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【
要
約
】

日
本
古
代
の
律
令
国
家
は
︑
租
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
土
地
税
を
課
し
て
い
た
︒
そ
の
課
税
は
︑
田
一
段
に
つ
き
二
束
二
把
と
い
う
定
額
で
あ
っ

た
が
︑
こ
れ
が
慶
雲
三
年
︵
七
〇
六
︶
に
一
束
五
把
に
変
更
さ
れ
る
︒
通
説
で
は
︑
こ
の
二
束
二
把
か
ら
一
束
五
把
へ
の
変
更
は
︑
税
額
の
実
質
的
変
更

を
ほ
と
ん
ど
伴
わ
な
か
っ
た
と
さ
れ
︑
租
は
不
変
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
変
更
は
実
質
的
な
大
幅
減
税
と
み
る
べ
き
措
置
で
あ
る
︒
律
令

国
家
が
大
幅
減
税
に
踏
み
切
っ
た
背
景
に
は
︑
斗
升
制
の
転
換
︑
口
分
田
の
穫
稲
格
差
︑
水
旱
条
の
不
法
適
用
が
存
在
し
た
︒
口
分
田
は
︑
律
令
法
上
︑

斉
一
な
収
穫
量
を
約
束
さ
れ
た
熟
田
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
ず
︑
実
際
に
は
多
様
な
耕
営
状
況
が
存
在
し
て
い
る
︒

律
令
国
家
は
︑
こ
う
し
た
現
実
を
ふ
ま
え
つ
つ
︑
土
地
税
と
し
て
の
租
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
図
っ
た
の
で
あ
る
︒史

林

一
〇
二
巻
三
号

二
〇
一
九
年
五
月

は

じ

め

に

日
本
古
代
の
律
令
国
家
は
︑
租
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
土
地
税
を
課
し
て
い
た
︒
そ
の
課
税
は
︑
田
一
段
に
つ
き
二
束
二
把
と
い
う
定
額
で
あ

っ
た
が
︑
こ
れ
が
慶
雲
三
年
︵
七
〇
六
︶
に
一
束
五
把
に
変
更
さ
れ
る
︒
こ
の
変
更
を
命
じ
た
法
令
こ
そ
︑
本
稿
の
主
題
で
あ
る
慶
雲
三
年
輸

租
折
衷
法
で
あ
る
︒

現
在
の
通
説
で
は
︑
こ
の
二
束
二
把
か
ら
一
束
五
把
へ
の
変
更
は
︑
税
額
の
実
質
的
変
更
を
ほ
と
ん
ど
伴
わ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
束

と
把
︵
一
束
＝
一
〇
把
︶
︑
つ
ま
り
稲
の
計
量
単
位
の
規
格
が
変
更
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
︑
実
量
と
し
て
は
︑
わ
ず
か
な
減
額
が
な
さ
れ
た
に
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過
ぎ
な
い
︑
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
解
釈
の
結
果
︑
租
の
負
担
は
常
に
不
変
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
不
変
性
は
︑
租
が
非
租
税
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の

証
で
あ
る
︑
と
評
価
さ
れ
て
も
い
る①
︒
も
し
律
令
国
家
に
と
っ
て
の
租
が
︑
国
家
財
政
の
重
要
な
一
部
と
認
識
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
︑
時
代
の

必
要
に
応
じ
て
租
率
も
変
更
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
︑
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
評
価
の
背
景
に
は
︑
恐
ら
く
︑
通
説
的
な

租
の
イ
メ
ー
ジ

初
穂
貢
納
の
系
譜
を
引
く
神
聖
に
し
て
原
始
的
な
収
取
で
あ
り
︑
所
謂
﹁
国
家
﹂
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
﹁
租
税
﹂
と
は
一

線
を
画
す
る

が
強
く
作
用
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
租
の
負
担
は
本
当
に
不
変
な
の
だ
ろ
う
か
︒

本
稿
は
︑
慶
雲
三
年
の
租
額
の
変
更
が
︑
実
量
と
し
て
も
七
把
の
減
額
を
意
味
し
た
こ
と
を
証
明
し
︑
そ
の
政
策
上
の
意
義
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

①

青
木
和
夫
﹁
律
令
財
政
﹂︵
同
﹃
日
本
律
令
国
家
論
攷
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九

二
年
︑
初
出
一
九
六
二
年
︶︒
以
下
︑
氏
の
説
は
本
論
文
に
よ
る
︒

第
一
章

輸
租
折
衷
法
を
め
ぐ
る
状
況

第
一
節

史

料

の

確

認

慶
雲
三
年
輸
租
折
衷
法
の
内
容
は
︑
次
の
三
史
料
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

