程
度
に
ま
で
、
ま
た
何
時
ご
ろ

ま
で
有
効
に
機
能
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
鄭
道
伝
の
『
朝
鮮
経
国
典
』
に
高
麗
末
の
制
度
を
述
べ
て
、

　
　
民
の
所
耕
は
、
則
ち
そ
の
自
墾
自
占
す
る
を
許
し
、
而
し
て
官
こ
れ
を
治
め
ず
。
力
多
き
も
の
は
こ
れ
を
墾
す
る
こ
と
広
く
、
勢
強
き
者
は
、
こ
れ
を
占

　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
す
る
こ
と
多
し
。
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③

と
あ
る
か
ら
、
一
般
農
民
の
保
有
耕
作
地
、
い
わ
ゆ
る
「
所
耕
田
」
に
つ
い
て
は
、
国
家
に
よ
る
分
給
・
割
り
替
え
な
ど
の
管
理
が
行
わ
れ
な

く
な
っ
て
、
す
で
に
久
し
く
な
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
高
麗
図
経
臨
に
は
「
投
状
射
的
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
実
際
に
は
父

祖
・
親
族
の
保
有
す
る
所
耕
田
の
～
部
を
相
続
し
、
そ
の
事
実
を
宮
に
申
告
す
る
、
と
い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
、
形
式
上
の
分
給
が
行
わ
れ
て

い
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
お
く
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
一
般
農
民
の
所
耕
田
は
、
こ
れ
を
官
に
申
告
し
、
登
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
保
有
・
耕
作
の
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た

一
般
農
民
の
所
耕
田
の
こ
と
を
、
高
麗
時
代
の
史
料
で
は
『
漢
書
』
食
貨
志
の
用
語
に
基
づ
い
て
「
名
田
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。

　
　
諸
衛
の
軍
人
、
家
貧
に
し
て
、
名
田
足
ら
ざ
る
者
、
頗
る
衆
し
。
今
、
辺
境
の
征
戊
未
だ
息
ま
ず
、
仙
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
れ
戸
部
を
し
て
公
田
を
分

　
　
か
ち
て
加
給
せ
し
め
よ
（
蕎
麗
史
署
八
t
・
丘
ハ
志
一
・
兵
制
靖
箋
年
七
偽
）
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
国
家
、
皇
元
に
服
事
し
、
中
外
虞
れ
無
し
。
…
…
而
る
に
名
田
を
受
け
て
賦
役
を
供
す
る
者
は
、
百
に
；
二
も
無
し
（
圃
益
計
上
藁
』
巻
輩
下
、
策
問
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ら
わ

　
右
の
名
田
に
つ
い
て
は
、
噌
漢
書
』
食
貨
志
に
「
民
の
名
田
を
限
り
て
、
以
て
不
足
を
証
す
」
と
あ
り
、
そ
の
顔
師
古
注
に
は
、
「
名
田
、
占
田
田
」
と
あ
る

　
⑥

か
ら
、
そ
れ
は
高
麗
時
代
の
用
語
で
い
え
ば
、
民
の
「
自
墾
自
占
」
す
る
「
所
耕
田
」
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
農
民
た
ち
は
自
己
の
保
有

す
る
所
耕
田
を
密
に
申
告
し
、
土
地
台
帳
に
そ
の
名
前
を
登
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
土
田
の
保
有
権
（
事
実
上
の
所
有
権
）
を
確
保
す
る

と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
に
対
し
て
は
「
賦
役
」
の
義
務
、
す
な
わ
ち
「
田
賦
」
と
「
丁
役
」
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
も
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
⑦

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
一
般
農
民
の
保
有
耕
作
地
、
す
な
わ
ち
民
田
の
上
に
各
種
の
収
租
地
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
収
租
地
に
対
す
る
田
賦
（
田
租
）
の
徴

収
権
（
い
わ
ゆ
る
収
租
権
）
が
、
田
柴
科
制
度
に
基
づ
い
て
官
人
・
軍
人
そ
の
他
の
職
役
負
担
層
に
分
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ

る
が
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
国
家
か
ら
分
給
さ
れ
る
収
租
地
と
、
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
自
家
の
所
耕
田
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
中
央
に
出
仕
す
る
官
人
・
軍
人
は
、
一
面
、
在
地
の
有
力
戸
と
し
て
自
ら
も
所
耕
田
を
保
有
し
、
家
族
・
奴
碑
・
雇
工
な
ど
を
使
役
し
て
こ

35　（753）



れ
を
経
営
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
所
耕
田
と
収
租
地
と
の
関
係
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
す

る
先
学
の
見
解
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
可
能
性
と
し
て
は
、
ω
官
人
・
軍
人
の
所
耕
田
は
、
す
べ
て
免
租
地
と
し
て
扱
わ
れ
、
こ
れ
と
は
別

に
収
租
地
が
分
給
さ
れ
て
い
た
。
②
官
人
・
軍
人
の
所
耕
田
か
ら
も
収
租
が
行
わ
れ
、
そ
の
上
に
国
家
・
私
人
な
ど
の
他
人
の
難
平
地
が
設
定

さ
れ
て
い
た
。
個
官
人
・
軍
人
の
所
耕
田
は
、
当
該
官
人
・
軍
人
の
収
租
地
の
内
部
に
含
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
三
通
り
の
考
え
方
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
第
一
の
考
え
方
に
立
て
ば
、
宮
人
・
軍
人
の
保
有
す
る
免
租
地
と
し
て
の
所
耕
田
は
、
全
体
と
し
て
相
当
な
数
に
上
っ
た
は
ず
で

あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
連
の
田
制
改
革
議
論
の
な
か
で
は
～
貫
し
て
「
収
量
地
」
の
取
り
扱
い
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
「
免
租
地
」

の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
ま
た
、
第
二
の
考
え
方
に
立
て
ば
、
官
人
・
軍
人
は
～
方
で
は
国

家
に
田
租
を
納
入
す
る
と
同
時
に
、
ま
た
一
方
で
は
国
家
か
ら
田
租
を
受
領
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
で
は
い
さ
さ
か
効
率
が
悪
い
。
や
は

り
第
三
の
考
え
方
に
立
っ
て
、
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
所
耕
田
は
、
国
家
か
ら
分
給
さ
れ
る
収
租
地
の
内
部
に
、
そ
の
一
部
分
と
し
て
含
ま
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
た
と
考
え
て
お
く
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
保
有
す
る
所
耕
田
が
、
国
家
か
ら
分
給
さ
れ
る
寺
詣
地
の
中
で
、
ど
れ
く
ら
い
の
比
重
を
占

め
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
高
麗
時
代
に
お
け
る
一
般
農
民
の
平
均
的
な
経
営
面
積
が
ど
れ
く
ら
い
で
あ
っ
た
か
は
よ

く
わ
か
ら
な
い
が
、
朝
鮮
初
期
に
お
い
て
は
所
耕
田
五
十
結
以
上
を
大
戸
と
為
し
、
三
十
結
以
上
を
中
戸
と
為
し
、
離
離
以
上
を
小
戸
と
為
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

六
下
以
上
を
下
戸
と
為
し
、
六
結
以
下
を
残
残
戸
と
為
し
て
い
た
か
ら
、
一
般
的
に
は
細
結
以
上
の
も
の
を
賦
役
の
負
担
層
と
し
て
想
定
し
て

い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同
時
期
に
お
け
る
江
原
道
の
実
際
の
戸
口
数
は
、
民
戸
総
数
が
～
万
一
千
五
百
三
十
八
戸
、
そ
の
内
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

戸
十
、
中
戸
七
十
、
小
戸
一
千
六
百
四
十
一
、
三
戸
二
千
四
十
三
、
残
残
戸
七
千
七
百
七
十
三
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
圧
倒
的
な
多
数
は
真

結
以
下
の
残
二
戸
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
江
原
道
以
外
の
他
の
諸
道
に
お
い
て
も
、
論
結
以
上
を
保
有
す
る
も
の
は
「
豪
富
の
民
」
に
限
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

三
四
結
を
保
有
す
る
も
の
す
ら
少
な
い
方
で
あ
っ
た
と
か
、
小
農
一
般
は
せ
い
ぜ
い
＝
一
結
を
保
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
か
い
わ
れ
て
い
る
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か
ら
、
高
麗
時
代
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
に
考
え
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
一
般
農
民
と
比
較
し
た
場
合
、
官
人
戸
・
軍
人
戸
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
当
初
に
お
い
て
は
十
結
以
上
を
保
膚
す
る
「
豪
富
の

民
」
か
ら
出
自
し
、
そ
の
所
耕
田
は
、
少
な
く
と
も
直
結
程
度
は
保
有
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
、
嘗
人
戸
・

軍
人
戸
は
そ
の
戸
内
に
奴
蝉
⊥
雇
工
な
ど
の
多
数
の
隷
属
民
を
含
み
持
っ
て
い
る
か
ら
、
か
れ
ら
は
家
族
労
働
の
み
に
依
存
す
る
一
般
農
民
よ

り
は
遥
か
に
多
く
の
所
耕
田
を
保
有
し
、
経
営
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
は
い
え
、
地
方
官
衙
と
結
託
し
た
有
力
戸
に

よ
る
軍
役
の
忌
避
や
、
軍
額
の
増
大
に
よ
る
貧
弱
戸
へ
の
軍
役
の
充
定
な
ど
に
よ
っ
て
、
軍
人
戸
の
中
に
は
そ
の
所
耕
田
が
賦
役
負
担
の
基
準

と
な
る
十
結
程
度
に
満
た
な
い
も
の
　
　
前
掲
『
高
麗
史
三
兵
志
の
史
料
に
い
わ
ゆ
る
「
家
貧
に
し
て
、
名
田
足
ら
ざ
る
者
」
－
も
決
し
て

少
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
官
人
・
軍
人
に
分
給
さ
れ
る
収
租
地
の
給
田
額
は
、
「
田
～
網
結
、
柴
五
十
結
」
の
宰
相
（
中
書
令
、
尚
書
令
、
門
下
侍
中
）
か

ら
、
「
田
十
七
結
」
の
閑
人
・
雑
類
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
差
等
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
お
お
む
ね
十
結
程
度
と
推
定
さ
れ
る
宮
人

戸
・
軍
人
戸
の
所
耕
田
と
比
較
し
た
場
合
、
多
少
と
も
そ
れ
を
上
回
る
規
模
の
給
田
額
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
官

人
・
軍
人
に
分
給
さ
れ
る
収
租
地
は
、
第
～
に
は
当
該
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
所
耕
田
の
上
に
設
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
不
足
分
に
つ
い
て
は
、
他

の
～
般
農
民
の
保
有
す
る
所
耕
田
の
う
え
に
も
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
高
麗
後
期
の
軍
人
田
、
い
わ
ゆ
る
「
落
丁
」
の
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ

う
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
国
家
、
田
十
七
結
を
以
て
一
足
丁
と
為
し
、
軍
に
｝
丁
を
給
す
。
古
者
の
田
草
の
遺
法
な
り
（
『
高
麗
史
』
兵
志
～
、
恭
慰
王
五
年
六
月
下
記
）
。

　
右
の
史
料
に
述
べ
る
と
お
り
、
高
麗
後
期
に
は
軍
人
一
丁
に
対
し
て
田
十
七
結
の
収
租
地
を
分
給
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
「
癖
者
の
田
賦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

遺
法
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
具
体
的
に
は
中
国
・
周
代
の
井
田
藤
下
に
お
け
る
兵
制
1
「
井
田
に
因
り
て
軍
賦
を
制
す
」
一
の
こ

と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

37　（755）



　
井
田
法
に
お
い
て
は
、
農
民
八
家
族
の
経
営
す
る
一
井
田
を
基
礎
と
し
て
、
六
十
四
井
ご
と
に
甲
士
三
人
、
卒
七
十
二
人
を
徴
発
し
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

こ
れ
は
大
体
、
七
家
族
を
以
て
卒
一
丁
の
立
役
を
支
え
て
い
た
と
い
う
計
算
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
田
丁
の
制
度
は
、
こ
の
「
下
記
」
の
理
念
を

継
受
し
た
も
の
で
、
具
体
的
に
は
田
十
七
結
を
一
井
田
に
見
立
て
、
そ
れ
を
経
営
す
る
複
数
戸
の
な
か
か
ら
軍
人
一
丁
目
徴
発
す
る
と
と
も
に
、

こ
の
軍
人
一
丁
の
立
役
を
支
え
る
経
済
基
盤
と
し
て
、
複
数
戸
の
経
営
す
る
一
熱
願
（
田
＋
七
結
）
の
爆
撃
権
を
、
当
該
の
立
役
軍
人
に
分
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
井
田
法
的
な
発
想
に
従
う
と
す
れ
ば
、
立
役
軍
人
の
自
家
の
所
耕
田
は
、

当
然
、
一
田
丁
（
田
十
七
結
）
の
収
租
地
の
内
部
に
、
そ
の
一
部
分
と
し
て
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
場
合
、
一
田
丁
（
田
十
七
結
）
の
収
租
地
が
、
す
べ
て
軍
人
戸
の
所
耕
田
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
れ
ば
、
立
役
の
基
盤
が
最
も

安
定
し
た
も
の
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
現
実
に
は
「
十
結
以
上
」
を
保
有
す
る
「
豪
富
の
民
」
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

は
な
か
っ
た
し
、
軍
額
の
増
大
に
伴
っ
て
貧
弱
戸
が
軍
人
戸
と
し
て
充
定
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
か
ら
、
軍
人
戸
の
保
有
す
る
所

耕
田
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
「
田
十
七
結
」
を
確
実
に
下
回
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
軍
人
戸
に
は
一
目
丁
（
田
＋

七
結
）
の
収
租
地
を
分
給
し
、
自
家
の
所
耕
田
に
対
す
る
収
奪
権
（
免
租
権
）
を
認
め
る
と
同
時
に
、
他
の
一
般
農
民
の
保
有
す
る
所
耕
田
に

対
し
て
も
、
そ
の
繋
累
権
を
分
与
す
る
こ
と
で
立
役
の
た
め
の
経
済
基
盤
を
補
強
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
収
租
地
内
部
に
お
け
る
宮
人
戸
・
軍
人
戸
の
自
家
の
所
耕
田
と
、
他
の
一
般
農
民
の
所
耕
田
と
の
比
率
は
、
そ
れ
こ
そ
千
差
万
別
で
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
し
た
収
租
地
の
構
造
の
複
合
性
－
そ
の
内
部
に
収
租
業
主
の
自
家
の
所
耕
田
と
他
の
一
般
農
民
の
所
耕
田
と
が
並
存

す
る
こ
と
一
は
、
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
収
租
地
に
対
す
る
支
配
力
に
強
弱
さ
ま
ざ
ま
な
相
違
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

①
『
宣
和
寒
使
高
麗
図
早
目
巻
二
十
三
、
雑
俗
二
、
種
藝
。
…
…
其
朝
駆
敢
有
私

　
田
、
略
如
丘
井
之
制
、
随
官
吏
民
兵
秩
序
高
下
而
授
之
。
…
…
民
年
八
歳
、
投
状

　
射
撃
、
結
数
有
差
。
○
『
宋
史
臨
巻
四
百
八
十
七
、
外
国
三
、
高
麗
伝
。
国
無
私

　
田
、
民
桜
口
授
業
。

②
『
三
靴
墨
腕
（
朝
鮮
・
鄭
道
伝
撰
）
巻
七
、
朝
鮮
経
国
典
、
上
、
賦
典
、
経
理
。

　
前
朝
田
制
、
…
…
民
之
所
耕
、
則
三
十
自
暴
自
占
、
而
官
不
之
治
。
力
多
者
墾
之

　
広
、
勢
強
者
占
之
多
。

③
商
麗
か
ら
朝
鮮
初
期
に
お
い
て
は
、
国
家
は
土
地
国
膚
論
の
建
前
を
取
っ
て
い

　
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
代
に
は
民
の
「
所
有
地
し
と
い
う
概
念
は
成
立
し
得

　
ず
、
民
の
事
実
上
の
所
有
地
も
、
単
な
る
「
所
耕
の
田
」
（
所
耕
田
）
と
し
て
し
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か
表
現
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
所
耕
細
と
い
う
用
語
・
概
念
は
、
高
麗
末
の
科
田
法