史
料
一
﹃
続
日
本
紀
﹄
慶
雲
三
年
︵
七
〇
六
︶
九
月
丙
辰
︵
15
日
︶
条

遣
壱使
七
道
一︑
始
定
壱田
租
法
一︒
町
十
五
束
︒
及
点
壱役
丁
一︒

史
料
二
﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
一
五

損
田
幷
租
地
子
事

勅一
︑
凡
田
租
︑
取
壱令
前
束
一︑
擬
壱令
内
把
一︑
令
条
段
租
︑
其
実
猶
飲益
︒
朕
念
︑
百
姓
有
飲食
︑
万
条
即
成
︑
民
之
豊
饒
︑
猶
飲同
壱充
倉
一︒
宜
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飲収
壱段
租
一
束
五
把
︑
町
租
一
十
五
束
一︒

一
︑
凡
田
︑
有
壱水
旱
蟲
霜
︑
不
熟
之
処
一︑
応
飲免
壱調
庸
一者
︑
卌
九
戸
以
下
国
司
検
飲実
処
分
︒
五
十
戸
以
上
申
壱太
政
官
一︒
三
百
戸
以
上
奏

聞
︒
応
飲申
飲官
者
︑
九
月
卅
日
以
前
申
送
︒
十
月
以
後
不
飲須
︒

慶
雲
三
年
九
月
廿
日

史
料
三
﹃
令
集
解
﹄
田
令
�
田
長
条
﹁
町
租
稲
廿
二
束
﹂
の
項
古
記

古
記
云
︑﹁
慶
雲
三
年
九
月
十
日
格
云
︑﹁﹁
准
飲令
︑
田
租
一
段
︑
租
稲
二
束
二
把
︒︿
以
壱方
五
尺
一為
飲歩
︒
歩
之
内
得
壱米
一
升
一︒﹀
一
町
租

稲
廿
二
束
︒
令
前
租
法
︑
熟
田
百
代
︑
租
稲
三
束
︒︿
以
壱方
六
尺
一為
飲歩
︒
歩
之
内
得
壱米
一
升
一︒﹀
一
町
租
稲
一
十
五
束
︒
右
件
二
種
租
法
︑

束
数
雖
壱多
少
一︑
輸
実
猶
飲不
飲異
︒
而
令
前
方
六
尺
升
︑
漸
差
壱地
実
一︒
遂
其
差
升
︑
亦
差
壱束
実
一︒
是
以
取
壱令
前
束
一︑
擬
壱令
内
把
一︑
令
条

段
租
︑
其
実
猶
飲益
︒
今
︑
斗
升
既
平
︒
望
請
︑
輸
租
之
式
︑
折
衷
︒
聴
飲勅
︒�
者
︒
朕
念
︑
百
姓
有
飲食
︑
万
条
即
成
︑
民
之
豊
饒
︑
猶

飲同
壱充
倉
一︒
宜
壱段
租
一
束
五
把
︑
町
租
一
十
五
束
一︒
主
者
施
行
︒�
今
︑
依
壱

笇
法
一︑
以
壱廿
二
束
一准
壱計
十
五
束
一者
︑
所
飲得
一
︵
十
脱
ヵ
︶

束
者
︑
一
十
四
束
三
分
之
二
︒�

史
料
二
の
一
つ
書
き
第
一
項
が
︑
史
料
三
の
古
記
所
引
慶
雲
三
年
九
月
十
日
格
の
取
意
文
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
︒
史
料
一
に
つ
い
て

は
︑
日
付
に
食
い
違
い
が
生
じ
て
い
る
点
が
気
に
か
か
る
も
の
の
︑
史
料
二
・
史
料
三
に
み
え
る
法
令
を
諸
国
に
頒
布
し
た
時
の
記
事
と
解
す

る
の
が
自
然
で
あ
る
︒
以
上
の
三
史
料
の
中
で
は
︑
史
料
三
の
格①
が
最
も
詳
し
い
記
述
を
備
え
て
い
る
た
め
︑
慶
雲
三
年
輸
租
折
衷
法
の
読
解

と
は
︑
畢
竟
︑
史
料
三
の
解
釈
を
意
味
し
て
い
る
︒

以
上
に
加
え
て
︑
弘
仁
十
三
年
︵
八
二
二
︶
に
は
︑
額
田
国
造
今
足
と
い
う
名
前
の
明
法
家
︵
当
時
の
法
律
の
専
門
家
︶
が
︑
右
弁
官
の
宣
を

受
け
て
勘
文
を
上
り
︑
輸
租
折
衷
法
の
解
説
を
行
っ
て
い
る
︒
彼
の
解
説
が
︑
輸
租
折
衷
法
を
理
解
す
る
上
で
の
鍵
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
︒

史
料
四
﹃
政
事
要
略
﹄
巻
五
三

交
替
雑
事
︵
雑
田
︶

勘
壱田
租
束
積
一事
︒
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右
︑
被
壱

右
弁
官
宣
一

偁
︑﹁
慶
雲
三
年
九
月
廿
日
格
云
︑﹁
取
壱

令
前
束
一︑
擬
壱

令
内
把
一︑
令
条
段
租
︑
其
実
猶
飲益
︒
宜
壱

田
一
町
一
十
五
束

令
淫

輸
︒�
者
︒
未
飲知
︒
令
前
束
・
令
内
把
・
格
束
︑
各
其
積
幾
︑
損
益
之
数
︑
何
而
可
飲会
︒
又
︑
令
与
飲格
孰
後
孰
前
︒�
者
︒
検
壱

旧
説
一︑

令
前
租
法
︑
熟
田
五
十
代
︑
租
稲
一
束
五
把
︒
以
壱大
方
六
尺
一為
飲歩
︒
々
内
得
壱米
一
升
一︒︿
此
大
升
也
︒﹀
二
百
五
十
歩
為
壱五
十
代
一︒
慶
雲

三
年
格
云
︑﹁
准
飲令
︑
以
壱大
方
五
尺
一為
飲歩
︒
々
内
得
壱米
一
升
一︒︿
此
升
称
壱減
大
升
一︒﹀
三
百
六
十
歩
為
飲段
︒�
者
︒
今
案
︑
五
十
代
与
壱令

段
一歩
積
一
同
︒
即
所
飲得
米
︑
其
数
亦
同
︒
然
則
段
内
得
壱米
三
百
六
十
升
一︒
実
此
大
二
百
五
十
升
也
︒
因
壱歩
多
少
一積
増
減
︒
是
以
准
量
︑

令
前
束
与
壱令
内
把
一︑
非
飲无
壱増
減
一︒
計
壱笇
其
積
一︑
令
内
十
四
把
三
分
之
二
︑
当
壱令
前
一
束
一︒
称
量
一
同
︒
其
令
有
壱新
古
一︒
惟
格
新
之
前
︑

古
之
後
也
︒

弘
仁
十
三
年
十
一
月
五
日

明
法
博
士
額
田
国
造
今
足

こ
の
勘
文
で
は
︑
輸
租
折
衷
法
の
文
章
に
注
が
加
え
ら
れ
て
お
り
︑
令
前
の
租
法
︵
租
の
算
定
方
法
︶
に
み
え
る
升
は
﹁
大
升
﹂︑
令
内
の
租
法

に
み
え
る
升
は
﹁
減
大
升
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

今
足
は
︑
令
前
束
・
令
内
把
・
格
束②
︑
以
上
三
者
の
差
異
を
問
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
令
前
束
と
令
内
把
の
比
較
を
し
て
い
る
の

み
で
︑
格
束
︑
つ
ま
り
慶
雲
三
年
輸
租
折
衷
法
の
束
把
の
規
格
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い
な
い③
︒
令
の
束
把
と
格
の
束
把
の
関
係
に
つ
い
て
明

言
し
て
い
る
の
は
﹃
令
集
解
﹄
穴
記
で
あ
る
︒

史
料
五
﹃
令
集
解
﹄
田
令
�
田
長
条
﹁
町
租
稲
廿
二
束
﹂
の
項
穴
記

穴
云
︑︵
中
略
︶
令
文
廿
二
束
与
壱今
十
五
束
一︑
員
殊
実
同
︒
但
先
束
者
︑
不
壱斤
成
一︒
今
十
五
束
者
︑
成
飲斤
耳
︒

穴
記
は
︑﹃
令
集
解
﹄
に
収
め
ら
れ
た
令
私
記
の
中
で
も
新
し
い
部
類
に
属
し
て
い
る
︒
執
筆
期
間
は
長
期
に
亘
っ
た
よ
う
だ
が
︑
弘
仁
︵
八

一
〇
～
八
二
四
︶
・
天
長
︵
八
二
四
～
八
三
四
︶
年
間
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い④
︒
額
田
今
足
と
同
時
代
を
生
き
た
法
律
家
の
所

説
で
あ
る
︒

穴
記
の
作
者
は
︑
令
文
の
二
二
束
と
︑
今
の
一
五
束
︑
つ
ま
り
慶
雲
三
年
輸
租
折
衷
法
発
令
後
の
一
五
束
を
比
較
し
︑
両
者
は
﹁
員か

ず

は
殊こ

と

な
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町
租
稲

段
租
稲

升
の
規
格

束
の
規
格

額
田
今
足
の
注

穴
記

令
前

一
五
束

一
束
五
把

方
六
尺
升

大
升

令

二
二
束

二
束
二
把

方
五
尺
升

減
大
升

不
成
斤

格

一
五
束

一
束
五
把

成
斤

︻
表
①
︼

れ
ど
も
実
は
同
じ
﹂︑
数
値
上
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
︑
実
際
の
量
は
同
じ
で
あ
る
と
断
言
し
た
︒
穴
記
の
作
者
の
見
解
に
よ
る

な
ら
ば
︑
令
の
一
束
と
輸
租
折
衷
法
後
の
一
束
の
規
格
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︵
前
者
の
一
束
の
方
が
後
者
の
一
束
よ
り
も
小
さ
い
︶
︒
そ

し
て
︑
後
者
の
束
は
︑
そ
の
ま
ま
重
さ
の
単
位
で
あ
る
斤
と
の
互
換
に
耐
え
る
単
位
︑
前
者
の
束
は
互
換
困
難
な
単
位
で
あ
る
と
い
う
︒
先
行