　
に
お
い
て
確
立
す
る
。
そ
れ
を
高
麗
前
期
に
ま
で
遡
っ
て
適
用
す
る
こ
と
に
は
批

　
判
的
な
論
者
も
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
は
科
田
法
を
「
高
麗
の
旧
制
を
損
益
」
し

　
た
も
の
と
し
て
位
遣
づ
け
、
科
田
法
に
み
え
る
所
耕
田
の
概
念
を
高
麗
前
期
の
分

　
析
に
お
い
て
も
援
用
し
た
。

④
叫
高
麗
史
』
巻
八
十
一
、
兵
志
一
、
兵
覇
、
靖
宗
二
年
七
月
制
。
諸
衛
軍
入
、

　
家
貧
而
名
田
不
足
者
、
頗
衆
。
今
辺
境
征
戊
未
患
、
不
可
不
憧
。
其
令
戸
部
、
分

　
公
田
加
給
。

⑤
糊
益
斎
乱
藁
臨
画
九
コ
口
策
問
。
問
。
…
…
国
家
服
事
叢
叢
、
中
外
無
虞
、
闘

　
闇
櫛
比
、
行
路
如
織
、
民
日
車
股
、
野
日
以
關
、
化
斥
歯
以
水
耕
、
刊
蒼
蔚
以
火

　
紙
、
壼
非
庶
春
夏
。
而
受
名
出
、
供
賦
役
者
、
百
無
二
三
焉
。

⑥
『
漢
書
嚇
巻
二
十
四
上
、
食
貨
志
第
四
上
。
董
仲
好
説
上
臼
、
「
…
…
古
井
田

　
法
、
錐
難
卒
行
、
宜
少
近
古
、
限
民
名
田
、
以
澹
不
足
、
塞
井
兼
之
路
。
…
…
然

　
後
図
善
治
也
。
」
注
。
師
寧
日
、
「
名
田
、
占
湿
雪
。
各
為
立
隈
、
不
使
富
者
過
制
、

　
則
貧
弱
之
家
可
足
継
。
」

⑦
賦
役
と
い
う
雷
葉
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
に
用
い
ら
れ
て
紛
ら
わ
し
い
が
、
漢
語

　
と
し
て
の
本
来
の
意
味
は
門
田
賦
と
丁
役
」
で
あ
る
。
荻
生
祖
裸
糊
明
律
国
字

　
解
藤
に
は
、
「
賦
役
と
云
は
、
賦
は
田
産
に
つ
き
て
あ
る
こ
と
な
り
、
年
貢
な
り
、

　
役
は
人
丁
に
つ
き
て
あ
る
こ
と
な
り
、
夫
役
な
り
。
然
れ
ば
賦
は
戸
へ
か
か
り
、

　
役
は
丁
へ
か
か
る
。
」
と
見
え
る
。

⑧
こ
の
点
に
つ
い
て
、
高
麗
特
代
の
史
料
に
は
適
当
な
例
証
と
な
る
も
の
が
な
い

　
が
、
高
麗
の
出
蔦
蔓
制
度
を
継
受
し
て
成
立
し
た
朝
鮮
初
期
の
科
田
法
に
お
い
て

　
は
、
宮
人
収
租
地
（
科
田
）
の
内
部
に
当
該
聴
入
の
所
耕
田
（
農
荘
）
が
含
ま
れ

　
て
い
る
場
合
が
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
『
世
宗
実
録
臨
二
十
三
年
八
月

　
甲
申
条
に
見
え
る
領
議
政
黄
喜
の
奉
書
に
、
門
臣
子
保
身
、
犯
罪
、
断
受
科
田
内
、

　
祖
母
嗣
出
門
里
中
県
十
五
結
、
例
半
夏
公
。
臣
以
臣
之
田
荘
所
在
、
又
近
於
臣
母

　
及
外
祖
之
螢
、
欲
将
臣
之
三
田
、
啓
聞
相
撃
、
嫌
嫌
書
、
已
呈
出
文
院
突
。
臣
子

　
致
臣
来
言
、
問
諸
同
僚
、
皆
日
、
此
無
明
有
旧
例
。
臣
嬉
野
、
事
渉
保
身
、
心
懐

　
漸
催
、
遂
不
上
聞
。
伏
望
、
従
容
善
啓
、
許
令
以
専
科
田
授
受
、
不
仁
世
業
、
伝

　
之
子
孫
、
永
守
域
螢
、
臣
死
日
無
憾
英
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
黄
保
身
が
そ
の
祖

　
母
（
監
門
衛
護
軍
・
龍
宮
・
金
祐
の
女
）
か
ら
相
続
し
た
科
田
は
、
黄
喜
の
「
田

　
荘
の
所
在
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
黄
保
身
の
科
田
の
内
部
に
そ
の
父
黄
喜
の
田
荘
が

　
存
在
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
こ
の
田
荘
は
、
も
と
も
と

　
交
宜
県
監
の
朴
歯
が
「
官
家
の
屯
田
偏
を
以
て
黄
喜
お
よ
び
黄
喜
の
母
金
氏
（
す

　
な
わ
ち
、
黄
保
身
の
祖
母
金
氏
）
に
贈
与
し
た
も
の
で
、
こ
の
こ
と
は
『
世
宗
実

　
録
篇
十
三
年
四
月
置
卯
条
の
司
憲
府
の
啓
に
、
「
前
上
贈
注
電
磁
祷
、
嘗
為
交
河

　
県
監
、
…
又
以
遠
家
屯
田
、
贈
品
議
政
黄
白
及
母
金
氏
」
と
し
て
見
え
て
い
る
。

　
黄
喜
は
こ
の
屯
田
を
奴
碑
・
雇
工
や
小
作
人
に
耕
作
さ
せ
て
自
家
の
農
荘
と
し
、

　
そ
の
う
え
に
母
の
「
黒
田
」
を
設
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
『
新
増
東

　
国
軍
地
誌
覧
輪
巻
十
｝
、
京
畿
道
、
交
河
県
、
塚
墓
の
項
に
は
、
黄
鐘
と
そ
の
息

　
子
黄
守
身
の
墓
が
、
「
県
の
北
十
五
里
」
に
あ
る
と
記
し
、
『
輿
地
図
書
舗
上
、
京

　
畿
道
、
交
河
郡
、
塚
墓
の
項
に
は
、
そ
れ
ら
が
「
郡
の
北
の
炭
浦
面
の
月
寵
山
の

　
北
麓
」
に
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
一
帯
は
黄
氏
【
族
の
墓
域
で
あ
り
、
そ
こ

　
に
黄
氏
一
族
の
経
済
藤
盤
（
農
荘
）
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑨
欄
世
事
実
録
漏
十
七
年
三
月
戊
寅
条
。
群
書
啓
、
「
各
道
各
宮
戸
籍
、
以
田
五

　
十
嬉
鞘
以
上
為
大
一
戸
、
三
十
娠
頼
以
上
為
中
・
一
戸
、
十
吐
雁
以
上
為
小
一
戸
、
六
嬉
顧
以
上
為
残

　
「
戸
、
　
み
ハ
蝕
繭
以
下
為
残
残
一
P
、
以
晶
局
｛
疋
式
、
骨
面
鹸
守
差
役
。
幽
兄
中
五
部
㎜
、
則
以
開
圓
加
ポ
為

　
定
、
圏
十
間
以
上
為
大
声
、
三
十
間
以
上
為
中
戸
、
十
腿
以
上
為
小
芦
、
五
間
以

　
上
田
掛
戸
、
四
間
以
下
為
残
解
義
、
差
等
戸
籍
施
行
。
」

⑩
噸
世
宗
実
録
輪
十
八
年
七
月
壬
寅
条
。
江
原
道
監
司
啓
、
「
量
定
諸
道
戸
籍
、

　
五
十
結
以
上
為
大
戸
、
二
十
結
以
上
為
中
戸
、
十
結
以
上
為
小
戸
、
六
結
以
上
為

　
残
一
戸
、
　
五
一
以
下
為
残
残
置
’
、
以
為
｛
疋
式
○
妖
…
此
道
二
十
山
ハ
官
、
　
民
衙
ノ
総
一
万
一

　
千
五
甲
日
田
工
－
右
N
八
。
且
門
中
、
大
一
P
十
、
申
｝
蟹
玉
」
T
、
小
一
戸
一
工
－
轟
ハ
甲
臼
m
四
十
～
、
残

　
戸
二
千
四
十
三
、
残
残
戸
七
千
七
百
七
十
三
。
地
狭
田
少
、
本
絹
西
則
山
田
所
出
、
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倍
於
正
田
、
嶺
外
則
総
有
魚
塩
之
利
、
若
依
他
道
成
籍
、
分
定
差
役
、
則
非
定
役

　
為
難
、
労
逸
不
均
。
今
後
道
内
芦
籍
、
以
二
十
結
以
下
・
流
雛
以
上
、
為
中
戸
、

　
六
結
以
上
為
小
戸
、
四
結
以
上
為
残
戸
、
三
結
以
下
為
残
残
戸
。
」
従
之
。

⑪
『
世
宗
実
録
』
二
十
年
十
～
月
庚
子
条
。
惟
我
国
家
、
昇
平
日
久
、
黒
歯
日
繁
、

　
田
土
則
痘
苗
於
古
、
故
耕
番
結
以
上
者
、
皆
豪
富
之
民
、
有
田
三
四
結
者
、
蓋
亦

　
少
莫
。

⑫
『
世
宗
実
録
㎞
二
十
八
年
六
月
甲
難
壁
。
小
民
之
田
、
不
過
一
二
結
者
、
多
突
。

⑬
『
高
麗
史
隔
巻
八
十
～
、
兵
馬
～
、
兵
制
、
恭
慰
王
五
年
六
月
条
。
下
教
臓
、

　
「
…
…
一
、
国
家
丁
田
十
七
結
為
一
足
丁
、
給
軍
｝
丁
。
古
者
田
賦
之
遺
法
也
。

　
凡
軍
芦
紫
所
連
立
、
為
人
所
奪
者
、
許
陳
告
、
還
給
。
又
又
詐
之
徒
、
聾
無
児
息
、

二
　
国
有
の
理
念
と
世
伝
の
実
態

　
別
称
『
閑
人
』
、
連
立
土
田
、
無
有
限
極
。
仰
選
本
別
監
、
根
些
些
刷
、
以
募
戊

　
卒
。
其
逆
賊
之
田
、
計
結
為
丁
、
需
給
募
卒
。
」

⑭
『
漢
書
』
巻
二
士
二
、
刑
法
志
第
三
。
毅
・
周
、
以
兵
定
天
下
　
。
天
下
既
定
、

　
浮
城
窯
業
、
教
以
文
徳
、
而
猶
立
司
馬
之
官
、
設
六
軍
之
衆
、
因
井
田
直
貼
軍
賦
。

⑮
『
漢
書
出
塁
二
十
三
、
刑
法
志
第
三
（
承
前
）
。
地
方
一
里
亜
型
、
井
十
為
通
、

　
：
・
：
・
四
丘
為
｛
岡
、
旬
、
　
⊥
ハ
十
四
井
也
。
有
戎
馬
四
匹
、
丘
ハ
甫
†
｝
乗
、
比
－
十
二
頭
、

　
甲
士
　
二
人
、
卒
七
十
二
人
。
干
父
革
具
、
是
謂
乗
馬
略
法
。

⑯
田
十
七
結
は
軍
人
［
丁
の
立
役
を
支
え
る
基
本
田
結
単
位
で
あ
る
か
ら
「
丁
」

　
と
い
い
、
こ
れ
を
入
丁
と
区
別
す
る
意
味
で
「
田
田
」
と
も
称
す
る
よ
う
に
な
つ

　
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
官
人
・
軍
人
の
七
二
地
は
、
当
該
宮
人
の
死
亡
時
ま
で
、
も
し
く
は
当
該
軍
人
の
立
役
期
間
に
限
っ
て
分
給
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
限
を
過

ぎ
た
収
租
地
は
、
原
則
と
し
て
国
家
に
還
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
点
は
高
麗
末
の
田
制
改
革
論
者
た
ち
が
口
を
揃
え
て
強
調
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
国
家
に
還
収
さ
れ
た
古
字
地
は
、
当
該
官
人
・
軍
人
の
子
孫
に
優
先
的
に
再
分
配
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
事
実
上
の
世
襲
が
行
わ
れ
る
慣
例
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
軍
人
に
分
給
さ
れ
る
収
租
地
（
田
丁
）
は
、
軍
役
の
世
襲
を
前
提
と
し
て
軍
人
の
子
孫
が
優
先
的
に
相
続
（
連
立
）
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

　
①

た
が
、
官
人
に
分
給
さ
れ
る
毒
血
地
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
世
襲
の
原
則
が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
官
人
良
工
地
に
つ

い
て
も
、
そ
の
事
実
上
の
世
襲
を
容
認
す
る
規
定
は
い
く
つ
か
あ
る
。

　
ま
ず
、
五
品
以
上
の
特
に
功
績
の
あ
っ
た
官
人
に
対
し
て
は
、
「
田
明
科
」
と
は
別
に
「
功
蔭
田
畑
」
の
規
定
に
よ
っ
て
、
田
二
十
五
結
・

柴
十
五
結
～
田
十
五
結
・
柴
五
結
の
収
租
地
が
加
給
さ
れ
、
こ
れ
を
そ
の
子
孫
が
世
襲
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
国
家
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

っ
て
回
収
さ
れ
る
「
田
重
科
」
と
は
別
に
、
官
人
の
子
孫
が
代
々
世
襲
す
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
て
い
た
収
租
地
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
田
柴
科
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に
基
づ
く
報
恩
地
に
つ
い
て
も
、
官
人
の
子
孫
が
自
ら
官
人
と
し
て
の
身
分
（
官
階
・
官
職
）
を
保
有
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
資
格
に
基
づ
い
て

別
途
に
田
重
科
の
受
給
額
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
受
給
額
の
枠
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
父
祖
の
収
租
地
を
優
先
的
に
相
続
し
て
い
た
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
③

い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
田
質
撲
の
下
郡
地
に
つ
い
て
も
却
々
田
柴
の
収
租
地
と
同
様
に
、
宮
人
の
子
孫
に
よ
る
事
実
上
の
世
襲
が

行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
官
人
の
子
孫
が
自
ら
官
人
と
し
て
の
身
分
（
官
階
・
宮
職
）
を
持
た
な
い
場
合
、
ま
た
軍
人
の
子
孫
が
た
だ
ち
に
軍
人
と
し
て
立
役

で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
は
「
閑
人
田
」
の
規
定
に
よ
っ
て
、
最
低
限
度
、
田
十
七
結
の
収
租
地
を
宮
人
・
軍
人
の
子
孫
が
世
襲

す
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
閑
人
田
」
に
つ
い
て
は
高
麗
末
に
お
け
る
一
連
の
田
制
改
革
の
議
論
の
な
か
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
已
に
仕
え
、
已
に
嫁
す
る
者
、
な
お
閑
人
の
田
を
食
む
。

な
ど
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
判
断
し
て
、
そ
れ
が
官
人
・
軍
人
の
遺
児
を
対
象
と
す
る
、
収
租
地
の
前
倒
し
の
支
給
で
あ
っ
た
こ
と

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
具
体
的
に
い
う
と
、
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
家
長
が
何
ら
か
の
事
情
で
早
世
、
も
し
く
は
退
役
し
、
そ
の
遺
児
－
女
児
で
あ
れ
ば
そ
の
夫

　
　
が
未
だ
官
人
・
軍
人
と
し
て
出
仕
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
か
れ
ら
が
将
来
、
官
人
・
軍
人
と
し
て
出
仕
し
、
も
し
く

は
宮
人
・
軍
人
の
妻
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
田
柴
科
に
お
け
る
最
低
受
給
額
で
あ
る
田
十
七
結
の
収
量
地
を
、
閑
人
田
と
し
て
相
続
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
閑
人
田
は
、
か
れ
ら
が
成
人
し
て
官
人
・
軍
人
と
し
て
出
仕
し
、
も
し
く
は
官
人
・