研
究
で
は
︑
穴
記
の
表
現
を
借
り
て
︑
斤
と
の
互
換
に
耐
え
る
束
把
の
規
格
を
成
斤
︑
耐
え
な
い
束
把
の
規
格
を
不
成
斤
と
呼
ん
で
き
た⑤
︒

以
上
の
史
料
の
状
況
を
整
理
す
る
と
︑
表
①
の
と
お
り
と
な
る
︒

第
二
節

先

行

研

究

﹁
は
じ
め
に
﹂
で
挙
げ
た
通
説
は
︑
虎
尾
俊
哉
氏⑥
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
本
節
で
は
︑
氏
説
に
到
る
ま
で
の
先
行
研
究
の
動

き
を
追
う
︒

輸
租
折
衷
法
に
言
及
し
た
早
い
例
と
し
て
︑
横
山
由
清
氏
の
研
究
が
注
目
さ
れ
る⑦
︒
氏
に
よ
る
と
︑
格
制
の
一
束
五
把
と
は
︑
令
前
の
規
格

に
よ
る
一
束
五
把
で
は
な
く
︑
令
制
の
そ
れ
で
あ
り
︑
実
量
に
し
て
段
別
七
把
︑
割
合
に
し
て
三
〇
％
以
上
の
減
税
が
行
わ
れ
た
と
い
う
︒
た

だ
し
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
和
銅
六
年
︵
七
一
三
︶
二
月
壬
子
条
及
び
同
年
四
月
戊
申
条
に
み
え
る
度
量
改
定
に
よ
っ
て
︑
升
の
規
格
が
変
更
さ
れ
た

結
果
︑
実
質
的
な
増
税
が
行
わ
れ
︑
慶
雲
三
年
の
減
税
は
解
消
さ
れ
て
︑
租
の
負
担
は
再
び
令
制
に
等
し
く
な
っ
た
と
解
釈
す
る
︒

そ
の
後
︑
大
化
改
新
詔
に
か
か
る
研
究
の
中
で
︑
坂
本
太
郎
氏⑧
が
輸

租
折
衷
法
に
言
及
し
て
い
る
︒
氏
は
︑
格
制
の
一
束
五
把
が
令
前
の
規

格
に
よ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
負
担
減
の
度
が
過
ぎ
る
か
ら
︑
と
い
う
理

由
に
よ
り
︑
慶
雲
の
改
正
は
単
な
る
規
格
変
更
で
あ
り
︑
ご
く
僅
か
な

減
税
が
行
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
︑
と
い
う
見
解
を
打
ち
出
し
た
︒
令
前

一
束
五
把
は
令
制
二
束
一
把
六
分
に
相
当
す
る
か
ら
︑
令
に
定
め
ら
れ

慶雲三年輸租折衷法と熟田（本庄）

5 (371)



た
租
稲
二
束
二
把
と
の
差
で
あ
る
〇
把
四
分
が
問
題
と
な
っ
た
︑
と
解
釈
さ
れ
る
︒

横
山
説
が
慶
雲
三
年
の
大
幅
減
税
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
︑
坂
本
説
は
こ
れ
を
認
め
ず
︑
単
な
る
束
把
の
規
格
変
更
と
解
釈
す
る

も
の
で
あ
っ
た
︒
前
者
は
︑
格
文
の
﹁
朕
念
︑
百
姓
有
飲食
︑
万
条
即
成
︑
民
之
豊
饒
︑
猶
飲同
壱充
倉
一︒﹂
を
根
拠
と
す
る
︒
も
し
僅
か
な
減
税

で
し
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑﹁
人
々
の
食
が
足
り
て
い
れ
ば
︑
何
事
も
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
し
︑
民
が
豊
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑

国
家
の
倉
が
満
ち
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
﹂
な
ど
と
天
皇
が
仰
る
は
ず
が
な
い
︑
と
い
う
訳
で
︑
一
応
の
史
料
的
根
拠
を
有
す
る
も
の
の
︑

天
皇
の
﹁
恵
み
深
さ
﹂
に
対
す
る
素
朴
な
信
頼
に
依
拠
し
た
説
で
あ
っ
た
︒
一
方
︑
後
者
は
︑﹁
度
が
過
ぎ
る
﹂
と
い
う
所
感
以
外
の
根
拠
は

示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
史
料
五
の
穴
記
の
解
釈
と
は
合
致
し
て
い
る
︒
恐
ら
く
︑
当
該
史
料
と
の
整
合
性
も
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
そ
の
後
の
研
究
で
は
︑
後
者
を
支
持
す
る
見
解
が
優
勢
で
あ
っ
た
︒

虎
尾
俊
哉
氏
が
︑
輸
租
折
衷
法
中
に
み
え
る
令
前
租
法
と
は
︑
浄
御
原
令
施
行
直
前
の
そ
れ
を
指
す
の
で
は
な
い
か
︑
と
推
測
し
た⑨
こ
と
を

き
っ
か
け
に
︑
輸
租
折
衷
法
に
か
か
る
議
論
は
活
発
化
し
た
︒
一
連
の
議
論
の
中
で
︑
田
名
網
宏
氏⑩
と
青
木
和
夫
氏
に
よ
り
︑
輸
租
折
衷
法
に

い
う
﹁
令
﹂
と
は
大
宝
令
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
た
め
︑
同
法
は
大
化
以
降
大
宝
以
前
の
租
法
変
遷
と
一
応
切
り
離
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
も
の
の
︑
慶
雲
三
年
に
い
か
な
る
制
度
改
正
が
行
わ
れ
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
を
巡
っ
て
は
︑
様
々
な
意
見
が
飛
び

交
う
こ
と
と
な
る
︒

ま
ず
︑
亀
田
隆
之
氏⑪
は
︑
法
制
上
︑
令
前
・
令
・
格
の
租
の
負
担
は
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
同
じ
で
︑
度
量
の
規
格
変
更
が
あ
る
の
み
︑
と
し
て
︑

坂
本
説
を
支
持
し
て
い
る
︒
民
の
豊
饒
云
々
は
名
目
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
︑
と
に
べ
も
な
い
︒
た
だ
し
︑
実
際
に
は
︑
令
前
租
法
の
慣
行
が

根
強
か
っ
た
た
め
に
︑
大
宝
令
施
行
か
ら
慶
雲
三
年
ま
で
の
間
︑
両
者
が
併
存
し
て
お
り
︑﹁
不
成
斤
の
租
の
数
量
で
成
斤
を
測
る
﹂
と
い
っ

た
混
乱
が
生
じ
か
ね
な
い
状
況
で
あ
っ
た
の
で
︑
両
租
法
の
比
率
を
明
確
に
し
た
上
で
令
前
租
法
に
回
帰
し
た
の
が
輸
租
折
衷
法
で
あ
る
︑
と

主
張
す
る
︒
こ
こ
に
︑
度
量
の
定
着
を
め
ぐ
る
律
令
政
府
・
在
地
間
の
対
立
︑
と
い
う
構
図
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
輸
租
折
衷
法

発
令
は
︑
政
府
の
度
量
衡
制
度
が
在
地
の
慣
習
に
圧
さ
れ
て
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
︑
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
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一
方
︑
喜
田
新
六
氏⑫
は
︑
格
は
実
質
的
な
大
減
税
で
あ
る
と
解
釈
す
る
点
で
横
山
説
に
通
じ
る
︵
た
だ
し
喜
田
氏
は
横
山
説
に
は
言
及
し
て
い
な

い
︶
︒
史
料
三
の
格
文
の
﹁
右
件
二
種
租
法
︑
束
数
雖
壱

多
少
一︑
輸
実
猶
飲不
飲異
﹂
と
い
う
記
述
は
︑
令
前
と
令
制
の
違
い
に
つ
い
て
︑﹁
規
格

が
違
う
だ
け
で
負
担
は
同
じ
﹂
と
政
府
が
捉
え
て
い
た
こ
と
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
︒
従
っ
て
︑
規
格
を
元
に
戻
す
だ
け
で
は
︑
負
担
に
ほ
ぼ

変
わ
り
は
無
い
︑
と
政
府
は
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
る
に
︑
民
の
豊
饒
云
々
と
い
う
文
言
は
︑
明
ら
か
に
減
税
の
意
思
を
示
す
も
の

で
あ
る
か
ら
︑
単
な
る
規
格
変
更
に
止
ま
ら
な
い
減
税
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︑
と
喜
田
氏
は
説
く
︒
格
文
の
論
理
に
鋭
く
踏
み
込
ん
だ
説
で

あ
っ
た
︒
令
制
下
の
租
が
実
際
に
は
穀
納
で
あ
っ
た
と
し
て
︑
輸
租
折
衷
法
を
解
く
鍵
が
斗
升
に
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
点
で
も
示
唆
に
富
む
︒

し
か
し
︑
喜
田
氏
は
︑
令
前
・
令
・
格
の
租
の
負
担
に
差
異
無
し
と
す
る
坂
本
説
を
踏
襲
し
た
た
め
︑
令
制
施
行
後
・
格
制
施
行
前
の
一
時
期

に
大
幅
な
増
税
が
行
わ
れ
︑
格
に
よ
っ
て
元
に
戻
さ
れ
た
︑
と
い
う
事
情
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
︒
減
税
に
先
立
つ
増
税
︑
と
い
う
想
定
は
︑

格
文
の
﹁
是
以
取
壱令
前
束
一︑
擬
壱令
内
把
一︑
令
条
段
租
︑
其
実
猶
飲益
﹂
と
い
う
部
分
に
基
づ
い
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
格
文
の
﹁
而
令
前
方
六

尺
升
︑
漸
差
壱地
実
一︒
遂
其
差
升
︑
亦
差
壱束
実
一﹂
と
い
う
部
分
は
︑
大
増
税
が
行
わ
れ
た
背
景
を
示
す
記
述
で
あ
る
と
捉
え
︑﹁
大
升
の
枡
が