軍
人
の
妻
と
な
っ
た
段
階
に
お
い
て
、
当
人
も
し
く
は
当
人
の
夫
の
身
分
（
官
階
・
富
職
）
に
応
じ
て
分
給
さ
れ
る
田
予
科
の
上
筆
地
に
読
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

替
え
ら
れ
、
前
倒
し
の
支
給
が
正
式
の
支
給
に
切
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
閑
人
田
の
規
定
は
、
宮
人
・
軍
人
の
子
孫
が
代
々
官
人
・
軍
人
と
し
て
の
身
分
を
世
襲
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
格
（
官
階
・
官

職
）
に
基
づ
い
て
父
祖
の
収
租
地
を
相
続
し
て
い
く
こ
と
が
、
～
種
の
社
会
通
念
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。
閑

人
田
は
こ
の
相
続
の
資
格
に
空
白
が
生
じ
た
場
合
、
そ
れ
を
埋
め
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
一
種
の
「
つ
な
ぎ
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
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る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
一
匹
え
ば
、
再
入
・
軍
人
の
子
孫
に
よ
る
収
租
地
の
世
襲
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
社
会
に
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
官
人
お
よ
び
軍
人
に
分
給
さ
れ
る
田
柴
科
の
収
租
地
は
、
高
麗
前
期
の
史
料
に
お
い
て
は
「
永
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

田
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
土
地
国
有
論
の
建
前
を
取
る
国
家
が
、
官
人
戸
・
軍
人
戸
に
よ
る
収
容
地
の
世
襲
　
　
そ
の
事
実
上
の
私
有
化
　
　
を
、

こ
こ
ま
で
大
幅
に
容
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
一
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
官
人
・
軍
人
に
分
給
さ
れ
る
収
租
地
が
、
そ
の
内
部
に
当
該
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
所

耕
田
I
I
事
実
上
の
私
有
地
1
を
含
み
持
っ
て
い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
す
で
に
前
節
に
お
い
て
言
及
し
た
と
お
り
、
高
麗
時
代
の
一
般
農
民
は
「
敢
え
て
私
田
を
有
せ
ず
」
、
そ
の
所
耕
田
は
官
に
「
浮
管
丁
田
」

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宮
か
ら
貰
い
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
実
際
に
は
父
祖
や
親
族
の
所
耕
田
を
相
続
し
、
そ
の
事
実
を
官
に

申
告
す
る
、
と
い
う
形
を
取
っ
て
形
式
上
の
分
給
が
行
わ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
㏄
般
農
民
の
所
耕
田

に
お
い
て
は
、
事
実
上
、
そ
の
相
続
・
世
襲
は
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
は
、
も
ち
ろ
ん
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
保
有
す
る

所
耕
田
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
所
耕
田
が
そ
の
子
孫
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
て
い
く
以
上
、
少
な
く

と
も
そ
の
所
耕
田
の
う
え
に
設
定
さ
れ
た
収
租
地
に
つ
い
て
は
、
当
該
官
人
・
軍
人
の
子
孫
が
優
先
的
に
相
続
し
て
い
く
権
利
が
認
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛

　
例
え
ば
、
高
麗
後
期
に
お
い
て
禄
俸
支
給
の
不
足
を
補
う
た
め
に
、
京
畿
に
新
た
に
「
禄
富
田
」
を
設
定
し
た
際
に
も
、
官
人
戸
の
事
実
上

の
世
襲
地
で
あ
る
「
祖
業
田
」
は
、
禄
科
田
の
設
定
に
先
立
つ
収
租
地
の
没
収
の
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
忠
穆

王
元
年
（
一
三
四
五
）
の
都
評
議
使
司
の
上
雷
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
畿
県
の
両
班
の
祖
業
田
の
外
の
半
丁
を
罷
め
て
、
禄
科
田
を
置
き
、
科
に
随
い
て
折
給
す
。

と
、
そ
の
経
緯
を
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
京
畿
八
県
に
お
け
る
軽
科
田
設
定
の
原
資
を
確
保
す
る
た
め
に
、
ま
ず
官
人
戸
か
ら
広
く
「
二
丁
扁
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が
没
収
さ
れ
、
そ
の
没
収
分
が
山
科
田
と
し
て
再
分
配
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
半
丁
と
は
、
一
足
丁
（
田
十
七
結
）
に
達
し
な
い
零

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

細
な
収
租
地
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
半
語
を
没
収
し
た
際
に
も
官
人
戸
の
「
祖
業
田
」
は
、
町
家
に
よ
る
還
収
の
対
象
か
ら
は
除

外
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
没
収
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
「
祖
業
田
」
と
は
、
直
接
に
は
官
人
戸
・
軍
人
戸
が
代
々
世
襲
し
て
き
た
野

帰
地
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
収
租
地
の
基
底
を
為
す
の
は
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
事
実
上
の
私
有
地
で
あ
る
所
耕
田
で
あ
り
、
自
家
の
所
耕
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
上
に
設
定
さ
れ
た
収
租
地
こ
そ
が
、
代
々
、
優
先
的
・
選
択
的
に
相
続
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
祖
業
田
の
な
か
に

は
、
他
の
一
般
農
民
の
保
有
す
る
所
耕
田
の
上
に
設
定
さ
れ
た
収
租
地
も
部
分
的
に
は
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
他
人

の
保
有
す
る
所
耕
田
の
上
に
設
定
さ
れ
た
収
租
地
ま
で
も
が
、
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
事
実
上
の
世
襲
地
に
転
化
し
て
い
く
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う

か
。　

そ
こ
で
、
第
二
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
事
実
上
の
世
襲
地
（
祖
業
田
）
に
転
化
し
た
収
租
地

に
お
い
て
は
、
そ
の
内
部
に
存
在
す
る
他
の
～
般
農
民
の
所
耕
田
が
、
在
地
の
有
力
戸
で
あ
る
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
社
会
的
・
経
済
的
な
支
援

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
経
営
を
維
持
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
　
　
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
保
護
・
従
属
の
関
係
が
成
立
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
　
　
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
所
耕
田
は
、
自
家
の
収
租
地
の
内
部
に
存
在
し
た
。
し
た
が
っ
て
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
所
耕
田
は
、
収
租
権
の
「
傘
」

の
も
と
に
国
家
・
守
令
に
よ
る
不
法
な
苛
平
他
求
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
一
般
民
戸
の
所
耕
田
と
は
比
較
に

な
ら
な
い
ほ
ど
有
利
な
条
件
で
、
経
営
の
安
定
と
富
の
蓄
積
と
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
所
耕

田
の
周
囲
に
存
在
す
る
他
の
一
般
民
衆
の
所
耕
田
は
、
基
本
的
に
は
国
家
・
守
令
の
直
接
の
支
配
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
在
地

の
有
力
戸
で
あ
る
官
人
戸
・
軍
人
戸
に
対
し
て
も
、
種
籾
や
耕
牛
・
農
機
具
な
ど
の
貸
借
を
通
し
て
自
ず
か
ら
保
護
・
従
属
の
関
係
を
取
り
結

ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
・
経
済
的
な
関
係
を
通
し
て
、
官
人
戸
・
軍
人
戸
は
自
家
の
収
租
地
の
内
部
に
存
在
す
る

他
の
一
般
農
民
に
対
す
る
支
配
力
を
次
第
に
強
め
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
「
田
主
」
の
事
実
上
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
る
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民
田
保
有
農
民
の
所
耕
田
も
ま
た
、
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
白
墨
す
べ
き
「
祖
業
田
」
と
し
て
優
先
的
に
選
択
さ
れ
、
国
家
に
よ
る
還
収
の
対
象

か
ら
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
言
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
実
上
の
支
配
力
が
伴
わ
な
い
単
な
る

収
租
地
の
場
合
に
は
、
権
勢
家
の
奪
占
に
よ
っ
て
容
易
に
そ
の
収
租
権
が
奪
い
取
ら
れ
、
そ
れ
が
事
実
上
の
世
襲
地
（
祖
業
田
）
に
転
化
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
収
租
地
の
基
底
を
な
す
民
田
（
所
耕
田
）
は
、
そ
れ
が
収
租
拾
主
の
自
家
の
所
耕
田
で
あ
れ
、
他
の
一
般
二
戸
の
保
有
す
る
所
耕
田
で
あ
れ
、

当
時
の
土
地
国
有
論
的
な
観
念
の
も
と
で
は
、
す
べ
て
が
国
家
の
所
有
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
違
い
は
な
い
。
し
か
し
官
人
戸
・
軍
人
戸
は
自

家
の
所
耕
田
や
、
自
家
の
経
済
的
・
社
会
的
な
支
配
下
に
あ
る
他
の
一
般
黒
戸
の
所
耕
田
の
う
え
に
優
先
的
に
収
租
権
を
設
定
し
、
こ
の
収
租

権
を
ほ
ぼ
世
襲
的
に
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
事
実
上
の
世
襲
地
（
祖
業
田
）
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
収
租
地
と
し
て

の
祖
業
田
は
、
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
自
家
の
所
耕
田
の
み
な
ら
ず
、
他
の
一
般
民
業
の
所
耕
田
の
う
え
に
も
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は

在
地
の
有
力
戸
で
も
あ
る
官
人
戸
・
軍
人
戸
に
よ
っ
て
、
社
会
的
・
経
済
的
な
意
味
で
の
事
実
上
の
保
護
・
従
属
の
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
実
体
的
な
支
配
力
が
存
在
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
官
人
戸
・
軍
人
戸
は
、
国
家
か
ら
分
給
さ
れ
た
収
租
地
を
、
そ
の
事
実
上
の
世
襲

地
と
し
て
家
産
化
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
は
も
と
よ
り
、
現
時
点
で
の
仮
説
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
仮
説
的
な
観
点
に
立
て
ば
、
圏
家
に
よ
る
収
去
地
の
分
給
と
は
、

官
人
戸
・
軍
人
戸
が
各
種
の
所
耕
田
に
対
し
て
行
使
し
て
い
た
事
実
上
の
支
配
力
に
対
し
、
こ
れ
を
形
式
的
に
追
認
す
る
制
度
に
し
か
す
ぎ
な

か
．
つ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①
『
高
麗
史
魅
巻
七
十
八
、
食
貨
志
一
、
田
制
、
序
。
身
没
、
暮
冬
一
睡
公
。
唯

　
山
肘
丘
ハ
、
年
満
二
十
始
受
、
　
⊥
ハ
十
而
還
、
有
エ
」
孫
・
佃
親
戚
、
則
逓
m
田
丁
O
掘
…
者
、
陣
籍

　
監
門
衛
、
七
十
後
、
給
口
分
田
、
諸
賢
田
。

②
『
高
麗
史
』
巻
七
十
八
、
食
貨
志
一
、
田
制
、
功
蔭
田
柴
条
、
参
照
。
な
お
、

　
朝
鮮
初
期
の
科
田
法
に
お
い
て
も
、
「
功
臣
田
」
は
科
田
と
は
別
枠
の
扱
い
を
受

　
け
、
子
孫
に
よ
る
世
襲
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
『
高
麗
史
』
巻
七

　
十
八
、
食
貨
志
～
、
田
制
、
〔
科
田
、
〕
恭
譲
王
三
年
五
月
条
、
参
照
。

③
朝
鮮
初
期
の
科
田
法
に
お
い
て
は
、
官
人
の
子
孫
は
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
（
官

　
階
・
官
職
）
に
応
じ
て
父
祖
の
収
租
地
を
優
先
的
に
相
続
す
る
と
と
も
に
、
昇
進

　
に
応
じ
て
父
祖
の
慰
種
地
の
追
配
分
を
受
け
る
権
利
を
も
保
有
し
て
い
た
。
し
た
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が
っ
て
、
相
続
の
際
に
生
じ
た
田
田
（
国
家
の
還
収
分
）
も
す
ぐ
に
は
他
人
に
分

　
給
せ
ず
、
公
的
な
収
租
地
（
軍
資
田
）
に
仮
属
さ
せ
て
お
く
こ
と
で
、
将
来
に
お

　
け
る
子
孫
へ
の
追
配
分
に
備
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
点
は
、
恐

　
ら
く
は
高
麗
時
代
の
田
面
科
制
度
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
○

　
『
太
麿
示
空
八
録
匝
十
－
m
四
年
八
月
辛
西
回
想
。
一
戸
訪
日
上
議
政
府
・
よ
ハ
窟
日
・
盗
出
組
顎
下
、
借
…

　
糧
館
条
件
。
一
、
常
態
者
、
喪
葬
畢
後
、
子
孫
扇
面
科
分
給
、
除
田
仮
属
軍
資
。

　
迫
富
加
官
、
科
四
折
給
。
其
徐
属
軍
資
。

④
魍
高
麗
史
隔
巻
七
十
八
、
食
貨
志
一
、
田
制
、
〔
科
田
、
〕
辛
綱
十
四
年
七
月
条
。

　
大
司
憲
嵩
置
等
、
上
書
臼
、
…
…
中
仕
已
嫁
者
、
尚
食
閑
人
之
田
。
不
践
行
伍
者
、

　
冒
受
軍
田
。
父
匿
端
麗
聖
駕
其
子
、
番
謡
盗
而
不
還
於
公
。

⑤
朝
鮮
初
期
の
科
田
法
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
憧
養
田
」
が
「
閑
人
田
」
の

　
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
憧
養
田
に
お
い
て
は
父
の
田
は
そ
の
全
額
が

　
支
給
さ
れ
、
二
十
歳
を
待
っ
て
科
田
と
し
て
再
分
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
○
『
商
麗
史
輪
舞
七
十
八
、
食
貨
志
一
、
田
制
、
〔
科
田
、
〕
恭
譲
王
子
年
五
月
条
。

　
都
評
議
滞
留
、
上
書
、
請
定
給
半
田
法
。
従
属
。
…
…
父
母
評
議
、
子
孫
幼
弱
者
、

　
理
合
漁
養
。
其
父
田
、
全
科
伝
受
。
客
年
二
十
歳
、
各
署
科
受
。
女
子
則
夫
定
科

　
受
。
其
俵
田
、
寺
入
地
続
。

⑥
李
帰
様
「
高
麗
の
永
業
田
」
（
『
韓
国
中
世
社
会
研
究
魅
所
収
、
　
九
九
～
年
、

　
ソ
ウ
ル
、
｝
潮
閣
）
。
武
田
幸
男
讐
高
麗
時
代
の
口
分
田
と
永
業
田
」
（
『
社
会
経

　
済
史
学
㎏
第
三
十
三
巻
第
五
号
、
一
九
六
七
年
十
二
月
）
。

三
　
土
田
の
開
墾
と
奪
占

⑦
『
高
麗
史
隔
巻
七
十
八
、
食
貨
志
一
、
田
制
、
禄
科
田
、
忠
穆
王
元
年
八
月
条
。

　
都
評
議
使
司
言
、
門
…
春
景
、
罷
畿
県
両
班
祖
業
世
外
半
泣
、
置
禄
科
田
、
随
科

　
折
給
。
…
…
」

⑧
三
芳
の
半
は
「
半
分
」
で
は
な
く
「
未
満
」
の
意
、
す
な
わ
ち
一
足
丁
（
田
十

　
七
結
）
の
定
額
に
達
し
な
い
零
細
な
収
租
地
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
（
武
田
幸

　
男
「
高
麗
田
面
の
再
検
討
」
『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
第
八
号
、
一
九
七
一
年

　
三
月
、
参
照
）
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
文
字
ど
お
り
、
一
足
丁
（
田
十
七
結
）

　
の
半
分
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑨
朝
鮮
初
期
の
科
田
法
に
お
い
て
も
、
官
人
戸
の
自
家
の
所
耕
田
の
上
に
設
定
さ

　
れ
た
収
租
地
に
つ
い
て
は
、
国
家
に
よ
る
還
収
や
職
給
の
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ

　
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
『
太
宗
実
録
盛
十
四
年
八
月
戊
午
条
に
、