減
大
升
に
引
き
ず
ら
れ
て
だ
ん
だ
ん
小
さ
く
な
っ
て
い
っ
た
﹂
と
解
釈
し
た
︒

村
尾
次
郎
氏⑬
は
︑
格
文
の
﹁
令
前
方
六
尺
升
︑
漸
差
壱地
実
一﹂
に
つ
い
て
︑
令
前
方
六
尺
升
が
︑
や
や
我
が
国
の
郷
土
的
度
量
よ
り
小
さ
か

っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
︑
と
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
︒
大
宝
二
年
三
月
に
新
度
量
を
頒
布
し
た
が
︑
こ
の
減
大
升
量
器
が
一
般
か
ら
嫌
忌
さ

れ
︑
わ
ず
か
四
年
で
大
升
枡
に
戻
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
︒
こ
れ
が
輸
租
折
衷
法
で
あ
る
︑
と
村
尾
氏
は
説
く
︒
度
量
の
定
着
を
め
ぐ
る
律

令
政
府
・
在
地
間
の
対
立
︑
と
い
う
亀
田
氏
の
構
図
が
濃
厚
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
︒
格
文
の
﹁
今
︑
斗
升
既
平
﹂
が
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
大
宝

二
年
三
月
乙
亥
条
に
み
え
る
﹁
始
頒
壱度
量
于
天
下
諸
国
一﹂
と
い
う
記
事
に
対
応
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
点
は
重
要
︒

田
名
網
宏
氏
も
ま
た
︑
亀
田
氏
と
同
じ
く
︑
大
宝
令
施
行
以
後
︑
二
つ
の
租
法
が
併
存
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
︒
氏
は
︑
虎
尾
氏
の
令
前
租

法
＝
浄
御
原
令
施
行
前
と
い
う
解
釈
を
批
判
し
つ
つ
︑
不
慣
れ
な
国
司
や
郡
司
の
中
に
は
﹁
成
斤
の
二
束
二
把
﹂
と
い
う
過
重
な
徴
収
を
す
る

者
も
い
た
た
め
︑
こ
の
点
が
問
題
と
な
っ
た
が
︑
格
文
の
﹁
今
︑
斗
升
既
平
﹂
及
び
﹁
遂
壱其
差
升
一﹂
と
い
う
文
言
は
︑
大
升
と
減
大
升
の
違
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い
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
︑
こ
こ
に
上
記
の
よ
う
な
二
つ
の
規
格
の
混
乱
は
解
決
さ
れ
た
と
い
う
︒
亀
田
説
と
村
尾
説
の
よ
う

な
︑
律
令
政
府
と
在
地
の
対
立
図
式
は
あ
ま
り
強
調
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
単
な
る
度
量
衡
制
の
新
旧
併
存
︑
不
徹
底
と
い
う
評
価
に
傾
く
︒

青
木
和
夫
氏
も
ま
た
︑
令
前
・
令
・
格
の
租
の
負
担
は
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
同
じ
と
解
釈
す
る
︒
氏
に
よ
る
と
︑
慣
習
的
性
格
の
強
い
斗
升
の
計

量
単
位
は
︑
強
大
な
国
家
権
力
を
も
っ
て
し
て
も
容
易
に
改
変
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
慶
雲
三
年
以
前
の
あ
る
時
期
に
︑
減
大
升
の
廃
止
・
令

前
大
升
の
復
活
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
そ
の
結
果
︑
一
時
的
に
増
税
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
た
が
︑
そ
れ
は
斗
升
の
規
格
変
更
に
伴
う
法
制
上
の

も
の
に
過
ぎ
ず
︑
実
際
に
実
行
さ
れ
る
前
に
輸
租
折
衷
法
で
解
消
さ
れ
た
と
説
く
︒
青
木
氏
は
︑
輸
租
折
衷
法
に
見
え
る
﹁
差
﹂
の
字
に
つ
い

て
︑
独
自
の
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
︒
青
木
氏
以
前
は
︑
皆
こ
れ
を
﹁
た
が
う
︵
違
う
︶
﹂
と
読
ん
で
き
た
が
︑
青
木
氏
は
﹁
え
ら
ぶ
﹂
と
読

ん
だ
︒
差
に
は
︑
法
︑
規
準
の
意
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
︒﹁
令
前
方
六
尺
升
︑
漸
差
壱地
実
一︒
遂
其
差
升
︑
亦
差
壱束
実
一﹂
の
部
分
に

つ
い
て
︑
令
前
の
升
が
こ
の
ご
ろ
︵
青
木
氏
は
﹁
漸
﹂
を
﹁
こ
の
ご
ろ
﹂
と
解
す
る
︒
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
︶
は
測
地
の
規
準
と
な
り
︑
そ
の
規

準
升
が
さ
ら
に
束
を
測
る
規
準
と
も
な
っ
た
と
解
釈
し
︑
令
前
の
升
に
よ
る
令
制
規
格
の
駆
逐
と
い
う
事
態
を
想
定
し
た
の
で
あ
る
︒

早
川
庄
八
氏
は
︑
村
尾
氏
著
書
の
書
評⑭
の
中
で
︑
輸
租
折
衷
法
に
解
釈
を
加
え
て
い
る
︒
法
制
の
動
き
や
︑
そ
の
背
景
に
あ
る
在
地
の
動
向

に
つ
い
て
は
︑
青
木
説
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
語
句
に
即
し
︑
丁
寧
な
再
解
釈
を
行
っ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
︒
ま
ず
︑

﹁
折
衷
﹂
は
成
斤
束
把

二
百
五
十
歩
五
十
代
制
と
不
成
斤
束
把

三
百
六
十
歩
一
段
制
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
系
統
の
う
ち
か
ら
︑
租
法
に

は
成
斤
制
を
︑
田
積
に
は
三
百
六
十
歩
一
段
制
を
と
り
だ
し
た
こ
と
を
指
す
と
し
︑
こ
れ
が
通
説
で
あ
る
と
断
っ
た
上
で
︑﹁
差
﹂
は
単
純
に

﹁
違
う
﹂
の
意
味
で
良
い
︑﹁
地
実
﹂
と
は
実
際
の
収
穫
量
を
指
す
︑
と
解
釈
し
た
︒
そ
し
て
︑﹁
今
︑
斗
升
既
平
﹂
と
い
う
記
述
を
も
っ
て
︑

令
前
大
升
の
採
用
を
意
味
し
て
い
る
と
読
ん
だ
︒

虎
尾
俊
哉
氏
は
︑
田
名
網
氏
の
批
判
に
応
え
つ
つ
︑
束
が
計
量
単
位
と
し
て
精
密
性
を
欠
く
点
を
強
調
し
た
︒
氏
に
よ
る
と
︑
成
斤
の
束
は
︑

ま
だ
し
も
長
い
慣
習
を
背
景
と
す
る
が
故
に
︑
社
会
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
た
が
︑
不
成
斤
の
束
は
︑
五
尺
平
方
一
歩
制
の
採
用
に
よ
っ
て
人
為

的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
︑
現
実
に
は
行
わ
れ
ず
︑
成
斤
の
規
格
が
依
然
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︒﹁
差
升
﹂
と
い
う
語
句
に
つ
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い
て
は
︑﹁
規
準
升
﹂
と
み
る
青
木
説
を
も
っ
て
﹁
卓
見
﹂
と
評
価
す
る
一
方
︑
用
言
と
し
て
現
れ
る
﹁
差
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
く
い
ち
が
う
﹂

と
い
う
従
来
の
解
釈
で
良
い
と
し
︑﹁
令
前
方
六
尺
升
︑
漸
差
壱地
実
一︒
遂
壱其
差
升
一︑
亦
差
壱束
実
一﹂
と
い
う
部
分
を
︑
令
前
の
大
升
は
五
尺

平
方
一
歩
制
と
い
う
田
地
の
実
際
に
整
合
せ
ず
︑
か
と
い
っ
て
差
升
＝
令
制
の
減
大
升
に
従
っ
て
み
て
も
︑
今
度
は
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
成

斤
の
束
に
整
合
し
な
い
︑
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
釈
し
た
︒
律
令
政
府
は
︑
在
地
に
根
付
き
に
く
い
令
制
減
大
升
と
不
成
斤
に
見
切
り
を
付

け
︑
慶
雲
三
年
以
前
の
あ
る
時
点
で
大
升
を
採
用
し
︑
慶
雲
三
年
に
な
っ
て
成
斤
を
採
用
し
た
と
結
論
づ
け
る
︒

現
在
で
は
︑
虎
尾
説
が
通
説
の
核
と
な
っ
て
い
る
︒
輸
租
折
衷
法
は
︑
不
成
斤
制
か
ら
成
斤
制
へ
の
転
換
を
命
じ
た
も
の
で
︑
令
制
二
束
二

把
と
令
前
一
束
五
把
の
間
に
存
し
た
僅
か
な
差
︵
令
制
規
格
で
〇
把
四
分
︶
を
解
消
し
た
︑
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

第
三
節

先

行

研

究

所

見

先
行
研
究
の
結
論
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
が
残
る
︒

ま
ず
第
一
に
︑
輸
租
折
衷
法
の
論
理
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
︒
坂
本
説
以
来
︑
令
前
・
令
・
格
の
租
の
負
担
は
︑

い
ず
れ
も
ほ
ぼ
同
じ
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
る
に
︑
喜
田
氏
が
批
判
し
た
と
お
り
︑
輸
租
折
衷
法
に
は
減
税
の
意
思
を
は
っ
き
り
汲
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
︑
令
制
の
負
担
＝
格
制
の
負
担
と
い
う
結
論
を
堅
持
す
る
限
り
︑
論
理
的
に
は
︑
喜
田
説
や
青
木
・
早
川
説
の
よ
う
に
︑
慶

雲
三
年
に
先
立
つ
増
税
︵
そ
れ
が
実
質
的
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
︑
度
量
衡
改
定
に
伴
う
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
︶
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
し
か
し
︑
輸
租
折
衷
法
に
︑
増
税
の
事
実
を
明
確
に
示
す
記
述
は
な
い
︒
先
行
研
究
は
︑
輸
租
折
衷
法
に
様
々
な
解
釈
を
施
す
こ
と
に
よ