　
「
…
…
京
畿
内
功
臣
田
、
別
賜
田
、
各
区
科
田
、
寺
社
田
、
為
半
、
慶
尚
・
全
羅

　
遵
、
詳
言
給
。
将
其
一
半
、
干
禄
転
・
軍
資
。
意
中
、
各
人
折
受
累
代
農
舎
所
耕

　
字
丁
、
定
日
膀
示
、
単
字
収
納
、
移
関
京
畿
監
司
、
核
実
折
給
。
如
有
妄
告
者
、

　
識
量
憲
司
、
論
罪
。
」
と
あ
る
ま
う
に
、
太
宗
朝
に
お
け
る
科
田
の
下
三
福
移
給

　
の
議
論
に
お
い
て
は
、
移
給
に
際
し
て
の
還
収
の
例
外
と
し
て
、
功
臣
田
、
別
賜

　
田
、
科
田
等
の
収
租
地
の
内
部
に
含
ま
れ
て
い
た
「
各
人
の
折
受
せ
る
累
代
の
農

　
舎
の
所
耕
の
字
数
」
は
、
そ
の
ま
ま
収
租
地
と
し
て
の
所
有
が
保
障
さ
れ
て
い
た

　
の
で
あ
る
。

窟
人
・
軍
人
に
分
給
さ
れ
る
収
租
地
は
、
自
家
の
経
営
す
る
所
耕
田
と
、
他
の
一
般
農
罠
の
経
営
す
る
所
耕
田
と
の
複
合
の
う
え
に
設
定
さ

れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
収
租
地
の
基
底
を
為
す
一
般
農
民
の
所
耕
田
の
自
立
的
な
経
営
が
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

租
権
主
は
そ
こ
か
ら
一
定
額
の
収
租
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
収
租
地
内
部
に
お
け
る
一
般
農
罠
の
土
地
経
営
は
、
現
実
に
は
極
め
て
不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
収
租

地
か
ら
の
収
益
も
ま
た
、
収
租
権
主
に
と
っ
て
は
～
種
の
空
手
形
に
終
わ
り
か
ね
な
い
危
険
性
を
帯
び
て
い
た
。

　
実
際
、
当
時
に
お
け
る
一
般
農
民
の
生
計
が
如
何
に
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
容
宗
朝
に
お
け
る
農
民
の
流
亡
と
、

そ
の
対
策
と
し
て
採
ら
れ
た
「
監
務
」
派
遣
の
事
例
を
通
し
て
充
分
に
そ
の
実
情
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
こ
の
ご
ろ
所
司
の
奏
に
因
り
、
西
海
道
の
儒
州
・
安
岳
・
長
淵
等
の
県
、
入
物
流
亡
す
る
を
以
て
、
始
め
て
監
務
の
窟
を
差
し
、
こ
れ
を
し
て
安
撫
せ
し

　
　
め
、
つ
い
に
流
民
の
漸
く
還
り
、
産
業
日
々
に
盛
ん
な
る
を
致
す
。
今
、
牛
羅
・
兎
山
・
積
城
・
披
平
・
沙
川
・
朔
寧
・
安
峡
・
僧
嶺
・
洞
陰
・
安
州
・

　
　
永
康
・
嘉
禾
・
青
松
・
仁
義
・
金
城
・
堤
州
・
保
寧
・
鼠
尾
・
唐
津
・
定
安
・
萬
頃
・
富
麗
・
毒
口
・
狼
川
等
の
郡
県
の
入
物
も
、
ま
た
流
亡
の
勢
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
宜
し
く
儒
州
の
例
に
准
じ
、
監
吏
を
置
き
て
招
撫
せ
し
む
べ
し
（
『
高
麗
史
鵬
巻
十
二
、
七
宗
世
家
、
元
年
四
月
庚
寅
条
、
詔
）
。

　
周
知
の
と
お
り
、
粛
宗
朝
末
年
か
ら
容
挿
話
初
年
に
か
け
て
は
掲
由
旬
女
真
（
ハ
ラ
ン
旬
、
現
在
の
胃
鏡
南
道
）
と
高
麗
と
の
対
立
に
よ
っ

て
数
次
の
女
真
戦
争
が
遂
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
戦
争
準
備
の
た
め
に
別
面
班
が
編
成
さ
れ
る
な
ど
、
内
外
と
も
に
多
難
な
時
局
に
当
た
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
内
外
の
政
治
的
状
況
が
、
当
時
の
民
生
の
動
揺
に
具
体
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
が
、
し
か

し
そ
れ
は
こ
の
時
期
に
の
み
固
有
の
問
題
と
も
い
え
な
い
。
よ
り
根
本
的
な
問
題
は
、
当
時
の
農
業
技
術
の
制
約
に
よ
り
、
経
営
基
盤
の
極
め

て
貧
弱
な
農
民
層
が
広
範
に
存
在
し
、
こ
の
貧
弱
な
農
民
層
を
基
盤
と
し
て
王
朝
国
家
が
そ
の
権
力
機
構
を
維
持
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
度
重
な
る
戦
争
や
、
国
家
・
守
令
に
よ
る
苛
敏
蘇
求
な
ど
、
何
ら
か
の
契
機
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
も
発
生
し
て
し
ま
う
民
生
の
動
揺
の
な
か
で
、

ひ
と
た
び
止
血
地
の
直
接
耕
作
者
で
あ
る
紳
般
農
民
が
そ
の
経
営
を
放
棄
し
て
し
ま
え
ば
、
官
人
・
珍
重
の
保
有
す
る
収
租
権
は
た
ち
ま
ち
そ

の
実
質
を
失
い
、
事
実
上
、
収
租
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
新
た
に
派
遣
さ
れ
た
急
務
そ
の
他
の
地
方
行
政
官
の
任
務
は
、

何
よ
り
も
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
一
般
農
民
を
確
実
に
収
租
地
に
定
着
さ
せ
、
そ
の
生
計
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
・
田
主
の
収
生
面

を
確
実
に
保
障
す
る
こ
と
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
地
方
行
政
宮
た
ち
の
努
力
は
、
必
ず
し
も
収
租
地
一
般
に
対
し
て
均
～
に
作
用
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

か
れ
ら
の
関
心
は
、
専
ら
中
央
の
権
勢
家
や
政
府
機
関
の
保
有
す
る
収
租
地
に
注
が
れ
、
権
勢
と
は
無
縁
の
下
級
官
人
や
軍
人
の
収
租
地
に
つ

い
て
は
、
た
と
え
そ
の
基
底
を
な
す
民
田
保
有
農
民
の
経
営
が
不
安
定
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
適
切
な
勧
農
の
努
力
を
払
お
う
と
は
し
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
今
来
、
州
県
官
、
た
だ
宮
院
・
朝
家
の
田
を
以
て
、
人
を
し
て
耕
種
せ
し
め
、
そ
の
軍
人
の
田
は
、
膏
腹
の
壌
と
い
え
ど
も
、
心
を
用
い
て
勧
稼
せ
ず
。

　
　
ま
た
養
戸
を
し
て
輸
涌
せ
し
め
ず
。
こ
れ
に
因
り
て
、
軍
人
飢
寒
し
て
逃
散
す
。
今
よ
り
先
ず
軍
人
田
を
以
て
、
お
の
お
の
佃
戸
を
定
め
よ
（
『
高
麗
史
鳳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
巻
七
十
九
、
食
貨
志
二
、
農
桑
、
容
宗
王
年
二
月
、
制
）
。

　
右
に
「
佃
戸
」
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
収
租
地
の
基
底
を
為
す
民
田
保
有
農
罠
の
こ
と
で
、
後
世
の
地
主
・
小
作
地
に
お
け
る
小
作
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
と
で
は
な
い
。
朝
鮮
初
期
の
畑
田
法
に
お
い
て
は
、
収
租
地
の
基
底
を
為
す
民
田
保
有
農
民
の
こ
と
を
「
佃
客
」
と
称
し
て
い
る
が
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
の
佃
戸
も
そ
の
佃
客
と
同
じ
よ
う
に
、
収
租
地
を
耕
作
す
る
一
般
農
民
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
掲
、

今
金
派
遣
の
史
料
に
も
見
ら
れ
る
と
お
り
、
　
一
般
農
民
の
土
田
へ
の
定
着
率
は
必
ず
し
も
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
日
常
的
に
発
生
す

る
流
亡
戸
の
廃
耕
地
に
つ
い
て
は
、
地
方
行
政
官
が
新
規
に
民
戸
を
召
募
し
て
「
管
状
射
田
」
せ
し
め
、
こ
れ
を
角
々
地
の
直
接
耕
作
者
、
い

わ
ゆ
る
「
佃
戸
」
と
し
て
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
と
こ
ろ
が
「
宮
院
・
朝
家
の
田
」
、
す
な
わ
ち
王
族
の
所
有
す
る
収
載
地
（
宮
院
田
）
や
政
府
機
関
の
所
有
す
る
収
租
地
（
朝
家
田
）
に
は
優

先
的
に
佃
戸
が
定
め
ら
れ
て
も
、
権
勢
と
は
無
縁
の
軍
人
田
の
方
は
、
と
か
く
後
回
し
に
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
軍
人

田
の
直
接
耕
作
者
、
い
わ
ゆ
る
「
佃
戸
」
に
指
定
さ
れ
た
一
般
農
民
の
う
ち
、
そ
の
一
部
の
も
の
は
虫
類
門
主
で
あ
る
軍
人
戸
に
附
属
す
る

「
養
戸
」
1
後
代
の
奉
草
戸
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
　
　
と
し
て
雑
役
を
免
除
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
立
役
軍
人
に
糧
食
を
送
る
義

務
を
負
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
佃
戸
や
養
戸
の
土
地
経
営
が
不
安
定
な
た
め
に
、
軍
人
田
か
ら
は
所
期
の
収
益
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

結
果
と
し
て
田
主
で
あ
る
軍
人
戸
は
立
役
の
負
担
に
耐
え
切
れ
な
く
な
っ
て
逃
亡
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
弊
害
は
、
も
ち
ろ
ん
地
方
行
政
官
の
監
督
不
行
き
届
き
に
よ
る
部
分
も
少
な
く
は
な
い
が
、
よ
り
根
本
的
に
は
一
般
農
民
に
お
け

る
経
営
能
力
の
問
題
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
支
援
す
べ
き
地
方
行
政
官
庁
の
財
政
能
力
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
佃
戸
の
流
亡
、
そ
の
他
の
要
因
に
よ
っ
て
日
常
的
に
発
生
す
る
廃
耕
地
は
、
国
家
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
処
分
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
前
掲
の
史
料
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
お
り
、
収
租
地
を
耕
作
す
る
一
般
農
民
、
す
な
わ
ち
佃
戸
が
流
亡
し
た
場
合
、
地
方
行
政
官
は
直
ち
に
こ

れ
を
原
籍
に
連
れ
戻
し
、
も
し
く
は
新
た
な
民
需
を
佃
戸
と
し
て
召
募
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
土
田
が
存
在
し
、
ま
た
佃
戸
が
存

在
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
農
業
経
営
が
成
立
す
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
実
際
に
は
種
籾
や
耕
牛
・
農
機
具
な
ど
の
、
各
種
の
生
産
手

段
が
そ
こ
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
貧
窮
時
の
～
般
農
民
に
は
、
そ
れ
ら
の
生
産
手
段
を
自
力
で
確
保
す
る
こ
と
は
、

必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
生
産
手
段
を
適
宜
貸
与
し
て
、
一
般
農
民
に
よ
る
土
田
の
開
墾
と
経
営
と
を
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
は
、
本
来
、
地
方
行
政
官

に
よ
る
勧
農
業
務
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
財
政
基
盤
の
脆
弱
な
地
方
行
政
宮
庁
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
そ
の
た
め
の
充

分
な
資
力
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
多
少
と
も
補
っ
て
い
た
の
は
、
在
地
の
有
力
戸
で
も
あ
る
官
人
戸
・
軍
人
戸

の
私
的
な
支
援
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
高
麗
後
期
に
お
け
る
た
び
重
な
る
戦
乱
は
、
一
般
農
民
の
貧
弱
な
経
済
基
盤
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ

を
支
援
し
て
き
た
官
人
戸
・
軍
人
戸
の
経
済
基
盤
そ
の
も
の
を
も
少
な
か
ら
ず
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
生

じ
る
大
量
の
荒
廃
地
の
開
墾
は
、
本
来
、
地
方
行
政
富
の
責
任
の
も
と
に
進
め
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
如
何
せ
ん
、
当
時
の
地
方

行
政
官
庁
に
は
そ
の
開
墾
の
原
資
が
な
い
。
高
麗
後
期
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
資
力
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
唯
一
、
「
権
勢
家
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
な
人
々
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
　
諸
王
・
宰
枢
、
お
よ
び
暦
従
臣
僚
、
諸
の
宮
院
・
寺
社
、
閑
田
を
望
占
す
。
国
家
も
ま
た
農
に
務
め
穀
を
重
ん
ず
る
の
意
を
以
て
、
牌
を
賜
る
。
然
れ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か

　
　
も
賜
牌
に
葱
籍
し
、
有
主
恩
籍
の
田
あ
り
と
い
え
ど
も
、
並
び
に
皆
こ
れ
を
奪
う
。
そ
の
弊
、
貨
ら
れ
ず
。
人
を
択
び
て
差
遣
し
、
窮
推
し
て
辮
冷
せ
し
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め
よ
。
お
よ
そ
賜
丁
付
の
田
は
、
起
陳
に
論
な
く
、
い
や
し
く
も
本
主
あ
れ
ば
、
皆
還
給
せ
し
め
よ
。
か
つ
本
閑
田
な
り
と
い
え
ど
も
、
百
姓
す
で
に
曾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
て
開
墾
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
並
び
に
奮
題
す
る
を
禁
ぜ
よ
（
『
高
麗
史
』
巻
七
十
八
、
食
貨
志
～
、
田
制
、
経
理
、
忠
烈
王
十
～
年
三
月
下
旨
）
。

　
右
に
「
閑
田
」
と
い
う
の
は
、
誰
も
使
用
（
耕
作
）
し
て
い
な
い
「
空
き
地
」
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
土
地
国
有
論
的
な
観
念
か
ら
い
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
空
閑
地
は
、
本
来
な
ら
地
方
行
政
官
の
責
任
の
下
に
積
極
的
に
開
墾
を
行
い
、
開
墾
さ
れ
た
土
田
は
主
と
し
て
所
耕
田
の
不

足
す
る
貧
民
に
優
先
的
に
分
配
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
開
墾
地
の
一
般
農
民
へ
の
分
配
こ
そ
が
、
い
わ
ゆ
る
土
地
国
有
の
理
念

を
生
み
出
す
～
つ
の
現
実
的
な
根
拠
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
民
田
の
う
え
に
収
租
地
を
設
定
し
、
収
租
地
の
受
給
額
が

未
だ
規
定
額
に
達
し
な
い
官
人
・
軍
人
に
対
し
て
こ
れ
を
優
先
的
に
分
配
し
て
い
け
ば
、
田
柴
科
制
度
に
お
け
る
分
給
収
租
地
の
不
足
の
問
題

に
つ
い
て
も
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
は
こ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
高
麗
後
期
の
地
方
行
政
官
庁
に
は
、
す
な
わ
ち
国
家
に
は
開
墾
を
推
進
す
る
だ
け
の
資
力
が
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
諸

王
・
四
十
、
お
よ
び
属
従
臣
僚
、
諸
の
宮
院
・
寺
社
」
な
ど
の
権
勢
家
に
対
し
、
か
れ
ら
が
本
来
受
給
す
べ
き
権
臣
地
の
不
足
分
－
田
圃
科

の
規
定
額
に
達
し
な
い
部
分
i
を
補
償
す
る
た
め
の
手
立
て
と
し
て
、
開
墾
後
の
土
田
を
類
意
地
と
し
て
分
給
し
、
各
種
の
賦
役
を
免
除
す

る
こ
と
の
特
許
状
、
い
わ
ゆ
る
「
賜
牌
」
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
権
勢
家
に
よ
る
開
墾
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
可
能
性
と
し
て
は
、
ω
権
勢
家
が
自
家

の
労
働
力
（
奴
碑
・
雇
工
）
を
用
い
て
独
力
で
開
墾
す
る
。
②
権
勢
家
が
開
墾
の
原
資
一
具
体
的
に
は
種
籾
や
耕
牛
・
農
機
具
な
ど
i
I
を

提
供
し
、
開
墾
に
要
す
る
労
働
力
は
、
地
方
行
政
官
が
、
当
該
地
域
の
一
般
農
民
の
使
役
に
よ
っ
て
提
供
す
る
、
と
い
う
二
つ
の
場
合
が
想
定

さ
れ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
第
一
の
想
定
に
立
て
ば
、
開
墾
し
た
土
田
は
権
勢
家
の
自
家
の
所
耕
田
と
な
り
、
そ
の
所
耕
田
に
課
せ
ら
れ
る
賦
役
は
、
特
許

状
（
二
野
）
に
基
づ
い
て
免
除
さ
れ
る
。
ま
た
第
二
の
想
定
に
立
て
ば
、
開
墾
し
た
土
田
は
開
墾
に
従
事
し
た
一
般
農
罠
に
分
配
さ
れ
、
権
勢

家
は
特
許
状
（
賜
牌
）
に
基
づ
い
て
、
そ
の
開
墾
地
に
対
す
る
収
租
権
の
み
を
行
使
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
場
合
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に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
権
勢
家
の
収
租
地
と
な
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
権
勢
家
は
開
墾
に
か
こ
つ
け
て
、
開
墾
地
の
周
辺
に
所
在
す
る
一
般
農
民
の
所
耕
田
、
い
わ
ゆ
る
「
有
主
書
籍
の
田
」
や
、
一

般
農
民
が
す
で
に
開
墾
に
着
手
し
て
い
る
土
田
な
ど
を
も
暴
力
的
に
奪
潔
し
、
こ
れ
を
自
家
の
所
耕
田
に
編
入
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ

⑦た
。
し
た
が
っ
て
、
～
般
農
民
を
使
役
し
て
行
わ
れ
る
第
二
の
類
型
の
開
墾
地
に
対
し
て
も
、
実
際
に
は
守
令
と
結
託
し
た
権
勢
家
が
、
そ
れ

を
自
家
の
所
耕
田
と
し
て
奪
占
し
て
し
ま
う
場
合
が
少
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
開
墾
さ
れ
た
土
田
が
事
実
上
、
権
勢
家
の
所
耕
田
と
し
て
奪
占
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
開
墾

に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
て
い
く
権
勢
家
の
黒
髪
地
は
、
自
家
の
所
耕
田
と
他
の
一
般
農
民
の
所
耕
田
と
の
複
合
の
上
に
設
定
さ
れ
て
い
た
従
来
の

収
租
地
と
は
大
き
く
そ
の
性
格
を
変
え
て
い
く
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
官
人
・
軍
人
に
分
給
さ
れ
る
収
租
地
は
、
本
来
、
地
方
行
政
官
で
あ
る
丁
令
の
支
配
下
に
お
か
れ
、
守
令
を
介
し
て
収
租
地
か
ら
の
収
租
が

行
わ
れ
て
い
た
。
田
主
で
あ
る
富
人
・
軍
人
は
、
国
庫
を
通
し
て
間
接
的
に
そ
の
収
益
を
受
け
取
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
高
麗
後
期
に
入
る

と
、
こ
の
原
則
が
崩
れ
て
田
主
が
直
接
収
差
地
か
ら
の
収
租
を
行
う
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
よ
っ
て
指
摘
済
み
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
変
化
は
、
単
に
制
度
の
無
爵
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
収
租

地
そ
の
も
の
の
性
格
の
、
あ
る
本
質
的
な
変
化
に
基
づ
く
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
田
主
で
あ
る
官
人
・
軍
人
は
、
守
令
を
介
し
て
収
租
地
か
ら
の
収
租
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
収
租
地
内
部
に
存
在
す
る
［
般
農
民
の
所

耕
田
、
い
わ
ゆ
る
民
田
か
ら
の
収
租
に
限
っ
て
の
こ
と
で
、
自
家
の
保
有
す
る
所
耕
田
か
ら
の
収
受
に
つ
い
て
は
、
高
麗
前
期
に
お
い
て
も
、

当
然
、
守
令
の
手
を
借
り
る
こ
と
な
く
、
奴
蝉
や
差
配
を
通
し
て
田
主
自
ら
が
収
租
を
行
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
開
墾
を
通
し
て
権
勢
家
が
収
租
地
を
拡
大
し
た
高
麗
後
期
に
お
い
て
は
、
収
租
地
内
部
に
お
け
る
一
般
農
民
の
所
耕
田
ま
で
も

が
、
事
実
上
、
権
勢
家
の
所
耕
田
と
し
て
奪
占
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
国
家
か
ら
分
給
さ
れ
た
収
租
地
で
あ
る
と
岡
時
に
、
事
実

上
、
権
勢
家
の
所
耕
田
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
所
耕
田
に
対
す
る
外
塀
は
、
当
然
、
権
勢
家
が
自
ら
行
う
権
利
を
有
し
て
い
る
。
か
く
し
て
権
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勢
家
の
収
租
地
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
権
勢
家
の
名
目
上
の
所
耕
田
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
農
荘
」
と
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

①
魍
高
麗
史
』
巻
十
二
、
愛
甲
世
家
、
元
年
夏
四
月
庚
寅
条
。
詔
田
、
「
頃
因
所

　
司
奏
、
以
西
海
道
儒
州
・
安
岳
・
長
淵
等
県
、
入
物
流
亡
、
始
差
監
務
宮
、
使
之

　
安
瀬
、
遂
致
流
民
漸
騰
、
産
業
日
盛
。
今
牛
峯
・
兎
山
・
積
城
・
披
平
・
沙
川
・

　
朔
寧
・
安
峡
・
僧
嶺
・
洞
陰
・
濃
州
・
永
康
・
嘉
禾
・
青
松
・
仁
義
・
金
城
・
堤

　
州
・
保
寧
・
絵
尾
・
唐
津
・
定
安
・
萬
頃
・
富
閏
・
寧
日
・
狼
川
等
郡
県
人
物
、

　
三
富
流
亡
之
勢
。
宜
准
儒
州
例
、
置
四
聖
招
撫
。
」

②
凹
高
麗
山
回
巻
七
十
九
、
食
貨
志
二
、
農
桑
、
容
宗
三
年
二
月
、
制
。
近
来
州

　
県
官
、
砥
蓮
宮
院
・
朝
家
田
、
華
人
耕
種
、
其
軍
人
田
、
錐
膏
験
之
壌
、
不
屠
心

　
勧
稼
、
亦
不
令
草
戸
輸
銀
。
因
此
、
国
入
飢
寒
逃
散
。
自
今
、
先
以
軍
人
田
、
各

　
定
瀬
戸
、
勧
稼
・
輸
糧
八
事
、
所
司
委
曲
奏
裁
。

③
魍
高
麗
史
逗
留
七
十
八
、
食
貨
志
一
、
圏
制
、
〔
雪
田
〕
条
、
参
照
。

④
私
人
が
収
租
権
を
行
使
す
る
「
私
田
」
の
耕
作
者
が
「
佃
戸
」
と
呼
ば
れ
て
い

　
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
国
家
が
収
紅
舌
を
行
使
す
る
「
公
田
」
の
耕
作
者
に

　
つ
い
て
も
、
当
時
は
こ
れ
を
門
佃
戸
扁
と
称
し
て
い
た
。
例
え
ば
『
高
麗
史
臨
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
七
十
八
、
食
貨
志
一
、
田
制
、
租
税
、
容
宗
三
年
二
月
制
に
、
「
諾
州
県
公
私
田
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
州
河
漂
損
、
樹
木
叢
生
、
不
得
耕
種
、
如
有
官
吏
、
当
其
佃
戸
及
諸
族
類
・
隣
保

　
人
、
徴
敏
税
糧
、
侵
害
作
卜
者
、
内
外
所
司
、
察
訪
禁
除
。
」
と
あ
る
の
は
そ
の

　
明
証
で
あ
る
。
こ
の
条
の
「
佃
戸
扁
を
「
小
作
入
」
の
意
味
に
解
釈
す
れ
ば
、
国

　
家
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
自
営
農
に
対
す
る
保
護
規
定
が
、
こ
の
王
命
か
ら
は
抜

　
け
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

⑤
「
朝
家
」
は
「
朝
廷
」
の
意
。
朝
廷
と
は
、
君
並
を
指
す
場
合
も
あ
る
が
、
こ

　
こ
で
は
「
宮
院
」
の
次
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
君
主
の
こ
と
で
は
な
く
、
君
主

　
を
頭
と
す
る
政
府
機
関
一
般
の
こ
と
を
懐
う
の
で
あ
ろ
う
。
『
漢
語
大
熊
典
輪
朝

　
家
、
朝
廷
条
、
参
照
。
し
た
が
っ
て
朝
家
田
と
は
、
具
体
的
に
は
中
外
の
政
府
機

　
関
に
、
そ
の
機
構
の
大
小
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
公
癬
田
（
官
衙
運
営
費
に
充
当

　
す
る
三
楽
地
）
や
、
衙
粟
田
（
長
官
の
家
族
手
当
等
に
充
当
す
る
収
租
地
）
な
ど

　
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

⑥
『
高
麗
史
隔
巻
七
十
八
、
食
貨
志
㎝
、
田
制
、
経
理
、
忠
烈
王
十
一
年
三
月
下

　
旨
。
諸
王
宰
枢
、
及
麗
従
臣
僚
、
諸
宮
院
・
寺
社
、
手
占
藪
田
、
国
家
亦
以
務
田

　
重
穀
礎
案
、
賜
牌
。
然
葱
籍
賜
牌
、
錐
有
主
付
籍
之
田
、
並
屋
奪
之
、
其
弊
不
賀
。

　
四
人
差
遣
、
窮
感
冒
骸
。
擁
護
牌
付
田
、
起
陳
勿
論
、
筍
有
本
主
、
皆
令
還
給
。

　
且
本
難
閑
田
、
百
姓
巴
曾
開
墾
、
則
並
禁
奪
占
。
○
ち
な
み
に
、
「
賜
牌
付
の

　
畷
」
と
は
、
「
賜
牌
に
記
載
さ
れ
た
田
扁
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
、
「
～
付
の
」
と

　
い
う
の
は
朝
鮮
の
吏
文
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
言
い
回
し
で
あ
る
。

⑦
当
時
の
農
耕
地
は
、
今
日
の
そ
れ
の
よ
う
に
整
然
と
区
画
整
理
さ
れ
て
い
た
わ

　
け
で
は
な
い
か
ら
、
東
西
南
北
の
境
界
、
い
わ
ゆ
る
「
四
至
」
の
内
部
に
、
未
墾

　
の
荒
廃
地
が
存
在
し
た
り
、
他
人
の
保
有
耕
作
地
が
存
在
し
た
り
す
る
こ
と
は
、

　
必
ず
し
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
賜
牌
に
書
か
れ
た
「
四

　
至
」
を
根
拠
に
他
人
の
所
耕
田
を
奪
占
す
る
こ
と
は
、
守
令
と
結
託
し
た
権
勢
家

　
に
は
極
め
て
容
易
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

⑧
周
藤
吉
之
「
高
麗
朝
よ
り
朝
鮮
初
期
に
至
る
田
制
の
改
革
i
特
に
私
田
の
変
革

　
過
程
と
其
封
建
制
と
の
関
聯
に
就
い
て
一
し
（
剛
東
亜
学
』
第
三
輯
、
～
九
四
〇

　
年
十
二
月
、
東
京
、
日
光
書
院
）
。
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四
　
所
耕
田
と
賦
役

　
開
墾
を
通
し
て
自
家
の
所
耕
田
を
集
積
し
た
権
勢
家
は
、
各
所
に
い
わ
ゆ
る
「
農
荘
」
を
形
成
し
、
そ
の
内
部
に
貧
罠
や
流
亡
民
を
隠
匿
し

て
、
い
わ
ゆ
る
「
頓
作
制
」
に
よ
る
土
地
経
営
を
展
開
し
て
い
く
。
土
地
国
有
論
の
建
前
を
取
る
当
時
の
国
家
に
お
い
て
、
他
人
に
土
地
を
貸

与
し
て
そ
の
収
益
の
半
ば
を
受
け
取
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
国
家
の
土
地
所
有
権
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
っ
た
が
、
収
見
栄
の
「
傘
」
の
も
と

に
国
家
権
力
の
介
入
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
た
権
勢
家
は
、
国
家
の
所
有
権
を
否
定
し
て
、
事
実
上
、
そ
れ
を
自
家
の
所
有
地
と
し
て
支
配

す
る
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
農
荘
の
内
部
に
隠
匿
さ
れ
た
貧
民
や
流
亡
民
は
、
本
来
、
所
耕
田
（
名
田
）
を
保
有
し
て
国
家
に
賦
役
を
供
出
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
が
、

権
勢
家
に
よ
る
所
耕
田
の
集
積
は
、
こ
れ
ら
の
貧
罠
や
流
亡
民
か
ら
そ
の
所
耕
田
を
奪
う
と
と
も
に
、
国
家
に
対
し
て
も
所
耕
田
（
名
田
）
の

保
有
に
基
づ
く
各
種
の
賦
役
の
供
給
源
を
奪
い
取
る
と
い
う
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
い
わ
ゆ
る
「
賦
役
」
と
は
「
田
賦
」
と
「
丁
役
」
の
意
味
で
、
こ
の
う
ち
田
賦
は
所
耕
田
の
多
寡
に
よ
っ
て
、
ま
た
下
役
は
戸
口
の
多
寡
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
原
則
に
な
っ
て
い
た
。
高
麗
時
代
の
賦
役
は
、
「
租
・
調
・
庸
」
あ
る
い
は
「
租
・
布
・
役
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
が
、
こ

の
う
ち
「
租
」
は
所
耕
田
の
多
寡
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
「
調
・
布
」
「
庸
・
役
」
は
戸
口
の
多
寡
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
調
・

布
」
「
庸
・
役
」
が
戸
ロ
の
多
寡
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
所
耕
田
を
保
有
し
な
い
民
戸
に
そ
の
負
損
を
求
め
る
の
は

無
意
味
で
あ
る
か
ら
、
賦
役
の
割
り
当
て
に
は
、
当
然
、
＝
疋
以
上
の
所
耕
田
を
保
有
す
る
こ
と
が
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
権
勢
家
た
ち
は
、
貧
民
や
流
亡
民
か
ら
そ
の
所
耕
田
を
奪
占
し
、
か
れ
ら
を
農
荘
の
並
作
農
民
と
し
て
使
役
す
る
こ
と
で
、
賦
役

の
負
担
の
基
礎
と
な
る
一
般
農
民
の
所
耕
田
を
国
家
か
ら
隠
匿
し
、
延
い
て
は
一
般
農
民
の
戸
口
そ
の
も
の
を
も
国
家
か
ら
隠
匿
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
　
王
、
元
に
あ
り
、
恰
伯
平
章
、
墨
守
衡
・
警
笛
規
に
謂
い
て
暑
く
、
「
昨
ご
ろ
勅
あ
り
、
其
れ
以
て
百
姓
を
安
心
す
べ
き
者
を
議
し
て
、
来
迎
せ
よ
し
と
。
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高麗時代における土地所有の諸相（矢木）

　
　
王
、
遂
に
宰
枢
に
命
じ
て
三
品
以
上
と
與
に
こ
れ
を
議
せ
し
む
。
皆
曰
く
、
「
上
下
み
な
処
千
を
撤
し
、
委
ぬ
る
に
賦
役
を
以
て
す
れ
ば
、
可
な
り
」
と
。

　
　
処
干
と
は
、
人
の
田
を
耕
し
て
租
を
そ
の
主
に
、
庸
・
調
を
官
に
帰
す
。
即
ち
佃
戸
な
り
。
時
に
権
貴
多
く
民
を
聚
め
、
こ
れ
を
処
干
と
謂
て
、
以
て
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
税
を
着
す
。
そ
の
弊
も
っ
と
も
重
し
。
守
衡
曰
く
、
「
必
ず
点
戸
を
以
て
奏
せ
ん
」
と
。
（
『
高
麗
史
』
巻
三
十
二
、
患
二
王
世
家
、
四
年
七
月
乙
酉
条
）

　
右
の
史
料
に
見
え
る
「
処
干
」
に
つ
い
て
は
、
権
勢
家
の
収
量
地
が
一
般
農
民
の
所
耕
田
の
う
え
に
設
定
さ
れ
た
収
租
地
と
、
自
家
の
所
耕

田
の
う
え
に
設
定
さ
れ
た
収
租
地
と
の
二
つ
の
類
型
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
類
型
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

　
第
一
の
類
型
の
処
干
は
、
収
租
地
の
基
底
を
為
す
民
田
の
保
有
農
民
と
し
て
の
「
佃
戸
」
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
は
直
接
に
は
地
方
行
政
官
で

あ
る
守
勢
の
支
配
下
に
あ
り
、
そ
の
所
耕
田
に
対
し
て
は
、
守
令
を
通
し
て
勧
稼
・
収
租
が
行
わ
れ
て
い
た
。
当
該
収
租
地
か
ら
の
収
益
に
つ

い
て
は
、
そ
の
「
田
租
」
の
部
分
の
み
が
収
租
権
主
で
あ
る
私
人
に
交
付
さ
れ
る
が
、
「
庸
・
調
」
な
ど
の
田
租
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
守

令
の
直
接
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
か
ら
、
か
れ
ら
は
国
家
の
出
機
地
で
あ
る
「
公
田
」
の
佃
戸
、
す
な
わ
ち
他
の
一
般
農
民
と
も
ほ
と
ん

ど
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
類
型
の
処
干
は
、
権
勢
家
の
所
耕
田
を
耕
作
す
る
製
作
農
民
、
す
な
わ
ち
小
作
農
と
し
て
の
処
干
で
、
そ
の
多
く
は
農
荘
の
内
部
に

招
致
・
隠
匿
さ
れ
た
貧
民
や
流
亡
民
な
ど
か
ら
な
っ
て
い
た
。

　
　
権
勢
の
家
、
広
く
田
荘
を
置
き
、
人
民
を
招
匿
し
て
、
賦
役
を
供
せ
ざ
る
者
は
、
所
在
の
官
司
、
そ
の
民
を
推
刷
し
て
以
て
葦
戸
に
充
て
よ
（
『
高
麗
史
繍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
巻
七
十
九
、
食
貨
志
二
、
戸
口
、
忠
粛
王
十
二
年
十
月
下
教
）
。

　
右
の
忠
粛
王
の
下
裳
に
も
述
べ
る
と
お
り
、
権
勢
家
の
農
荘
（
田
荘
）
の
内
部
に
は
、
本
来
、
民
田
保
有
農
民
と
し
て
国
家
に
賦
役
を
供
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
べ
き
一
般
の
農
民
た
ち
一
い
わ
ゆ
る
「
名
田
を
受
け
て
賦
役
を
供
す
る
者
」
一
が
多
数
隠
匿
さ
れ
て
い
た
。
か
れ
ら
は
権
勢
家
の
兼

井
・
奪
占
に
よ
っ
て
そ
の
所
耕
田
を
奪
わ
れ
、
権
勢
家
の
所
耕
田
を
借
耕
す
る
文
字
ど
お
り
の
「
佃
戸
」
に
転
落
し
た
人
々
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
か
れ
ら
が
耕
作
す
る
権
勢
家
の
所
耕
田
は
、
圏
家
の
公
認
す
る
収
租
権
の
「
傘
」
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
所
耕
田
に
係
る
田
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⑥

租
は
国
家
に
納
入
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
農
荘
の
内
部
に
隠
匿
さ
れ
た
貧
昆
や
流
亡
民
は
、
し
ば
し
ば
権
勢
家
の
戸
籍
に
奴
碑
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

図
工
の
名
目
で
編
入
さ
れ
、
も
し
く
は
戸
籍
に
編
入
さ
れ
な
い
ま
ま
事
実
上
の
奴
蝉
二
雇
工
と
し
て
使
役
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
戸
籍
に
基
づ
く

国
家
の
支
配
－
具
体
的
に
は
「
庸
・
調
」
な
ど
の
、
戸
口
に
基
づ
い
て
割
り
当
て
ら
れ
る
各
種
の
賦
役
　
　
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
貧
民
や
流

亡
民
に
は
及
ぶ
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
権
勢
家
が
所
耕
田
を
集
積
し
、
農
荘
の
内
部
に
多
数
の
人
丁
を
隠
匿
し
て
い
た
背
景
に
は
、
権
勢
家
に
よ
る
民
田

の
兼
井
・
奪
占
と
と
も
に
、
一
部
の
有
力
農
民
が
自
ら
進
ん
で
権
勢
家
に
所
耕
田
を
寄
進
し
、
権
勢
家
の
収
租
権
の
「
傘
」
の
も
と
に
入
る
こ

と
で
、
所
耕
田
に
課
せ
ら
れ
る
賦
役
を
不
正
に
免
れ
よ
う
と
す
る
動
き
が
同
時
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
も
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　
　
外
方
の
人
益
獣
、
所
耕
田
を
以
て
諸
を
権
勢
に
書
し
、
欝
欝
に
干
請
し
て
そ
の
役
を
避
け
ん
と
謀
る
者
、
こ
れ
あ
り
。
今
後
、
窮
推
し
て
還
定
せ
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
（
『
高
麗
史
暁
刑
法
志
、
禁
制
、
患
烈
王
十
～
年
三
月
、
下
旨
）
。

　
右
の
忠
烈
王
十
一
年
置
　
二
八
五
）
の
史
料
で
は
、
在
地
の
有
力
戸
で
あ
る
郷
吏
（
人
吏
）
が
自
家
の
所
耕
田
を
権
勢
家
に
寄
進
し
、
「
別

常
し
に
請
託
し
て
耳
茸
の
生
漬
を
免
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
別
心
」
と
は
、
中
央
か
ら
臨
時
に
派
遣
さ
れ
る
各
種
の
使
臣
の
総
称

　
　
　
⑨

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
使
臣
は
し
ば
し
ば
権
勢
家
の
委
託
を
受
け
て
、
地
方
に
お
け
る
権
勢
家
の
私
的
な
代
理
人
と
し
て
の
役
罰
を
も
果
た
し

て
い
た
。

　
例
え
ば
、
毅
宗
元
年
（
＝
四
七
）
の
御
史
墓
の
奏
に
よ
る
と
、
北
方
辺
境
地
帯
（
両
界
）
に
軍
事
用
の
備
蓄
穀
物
（
軍
資
）
を
輸
送
す
る
に

当
た
っ
て
、
宮
院
そ
の
他
の
権
勢
家
が
、
品
質
の
劣
悪
な
絹
や
麻
、
絹
糸
や
銀
な
ど
の
物
資
　
　
恐
ら
く
は
自
家
の
消
費
財
の
鯨
り
　
　
を
穀

物
買
い
入
れ
の
原
資
と
し
て
提
供
し
、
こ
れ
を
「
当
道
の
別
常
」
に
委
託
し
て
、
現
地
で
穀
物
の
買
い
入
れ
を
相
当
す
る
地
方
官
に
高
値
で
納

入
し
、
そ
の
代
価
と
し
て
穀
倉
地
帯
で
あ
る
西
南
地
方
（
全
羅
道
方
面
）
の
品
質
の
よ
い
備
蓄
穀
物
を
　
　
や
は
り
「
当
道
の
別
心
」
に
委
託

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

し
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
1
廉
価
で
払
い
下
げ
て
も
ら
う
、
い
わ
ゆ
る
「
回
換
」
と
呼
ば
れ
る
営
利
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
国
家
の
使
臣
で
あ
る
別
常
は
、
公
的
な
出
張
の
つ
い
で
に
権
勢
家
の
私
的
な
代
理
人
と
し
て
も
立
ち
回
っ
て
い
た
か
ら
、
当
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高麗時代における出地所有の諸相（矢木）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

然
、
権
勢
家
の
農
荘
の
管
理
や
、
農
荘
か
ら
の
田
租
の
徴
収
な
ど
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
深
く
関
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
郷
吏

が
楽
聖
に
請
託
し
て
そ
の
職
役
を
免
れ
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
郷
吏
が
権
勢
家
に
自
家
の
所
耕
田
を
寄
進
し
て
そ
の
名
目

上
の
小
作
人
（
処
干
）
と
な
り
、
中
央
か
ら
各
種
の
賦
役
を
徴
収
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
る
別
品
に
対
し
て
も
、
権
勢
家
の
処
干
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
そ
の
賦
役
を
免
除
し
て
も
ら
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
場
合
、
国
家
の
使
臣
で
あ
る
別
常
は
、
本
来
の
任
務
で
あ
る
国
家
の
賦
役
の
徴
収
よ
り
も
、
権
勢
家
の
農
荘
の
保
護
の
方
に
よ
り
～
層

熱
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
国
家
に
対
す
る
公
的
な
奉
仕
よ
り
も
権
勢
家
に
対
す
る
私
的
な
奉
仕
の
方
が
、
か
れ
ら
の
立

身
出
世
に
と
っ
て
は
よ
り
一
層
有
利
に
働
い
て
い
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
権
勢
家
の
農
書
は
国
家
権
力
の
介
入
を
排
除
し

つ
つ
、
～
面
、
国
家
の
権
力
機
構
に
寄
生
し
な
が
ら
拡
大
・
発
展
し
て
い
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
農
荘
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
寄
生
的

な
性
格
は
、
そ
れ
が
中
世
的
な
政
治
的
分
権
体
制
を
完
全
に
は
生
み
出
し
え
ず
、
や
が
て
は
近
世
的
な
中
央
集
権
国
家
の
規
制
の
も
と
に
置
か

れ
て
い
く
こ
と
の
一
つ
の
要
因
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
農
荘
の
拡
大
は
、
単
に
貧
民
・
流
亡
民
の
所
耕
田
を
兼
井
・
富
津
す
る
の
み
な
ら
ず
、
本
来
国
家
に
賦
役
を
供
出
す

べ
き
有
力
農
民
の
、
偽
装
的
な
所
耕
田
の
寄
進
に
よ
っ
て
も
拡
大
し
て
い
た
か
ら
、
国
家
権
力
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
賦
役
の
確
保
の
面

に
お
い
て
、
そ
れ
が
重
大
な
障
害
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
所
耕
田
の
兼
井
・
石
高
や
偽
装
的
な
寄
進
に
よ
っ
て
、
農
荘
の
内
部
に
は
一
般
農
民
の
所
耕
田
が
多
数
隠
匿
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
所
耕

田
を
耕
作
す
る
「
処
干
扁
も
ま
た
、
農
荘
の
内
部
に
は
戸
籍
制
度
の
紫
乱
に
乗
じ
て
多
数
隠
匿
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
隠
匿
さ
れ
て
い
る
戸
口
数
を
掌
握
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
高
麗
末
に
は
賦
役
の
割
り
当
て
の
基
準
を
戸
口
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

所
耕
田
の
多
寡
に
よ
っ
て
定
め
よ
う
と
す
る
新
し
い
動
き
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
は
所
耕
田
が
存
在
す
る
以
上
、
そ
れ
を
経
営
・
維
持
す
る
だ

け
の
労
働
力
（
戸
口
）
が
、
戸
籍
上
の
記
載
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
、
事
実
と
し
て
当
該
の
戸
に
存
在
す
る
に
違
い
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

そ
の
所
耕
田
の
多
寡
に
比
例
し
て
賦
役
を
割
り
当
て
よ
う
と
す
る
発
想
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
発
想
が
生
じ
て
く
る
こ
と
自
体
、
権
勢
家
に
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よ
る
戸
口
の
隠
匿
が
、
当
時
如
何
に
盛
ん
で
あ
っ
た
か
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戸
籍
の
紫
乱
し
た
当
時
に
あ

っ
て
は
、
結
局
、
所
耕
田
の
多
寡
を
掌
握
す
る
こ
と
が
、
唯
一
、
客
観
的
な
賦
役
の
割
り
当
て
基
準
と
し
て
機
能
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
所
耕
田
の
保
有
の
実
態
す
ら
、
高
麗
末
の
国
家
は
正
確
に
は
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
高
麗
末
の
い
わ
ゆ
る
田
制
改
革
論
者
た
ち
が
、
権
勢
家
の
集
積
し
た
「
私
田
」
の
撤
廃
を
強
く
主
張
し
た
背
景
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
を
単
な
る
収
租
権
の
分
配
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
国
家
権
力
を
維
持
す
る
た
め
の
賦
役
の
確
保
の
問
題
と
し
て
、
か
れ
ら
が
よ
り
本

源
的
に
捉
え
て
い
た
と
い
う
事
実
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
権
勢
家
が
農
荘
の
内
部
に
多
数
の
貧
民
・
流
亡
民
を
隠
匿
し
、
ま
た

在
地
の
有
力
戸
か
ら
所
耕
田
の
寄
進
を
受
け
て
い
た
の
は
、
権
勢
家
の
名
義
の
も
と
に
お
か
れ
た
所
耕
田
が
、
同
時
に
国
家
権
力
を
排
除
す
る

収
租
権
の
「
傘
」
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
田
制
改
革
論
者
た
ち
は
こ
の
早
早
権
の
「
傘
」
を
撤
去

し
、
権
勢
家
の
所
耕
田
を
国
家
の
直
接
的
な
支
配
下
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
隠
匿
さ
れ
た
貧
民
や
流
亡
民
、
さ
ら
に
は
権
勢
家
に
所

耕
田
を
寄
進
し
た
在
地
の
有
力
戸
な
ど
を
、
賦
役
を
担
当
す
る
民
田
保
有
農
民
1
い
わ
ゆ
る
「
名
田
を
受
け
て
賦
役
を
供
す
る
者
」
i
と

し
て
再
掌
握
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
第
一
節
、
注
⑦
、
参
照
。

②
隅
高
麗
史
』
巻
八
十
、
食
貨
志
三
、
賑
慷
、
災
免
之
制
、
成
宗
七
年
十
二
月
条
、

　
及
び
粛
宗
七
年
三
月
条
、
参
照
。

③
『
高
麗
史
嚇
巻
三
十
二
、
忠
烈
王
世
家
、
四
年
七
月
乙
酉
条
。
手
荒
元
。
恰
伯

　
平
章
、
謂
康
守
衡
・
趙
仁
規
日
、
「
昨
有
勅
、
其
議
可
以
安
集
百
姓
者
、
来
奏
。
」

　
王
遂
命
宰
枢
、
與
三
品
以
上
議
之
。
皆
日
、
「
上
下
有
蓋
処
干
、
委
以
賦
役
、
可

　
也
。
」
処
干
、
耕
墾
之
田
、
帰
営
聖
主
、
庸
・
調
於
官
。
即
掛
戸
也
。
時
権
貴
多

　
聚
民
、
話
語
処
干
、
以
蓬
三
税
。
其
弊
厳
重
。
守
置
鼓
、
「
必
以
点
重
奏
。
」

④
藤
岡
麗
諸
神
巻
七
十
九
、
食
貨
志
二
、
戸
口
、
忠
二
王
十
二
年
十
月
、
高
教
。

　
…
…
一
、
権
勢
豪
家
、
広
置
田
荘
、
招
匿
人
民
、
不
寺
銭
役
者
、
所
在
官
司
、
推

　
制
其
民
、
以
充
貢
戸
。

⑤
第
一
節
、
注
⑤
、
参
照
。

⑥
収
租
権
主
（
田
主
）
に
は
若
干
の
「
税
」
が
課
せ
ら
れ
、
業
際
地
か
ら
の
田
租

　
の
一
部
を
国
家
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
税
」
に

　
つ
い
て
も
権
勢
家
の
農
業
は
、
一
般
に
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ

　
る
。

⑦
『
高
麗
史
下
巻
七
十
九
、
食
貨
志
二
、
戸
口
、
恭
譲
王
二
年
七
月
条
。
都
堂
啓
、

　
「
…
…
近
年
以
来
、
戸
籍
法
廃
、
不
唯
両
班
世
系
之
難
尋
、
或
圧
面
山
賎
、
或
以

　
賎
従
軍
、
遂
致
訟
面
擦
庭
、
案
腰
紛
紙
。
願
自
今
、
倣
旧
制
施
行
。
其
無
戸
籍
者
、

　
不
百
出
生
身
王
朝
。
且
戸
籍
不
付
土
星
、
一
二
属
公
。
」
王
納
之
、
然
寛
未
能
行
。

⑧
塾
則
麗
史
臨
巻
八
十
五
、
刑
法
志
二
、
禁
制
、
忠
烈
王
十
一
年
三
月
、
下
旨
。

　
外
方
人
吏
等
、
以
所
耕
田
、
賂
諸
権
勢
、
干
請
別
常
、
謀
避
其
役
者
、
有
之
。
今
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後
、
窮
推
還
定
。
又
公
私
処
、
久
遠
接
居
人
内
、
人
買
之
避
役
者
、
勿
論
久
近
、

　
皆
還
本
役
。

⑨
『
朝
鮮
王
朝
実
録
難
解
語
辞
典
輪
（
一
九
九
三
年
、
ソ
ウ
ル
、
韓
国
文
化
社
）

　
別
屋
の
項
、
参
照
。

⑩
『
高
麗
車
群
巻
八
十
五
、
刑
法
志
二
、
禁
制
、
毅
宗
元
年
、
御
史
盗
奏
。
当
両

　
界
軍
資
輪
臨
時
、
認
識
院
・
権
勢
、
齎
工
臨
匹
段
職
神
及
綜
銀
、
就
両
界
、
依
付

　
当
道
別
常
、
高
価
聖
霊
、
収
価
於
西
南
。
西
南
・
両
界
難
民
、
倶
受
其
弊
。
今
後
、

　
両
界
兵
馬
使
及
墓
駝
・
按
察
使
、
推
考
、
執
送
別
常
。
不
能
禁
者
、
及
指
揮
者
、

　
豊
科
罪
。
○
門
圓
換
駄
と
は
辺
境
地
帯
の
軍
資
倉
に
穀
物
を
納
入
し
、
そ
の
対
価

　
を
京
倉
そ
の
他
の
穀
物
で
受
領
し
て
利
鞘
を
稼
ぐ
行
為
で
、
朝
鮮
初
期
に
は
辺
境

　
の
軍
資
穀
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
し
ば
し
ば
こ
の
圓
換
が
行
わ
れ
て
い
た
。
た
と

　
え
ば
、
噸
前
諾
実
録
撫
二
十
二
年
七
月
甲
羅
条
に
、
門
…
…
昔
在
太
宗
時
、
慮
糧
飼

　
之
費
、
許
於
東
西
両
界
各
官
、
自
運
納
穀
者
、
以
他
道
之
穀
換
給
。
」
と
あ
り
、

　
ま
た
『
容
宗
実
録
』
元
年
二
月
丙
午
条
に
、
門
…
…
回
換
之
法
、
強
欲
募
人
納
穀
、

　
以
実
軍
需
。
」
と
あ
る
の
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

⑪
『
高
麗
史
睡
巻
八
十
五
、
刑
法
志
二
、
禁
令
、
忠
烈
王
十
二
年
三
月
下
汐
に
、

　
「
今
諸
院
・
毒
社
・
忽
只
・
鷹
坊
・
巡
馬
、
及
両
班
等
、
以
有
職
人
員
・
殿
葡
上

　
守
、
分
遣
田
荘
、
招
集
斉
民
、
引
誘
猪
吏
、
抗
拒
守
令
、
以
至
殴
摂
差
人
、
作
悪

　
万
端
。
扁
と
あ
り
、
権
勢
家
が
門
有
職
人
員
“
や
円
頓
前
上
守
」
（
宮
府
の
家
臣
）

　
を
護
幽
し
て
農
荘
の
経
営
に
当
た
ら
せ
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

⑫
『
高
麗
史
臨
巻
七
十
九
、
食
貨
志
二
、
戸
口
、
辛
綱
十
四
年
（
辛
晶
即
位
年
）

　
八
月
条
。
大
司
憲
趙
湊
、
上
曇
日
、
「
近
来
戸
籍
法
壊
、
…
…
願
今
当
量
田
、
審

　
其
耕
作
之
田
、
以
所
耕
多
寡
、
定
其
戸
上
中
下
三
等
、
良
賎
生
口
、
分
集
成
籍
、

　
守
令
貢
子
按
廉
、
按
廉
貢
子
版
図
。
朝
廷
凡
徴
兵
調
役
、
有
所
難
壁
、
旧
時
発
遣
。

　
而
守
令
・
按
廉
、
如
有
違
法
者
、
軌
縄
以
理
。
」
（
㎎
高
麗
史
節
要
隔
同
年
月
条
、

　
及
『
高
麗
史
冊
巻
一
百
十
八
、
趙
湊
伝
、
参
照
）
。

お
　
わ
　
り
　
に

高麗時代における土地所有の諸相（矢木）

　
高
麗
・
恭
譲
王
三
年
（
一
三
九
一
）
に
お
け
る
冬
田
法
の
制
定
は
、
朝
鮮
王
朝
の
成
立
を
導
く
革
命
事
業
の
一
環
と
し
て
、
史
上
に
高
く
評

価
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
鄭
道
伝
を
は
じ
め
と
す
る
田
制
改
革
論
者
た
ち
の
本
来
の
意
図
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
守
旧
派
勢
力

と
の
妥
協
の
産
物
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
内
容
は
か
れ
ら
が
持
っ
て
い
た
革
命
的
な
理
想
を
必
ず
し
も
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

充
分
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
田
制
改
革
論
者
た
ち
の
本
来
の
意
図
は
、
鄭
道
伝
撰
『
朝
鮮
経
国
典
』
賦
典
、
経
理
の
序
に
最
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
に
し
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え

か
れ
ら
の
理
想
は
「
古
者
の
田
制
の
正
し
き
に
復
」
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
田
は
官
に
在
り
て
こ
れ
を
民
に
授
く
。
民
の
耕
す
所
は
、
皆
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
に
し
え

授
く
る
所
の
田
な
り
。
天
下
の
民
、
田
を
受
け
ざ
る
者
な
く
、
耕
さ
ざ
る
者
な
し
」
と
い
う
古
の
状
態
に
立
ち
返
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

た
め
に
は
、
ま
ず
「
民
の
耕
す
と
こ
ろ
は
、
則
ち
そ
の
自
墾
卜
占
す
る
を
聴
し
、
而
し
て
官
こ
れ
を
治
め
ず
」
と
い
う
旧
来
の
遣
り
方
を
改
め
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て
、
権
勢
家
の
集
積
し
た
所
耕
田
を
制
限
・
没
収
し
、
こ
れ
を
一
般
農
民
に
再
分
配
し
て
国
家
の
直
接
の
冬
田
地
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
し
て
旧
来
、
官
人
・
軍
人
に
分
給
し
て
い
た
田
租
地
は
す
べ
て
撤
廃
し
、
「
其
の
田
の
出
だ
す
所
は
、
皆
公
家
に
入
」
る
、
と
い
う

こ
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
増
大
し
た
国
庫
収
入
に
よ
っ
て
「
国
も
ま
た
富
」
み
、
官
人
・
軍
人
に
対
す
る
禄
俸
の
支
給

も
充
分
に
保
障
さ
れ
る
か
ら
、
か
れ
ら
に
対
し
て
旧
来
認
め
て
い
た
収
租
権
の
分
与
も
、
そ
の
必
要
自
体
が
な
く
な
る
、
と
い
う
の
が
鄭
道
伝

ら
急
進
的
な
改
革
論
者
の
主
張
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
復
古
的
、
か
つ
理
想
主
義
的
な
政
策
は
、
は
た
し
て
当
時
に
お
い
て
実
現
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

な
る
ほ
ど
、
禄
俸
に
し
ろ
収
租
地
に
し
ろ
、
そ
の
収
益
は
一
般
農
民
の
経
営
す
る
民
田
か
ら
の
収
租
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
民
田
か
ら
の
収
租
物
そ
の
も
の
の
分
配
を
受
け
取
る
禄
俸
に
せ
よ
、
民
田
か
ら
の
収
租
の
権
利
を
受
け
取
る
収
租
地
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は

一
見
す
る
と
、
ど
ち
ら
も
同
じ
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
。

　
各
種
の
自
然
条
件
に
左
右
さ
れ
る
当
時
の
極
め
て
不
安
定
な
農
業
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
民
田
か
ら
の
導
管
は
、
現
実
に
は
常
に

不
足
し
が
ち
で
、
こ
れ
を
以
て
国
家
が
宮
人
・
軍
人
に
定
額
の
禄
俸
支
給
を
保
障
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
、
不
可
能
で
あ
っ
た
。
か
り
に
も
禄

俸
の
不
払
い
が
発
生
す
れ
ば
、
そ
れ
は
国
家
の
威
信
を
著
し
く
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
禄
俸
形
式
に
よ
る
宮
人
・
軍
人
へ
の
給
与
は
、

残
念
な
が
ら
、
極
め
て
低
い
水
準
に
と
ど
め
て
お
か
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
収
租
権
そ
の
も
の
を
分
与
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
当
該
収
租

地
か
ら
の
実
際
の
収
益
に
つ
い
て
は
、
国
家
が
直
接
に
責
任
を
負
う
必
要
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
逆
に
い
う
と
、
収
租
地
の
分
給
を
受
け
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
＝
疋
の
収
益
を
保
障
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は

凶
作
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
官
人
・
軍
人
が
額
面
ど
お
り
の
収
益
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
勢
い
、
権
勢
家

は
地
方
行
政
官
（
懸
鼻
）
に
請
託
し
、
賃
租
地
に
対
す
る
容
赦
な
い
苛
轍
謙
求
を
行
っ
て
、
で
き
る
だ
け
自
ら
の
収
益
を
確
保
し
よ
う
と
し
た

で
あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
官
人
・
軍
人
に
対
し
て
充
分
な
禄
俸
の
支
給
を
保
障
で
き
な
か
っ
た
国
家
と
し
て
は
、
あ
る
程
度
ま
で
は
、
そ
れ
ら

を
黙
認
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
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高麗時代における土地所有の諸相（矢木）

　
禄
俸
と
収
租
地
と
い
う
二
重
の
給
与
体
系
の
内
実
が
、
お
お
む
ね
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
問
題
の
根
源
は
、
民

田
に
お
け
る
経
営
の
不
安
定
と
、
そ
れ
を
保
障
す
べ
き
国
家
の
勧
農
政
策
の
不
振
と
に
帰
結
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
前
近
代
に
お
け
る
農
業
技

術
の
水
準
は
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
根
本
的
に
解
決
し
得
る
ほ
ど
に
は
高
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
矛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え

盾
の
一
切
を
、
「
古
楽
の
田
制
の
正
し
き
に
復
」
る
こ
と
で
一
気
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
鄭
道
伝
ら
の
主
張
に
は
、
現
実
へ
の
認
識
を
欠
如
し
、

も
し
く
は
そ
れ
を
意
図
的
に
無
視
し
た
、
一
種
の
原
理
主
義
的
な
危
う
さ
が
漂
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
高
麗
末
に
お
け
る
改
革
派

勢
力
の
政
治
的
伸
張
に
も
拘
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
の
主
張
が
つ
い
に
要
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
鄭
道
伝
ら
の
唱
え
る
「
私
田
全
廃
」
「
計
口
授
田
」
の
理
想
論
に
対
し
、
よ
り
実
現
可
能
な
プ
ラ
ン
と
し
て
採
択
さ
れ
た
の
は
、
結
局
は
高

麗
の
田
柴
科
制
度
を
「
損
益
」
し
た
修
正
案
と
し
て
の
「
科
田
法
」
で
あ
っ
た
。

　
上
田
法
で
は
、
～
旦
、
宮
人
層
の
す
べ
て
の
収
租
地
を
公
評
し
た
う
え
で
、
こ
れ
を
京
畿
に
限
定
し
て
宮
人
層
に
再
分
配
し
、
ま
た
軍
人
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
は
外
方
に
軍
人
田
を
設
定
し
て
、
各
人
の
所
耕
田
（
本
田
）
の
多
寡
に
応
じ
て
収
租
地
を
分
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
「
閑
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
も

の
京
城
に
居
り
て
王
室
を
衛
る
者
、
寡
婦
の
節
を
守
る
者
、
郷
・
駅
・
津
・
渡
の
吏
よ
り
、
以
て
庶
民
・
工
匠
に
至
る
ま
で
、
い
や
し
く
も
公

役
を
執
る
者
」
に
は
、
す
べ
て
そ
の
公
役
の
遂
行
を
保
障
す
る
た
め
の
「
田
」
（
収
租
地
）
が
与
え
ら
れ
る
原
則
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
～
方

で
、
旧
来
、
権
勢
家
が
集
積
し
て
き
た
所
耕
田
に
対
し
て
は
、
特
に
所
有
の
制
限
を
設
け
た
り
、
そ
れ
を
没
収
し
て
一
般
農
民
に
再
分
配
し
た

り
す
る
施
策
は
取
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
そ
の
民
に
亡
く
る
に
田
を
以
て
す
る
こ
と
、
古
人
に
及
ば
ず
」
と
鄭
道
伝
も
認
め
て
い

る
と
お
り
、
収
租
地
の
基
底
を
為
す
民
田
保
有
農
民
に
均
一
に
田
（
所
耕
田
）
を
保
障
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
充
分
に
改
革
の
成
果
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
な
お
、
官
人
層
の
収
租
地
を
京
畿
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
、
外
方
に
広
く
存
在
し
た
官
人
戸
の
所
耕
田
か
ら
収
奪
権
の
「
傘
」
を

撤
去
し
、
外
方
に
お
け
る
官
人
戸
の
所
耕
田
を
～
般
農
民
の
所
耕
田
と
同
様
に
賦
役
の
対
象
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
農
荘
の
内
部
に
隠

匿
さ
れ
て
い
た
所
耕
田
や
人
丁
を
あ
る
程
度
ま
で
国
家
が
再
掌
握
し
得
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

59　（777）



　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
科
田
法
の
展
開
は
、
鄭
道
伝
ら
の
理
想
と
は
全
く
背
馳
す
る
方
向
へ
と
流
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
高
麗
末
に
制
定
さ
れ
た
科
田
法
は
、
朝
鮮
初
期
に
お
い
て
も
国
家
の
基
本
的
な
田
制
と
し
て
継
受
さ
れ
た
が
、
遅
く
と
も
十
六
世
紀
中
葉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

幕
下
朝
の
頃
に
は
す
で
に
機
能
不
全
に
陥
っ
て
廃
止
さ
れ
て
い
た
。
当
初
、
京
畿
に
限
定
し
て
分
給
さ
れ
た
立
田
は
、
そ
の
後
、
太
宗
朝
・
世

宗
朝
に
は
京
畿
に
お
け
る
軍
資
田
確
保
の
目
的
で
、
下
三
道
（
忠
清
・
全
羅
・
慶
尚
道
）
に
移
給
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
ま
も
な
く

旧
に
復
し
た
。
次
い
で
世
祖
朝
に
入
る
と
、
吉
田
法
は
職
田
法
に
改
定
さ
れ
、
窪
田
の
分
給
対
象
は
現
職
官
人
に
の
み
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
し
、
ま
た
成
宗
朝
に
成
立
し
た
官
収
官
給
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、
従
来
自
ら
踏
検
・
収
租
を
行
っ
て
き
た
科
田
の
罪
悪
権
主
（
田
主
）
は
、

角
田
保
有
農
民
（
佃
客
）
に
対
す
る
直
接
的
な
支
配
権
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
よ
り
以
降
、
科
田
の
踏
検
・
収
租
は
国
家
が
行
い
、

収
租
権
主
は
国
家
か
ら
そ
の
収
益
を
受
領
す
る
だ
け
の
存
在
に
転
化
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
は
世
祖
磁
位
な
ど
の
度
重
な
る
政
変
に

よ
っ
て
功
臣
田
の
賜
給
が
繰
り
替
え
さ
れ
、
功
臣
勢
力
に
よ
る
収
租
地
の
集
積
は
着
々
と
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
功
臣
田
の
拡
大
は
、
科
田
法
が
そ
の
成
立
当
初
か
ら
内
包
し
て
い
た
分
給
収
租
地
の
不
足
の
問
題
を
ま
す
ま
す
悪
化
さ
せ
、
つ
い
に
は
新
規

入
富
者
に
対
す
る
収
租
地
の
確
保
が
ほ
と
ん
ど
行
い
得
な
い
事
態
に
ま
で
立
ち
至
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
「
郷
・
駅
・
津
・
渡
の
吏
よ
り
、
以
て

庶
民
・
工
匠
に
至
る
ま
で
、
い
や
し
く
も
公
役
を
執
る
者
」
に
対
し
て
分
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
外
方
に
お
け
る
各
種
の
収
租
地
に
つ
い

て
も
、
当
時
の
国
家
が
強
力
に
推
進
し
た
軍
資
田
の
拡
充
政
策
の
鐡
寄
せ
に
よ
り
、
十
五
世
紀
前
半
の
世
宗
朝
の
頃
に
は
早
く
も
分
給
不
能
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
功
臣
田
や
軍
資
田
の
拡
大
は
、
あ
る
意
味
で
は
専
制
君
主
権
力
の
伸
長
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
が
、

そ
の
繊
寄
せ
に
よ
る
分
給
餌
租
地
の
絶
対
量
の
不
足
が
、
結
局
は
科
田
法
を
そ
の
自
然
的
消
滅
へ
と
追
い
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
官
人
・
軍
人
に
は
額
面
ど
お
り
の
収
租
地
が
行
き
渡
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
各
地
に
農
荘
を
所
有
す
る
有
力
な
官

人
・
軍
人
た
ち
は
、
せ
め
て
自
家
の
所
耕
田
を
拡
充
し
、
そ
こ
か
ら
の
収
益
を
増
大
す
る
こ
と
で
、
戦
果
地
か
ら
の
収
益
の
不
足
を
補
お
う
と

努
め
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
で
科
田
法
に
よ
る
一
時
的
な
禁
断
を
経
て
復
活
し
、
拡
大
し
て
い
っ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
平
作
制
で
あ
る
。

　
並
作
制
に
お
い
て
は
、
土
田
を
実
際
に
耕
作
し
て
い
な
い
も
の
が
、
に
も
拘
わ
ら
ず
当
該
の
土
田
に
対
す
る
権
利
を
維
持
し
、
そ
の
収
益
を
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高麗時代における土地所有の諸相（矢木）

享
受
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
土
地
国
有
の
理
念
に
は
明
ら
か
に
違
反
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
王
朝
国
家
が
こ
の
並
作
制
の
展
開
を
黙
認

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
は
、
要
す
る
に
、
科
田
法
に
お
い
て
約
束
し
た
額
面
ど
お
り
の
収
租
地
を
分
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
た

め
に
、
下
作
制
に
基
づ
く
所
耕
田
の
拡
大
・
集
積
を
通
し
て
官
人
・
軍
人
が
自
力
で
そ
の
出
仕
の
基
盤
を
確
保
す
る
こ
と
を
、
国
家
と
し
て
容

認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

　
鄭
道
伝
ら
が
理
想
と
し
た
よ
う
な
「
計
口
授
田
」
の
制
度
は
、
所
耕
田
を
経
営
す
る
～
般
農
民
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
均
質
な
経
営
能
力
を
持
つ

と
い
う
、
は
な
は
だ
古
代
的
な
　
　
ま
た
あ
る
意
味
で
は
極
め
て
近
代
的
な
　
　
理
念
を
そ
の
前
提
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
実

現
可
能
性
の
極
め
て
低
い
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
当
時
の
現
実
の
農
民
た
ち
は
、
国
家
に
よ
る
充
分
な
勧
農
措
置
が
伴
わ
な
い
限
り
は
そ
の
保
有

耕
作
地
を
充
分
に
経
営
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
国
家
に
そ
の
た
め
の
行
財
政
的
な
基
盤
が
存
在
し
な
い
以
上
は
、
零
落
し
た
民
田
保

有
農
民
が
有
力
戸
に
そ
の
所
耕
田
を
奪
占
さ
れ
、
並
作
制
下
の
小
作
人
に
転
落
し
て
い
く
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
小
作
人
た
ち
も
、

あ
る
意
味
で
は
地
主
層
に
従
属
し
、
地
主
層
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
生
計
を
維
持
し
得
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

そ
う
し
た
貧
農
た
ち
を
民
田
保
有
農
民
と
し
て
保
護
し
き
れ
な
か
っ
た
国
家
に
は
、
も
は
や
並
塩
制
の
展
開
を
禁
じ
る
資
格
も
、
ま
た
そ
の
能

力
も
存
在
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
鄭
道
伝
が
科
田
法
の
内
容
に
不
満
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
高
麗
史
隔
巻
一
百
十

　
九
の
本
伝
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。

②
『
三
緑
葉
輪
（
朝
鮮
・
鄭
道
伝
撰
）
団
七
、
朝
鮮
経
国
典
、
上
、
経
理
、
序
。
古

　
者
、
田
在
官
而
通
津
民
。
民
之
所
造
者
、
皆
其
所
賞
罰
田
。
天
下
之
民
、
無
不
受

　
田
者
。
無
不
曲
者
、
故
貧
血
強
弱
、
不
甚
相
過
。
而
其
田
之
所
出
、
皆
入
隅
公
家
、

　
而
国
亦
富
。
…
…
前
朝
田
制
、
有
苗
下
田
、
役
分
田
、
功
田
田
、
登
科
田
、
（
原

　
注
略
）
軍
人
・
閑
人
田
、
以
食
其
田
租
皇
霊
。
而
民
之
所
耕
、
則
聴
其
自
墾
自
占
、

　
而
堂
廊
之
治
。
力
多
雨
墾
之
広
、
勢
強
者
占
之
多
、
而
弱
者
又
従
強
有
力
者
借
之

　
耕
、
分
其
所
出
之
単
。
是
耕
之
者
一
、
而
下
之
者
二
、
二
者
益
富
、
而
貧
者
益
貧
、

至
無
以
自
存
、
去
而
為
游
手
、
転
而
為
立
業
、
図
面
為
盗
賊
。
画
壇
。
其
弊
有
不

勝
琶
者
。
…
殿
下
在
潜
邸
、
親
見
其
畝
井
、
慨
然
以
革
私
論
為
己
任
。
蓋
欲
尽
取
境

内
之
田
、
属
之
公
家
、
悪
罵
細
田
、
以
復
古
者
田
制
之
正
。
而
当
時
旧
家
世
族
、

以
其
不
便
於
己
、
交
口
講
書
、
多
方
沮
殿
、
而
使
斯
民
不
得
蒙
至
治
之
沢
。
可
勝

歎
哉
。
然
與
二
三
大
臣
之
同
志
者
、
講
求
前
代
之
法
、
参
酌
今
日
之
宜
、
打
澱
境

内
之
田
、
得
田
以
結
計
者
幾
、
田
上
供
之
田
、
国
用
・
軍
資
之
田
、
文
武
役
科
之

田
。
而
閑
良
之
離
京
城
頭
王
室
者
、
寡
婦
之
守
門
者
、
郷
駅
津
渡
之
吏
、
以
至
庶

民
・
海
賦
、
筍
執
公
役
者
、
亦
皆
議
論
。
其
丈
民
以
田
、
錐
不
及
於
再
入
、
蒲
整

斉
田
法
、
以
為
一
代
之
典
、
下
視
高
麗
之
弊
法
、
量
不
萬
萬
哉
。
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③
い
わ
ゆ
る
「
本
田
漏
に
つ
い
て
は
、
閑
語
贋
が
旧
来
保
有
し
て
い
た
「
収
租

　
地
」
を
意
味
す
る
、
と
の
解
釈
も
あ
る
が
、
蓬
田
法
改
革
に
お
い
て
は
内
外
の
田

　
籍
を
焼
却
し
、
収
租
地
の
旧
来
の
保
有
関
係
を
一
切
否
定
し
た
う
え
で
、
新
規
に

　
収
租
地
の
再
分
配
を
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
に
は
難
が

　
あ
る
。
む
し
ろ
、
科
田
法
改
革
で
は
～
切
手
付
か
ず
で
あ
っ
た
「
所
耕
砥
」
の
保

　
有
額
に
応
じ
て
、
そ
の
所
耕
田
の
う
え
に
収
租
地
を
設
定
し
、
こ
れ
を
事
実
上
の

　
免
租
地
と
し
て
与
え
た
と
考
え
る
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
隅
高
麗
史
臨
巻
七
十
八
、

　
食
貨
志
一
、
田
制
、
禄
欝
欝
、
忠
平
面
元
年
八
月
、
都
評
議
使
司
書
に
、
「
近
来

　
諸
功
臣
、
権
勢
之
家
、
冒
受
賜
牌
、
自
称
本
田
、
山
川
遊
標
、
争
闘
拠
執
、
有
違

　
古
制
。
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
本
田
扁
も
諸
功
臣
・
権
勢
家
の
自
家
の
所

　
耕
田
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
賜
牌
を
冨
幽
し
、
開
墾
に
乗
じ
て
民
田
を
奪
輸
し
な
が

　
ら
、
そ
れ
を
自
家
の
本
来
の
所
耕
田
で
あ
る
と
、
か
れ
ら
は
主
張
し
て
い
た
の
で

　
あ
る
。

⑧
剛
明
宗
実
録
㎏
十
年
十
一
月
壬
子
条
。
近
来
、
南
面
凶
漱
、
税
入
僧
門
、
経
費
不

　
足
。
汰
冗
官
、
省
浮
費
、
弱
毒
百
官
之
俸
。
至
於
畑
田
、
五
心
古
者
圭
田
玉
露
意
、

　
而
亦
皆
滅
之
。
同
書
、
十
一
年
六
月
丙
申
条
。
百
官
辞
職
田
、
既
廃
。
○
朝
鮮
初

　
期
に
お
け
る
科
田
法
体
制
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
金
泰
永
噌
朝
鮮
前
期
土
地
制
度

　
史
研
究
隔
（
一
九
八
三
年
、
ソ
ウ
ル
、
知
識
産
業
社
）
を
参
照
の
こ
と
。

⑤
糊
世
宗
実
録
臨
二
十
七
年
七
月
乙
酉
条
。
議
政
府
拠
戸
曹
呈
申
、
今
田
制
改
心
定

　
事
及
可
革
条
件
、
磨
勘
後
録
。
…
…
一
、
京
畿
各
宮
入
吏
位
田
、
毎
｛
結
、
税
二

　
斗
、
納
広
興
倉
。
忠
清
・
全
羅
・
慶
尚
・
江
原
・
黄
海
道
各
官
人
吏
位
田
、
毎
五

山
内
、
二
結
属
広
興
倉
、
三
結
晶
口
分
。
然
伊
興
陰
門
累
累
税
六
十
斗
、
毎
年
不

足
、
以
口
分
充
之
、
位
田
有
名
而
無
実
。
況
他
蝦
苦
軍
役
之
人
、
亦
皆
無
位
田
。

親
切
革
之
。
兵
正
・
倉
正
・
獄
正
・
客
舎
正
・
国
庫
直
及
紙
匠
位
田
、
亦
並
革
之
。

【
付
配
】
高
麗
時
代
の
土
地
制
度
に
関
し
て
は
、
す
で
に
汗
牛
充
棟
も
た
だ
な
ら
ぬ

研
究
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
し
か
も
論
者
ご
と
に
史
料
の
解
釈
が
分
か
れ
て
容
易
に
は
帰

一
し
な
い
。
濱
中
昇
『
朝
鮮
古
代
の
経
済
と
社
会
輪
（
一
九
八
六
年
九
月
、
東
京
、
法

政
大
学
出
版
局
）
、
醜
貌
哲
『
改
訂
・
高
麗
土
地
制
度
史
研
究
一
食
九
九
一
年
三
月
、

ソ
ウ
ル
、
　
【
銀
閣
）
、
洪
河
辺
『
高
麗
社
会
経
済
史
研
究
瞼
（
二
〇
〇
一
年
十
一
月
、
ソ

ウ
ル
、
一
潮
閣
）
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
の
あ
る
論
考
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
濱

中
氏
は
両
班
田
・
軍
入
田
を
す
べ
て
官
人
戸
・
軍
入
戸
の
直
営
の
私
有
地
で
あ
る
と
主

張
し
、
姜
晋
哲
氏
は
両
班
田
を
収
租
地
、
軍
人
田
を
軍
人
戸
の
私
有
地
と
主
張
し
、
洪

承
基
氏
は
両
班
田
・
軍
人
田
を
国
膚
地
の
貸
与
（
そ
の
小
作
制
に
よ
る
経
営
）
と
し
て

位
置
づ
け
、
官
入
戸
・
軍
人
戸
の
私
有
地
は
、
そ
れ
と
は
全
く
別
に
存
在
し
て
い
た
と

主
張
す
る
。
本
稿
の
立
場
は
両
班
田
・
軍
人
田
を
す
べ
て
「
民
田
」
の
う
え
に
設
定
さ

れ
た
収
租
地
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
収
租
地
の
複
合
的
な
性
格
に
つ
い
て

は
、
一
応
、
独
自
の
見
解
を
打
ち
出
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
公
田
・
私
田
の
い
わ
ゆ
る

「
差
率
収
租
」
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
論
者
ご
と
に
喧
し
い
議
論
が
あ
る
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
李
成
茂
氏
の
見
解
（
本
稿
、
「
は
じ
め
に
偏
の
注
②
）
に
ほ
ぼ
全
衝
的
に

従
う
こ
と
と
し
て
、
本
稿
で
は
議
論
の
㎝
切
を
省
略
し
た
。
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Aspects　of　the　Landholding　Systern　during　the　Goryeo　Dynasty

by

YAGI　Takeshi

　　During　the　Goryeo　Dynasty　government　othcials　and　soldiers　were　atiocated

lands　of　vartous　sizes　from　which　taxes　were　coilected．　These　lands　were　com－

posed　of　cultivable　fields　operated　by　oracials　aRd　soldiers　themselves　and　those　of

peasants．　Cultivable　land　was　ailotted　by　the　central　government　in　principle，　but

in　reality　miieritance　of　land　from　fatker　to　son，　i．e．，　the　existence　of　hereditary

estates，　was　recognized，　and　right　of　private　property　was　in　fact　estabtished．

Thus　taxes　on　the　tillable　lands　of　the　hereditary　estates　of　govemment　othcials

and　soldiers　were　also　understood　as　hereditayy．　Government　othcials　and　soldiers

who　inherited　cultivable　lands　under　the　‘umbrella’　of　the　right　to　collect　taxes

were　able　to　accumulate　wealth　and　stab－ze　their　economic　base　fay　more　easily

than　other　householders．　lnfluential　oencia｝s　amassed　cultivable　lands　though　re－

clamation　and　plundering，　and　harbored　poor　and　iimerant　peasants　on　the　land，

thus　forming　what　rnight　be　termed　manors．　The　deveiopment　of　these　manors

was　ostensibly　inconsis£ent　with　the　principle　of　state　ownership　of　the　land，　but

such　development　could　not　be　thwarted　by　the　“rank－land　law”　reformation　in　the

last　stage　of　the　Goryeo　Dynasty．

　　　　　L’Activit6　de　la　Chambre　de　Commerce　de　Guyenne．

　　　　ノ
et　l’Economie　Politique　de　la　Royaut6　au　d6but　du　XVIIIe　siさcle

par

KIMIDUI〈A　Hiroyasu

　　　　　　　　　　　　　ノ
　　Le　Consei　dEtat　a　d6cid61a　cr6ation　de　la　Chambre　de　Commerce　de　Guyenne

en　1701．　Son　oblet　fut圭a　consofidation　de　la　structure　des　klstitutions　6conomiques

royals．　Les　n6gociants　bordelais　se　sont　rassemb16s　dans　une　sa礒e　de　la　bourse　et

is　ont　d6cid6　d’accepter　l’arret　du　conseu　en　1704．　Ce£te　Chambre　de　Commerce

魚tadn虹nistr6e　par　les　n6gociants　et　bourgeois　de　Bordeaux　depuis　1705．　Et　elle
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