っ
て
︑
増
税
の
事
実
を
汲
み
取
ろ
う
と
し
て
き
た
が
︑
結
論
あ
り
き
の
無
理
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
︒
か
と
い
っ
て
︑
慶
雲
三

年
に
先
立
つ
増
税
の
事
実
を
認
め
な
い
立
場
に
立
っ
た
場
合
は
︑
喜
田
氏
の
批
判
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒

第
二
に
︑
度
量
の
定
着
を
め
ぐ
る
律
令
政
府
・
在
地
間
の
対
立
︑
と
い
う
図
式
に
つ
い
て
︒
果
た
し
て
こ
の
図
式
は
史
料
か
ら
素
直
に
読
み

取
り
得
る
も
の
だ
ろ
う
か
︒
先
行
研
究
に
お
い
て
は
︑
史
料
に
現
れ
な
い
事
情
を
汲
み
取
っ
て
整
合
的
な
説
明
を
試
み
て
い
る
が
︑
私
見
に
よ
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れ
ば
︑
わ
ざ
わ
ざ
史
料
に
み
え
な
い
事
実
を
想
定
し
な
く
て
も
︑
史
料
三
の
格
文
に
明
示
さ
れ
て
い
る
事
実
を
拾
う
だ
け
で
︑
当
時
の
政
府
が

直
面
し
て
い
た
問
題
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
在
地
と
の
対
立
を
わ
ざ
わ
ざ
想
定
す
る
必
要
は
な
い
︒

第
三
に
︑
輸
租
折
衷
法
の
﹁
折
衷
﹂
の
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
︒
早
川
氏
が
確
認
し
た
よ
う
に
︑
通
説
で
は
︑
成
斤
束
把

二
百
五
十
歩

一
段
制
と
不
成
斤
束
把

三
百
六
十
歩
一
段
制
と
い
う
二
つ
の
系
統
の
う
ち
か
ら
︑
租
法
に
は
成
斤
を
︑
田
積
に
は
三
百
六
十
歩
一
段
制
を
と

り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒
し
か
し
︑
輸
租
折
衷
法
が
田
積
に
触
れ
て
い
る
の
は
︑
段
租
稲
積
算
の
説
明
を
し
て
い
る
部
分
だ
け
で
あ
る

し
︑
そ
も
そ
も
二
百
五
十
歩
と
い
う
田
積
は
輸
租
折
衷
法
本
文
で
は
確
認
で
き
な
い
︒
史
料
四
の
今
足
勘
文
に
は
み
え
て
い
る
が
︑
輸
租
折
衷

法
か
ら
計
算
に
よ
っ
て
復
元
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
要
す
る
に
︑
輸
租
折
衷
法
は
︑
田
積
・
田
制
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
払

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
文
脈
を
踏
ま
え
る
限
り
︑
輸
租
折
衷
法
の
折
衷
の
対
象
が
田
積
で
あ
っ
た
と
は
解
釈
し
に
く
い
︒
前
述
の
と
お

り
︑
輸
租
折
衷
法
は
︑
大
化
改
新
詔
研
究
の
中
で
言
及
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
も
つ
た
め
︑
田
積
制
と
の
関
連
が
常
に
想
定
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
︑

こ
れ
は
一
旦
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

①

以
下
︑
単
に
﹁
格
﹂
と
称
す
る
場
合
︑
こ
の
法
令
を
指
す
︒
慶
雲
三
年
輸
租
折

衷
法
＝
格
と
解
し
て
い
た
だ
い
て
差
し
支
え
な
い
︒

②

右
弁
官
宣
の
﹁
令
前
束
﹂
と
﹁
令
内
把
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
慶
雲
三
年
輸
租
折

衷
法
本
文
か
ら
そ
の
ま
ま
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
格
束
﹂
は
︑
右
弁
官
宣
に

初
出
の
語
で
あ
る
が
︑
慶
雲
三
年
輸
租
折
衷
法
以
降
の
束
を
指
し
た
も
の
に
他
な

る
ま
い
︒
束
は
一
〇
把
に
相
当
す
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
束
も
把
も
共
に
﹁
束
把
の

規
格
﹂
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
み
て
良
い
︒

③

明
言
し
て
い
な
い
だ
け
で
︑
格
の
束
把
の
位
置
づ
け
は
間
接
的
に
示
し
て
い
る
︒

先
行
研
究
の
議
論
と
も
関
わ
る
た
め
︑
第
二
章
第
三
節
に
後
述
︒

④

井
上
光
貞
﹁
日
本
律
令
の
成
立
と
そ
の
注
釈
書
﹂︵﹃
井
上
光
貞
著
作
集

第
二

巻
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
六
年
︑
初
出
一
九
七
六
年
︶︒

⑤

史
料
原
文
は
﹁
不
斤
成
﹂
に
作
る
︒

⑥

虎
尾
俊
哉
﹁
慶
雲
三
年
の
輸
租
折
衷
法
に
つ
い
て
﹂︵
同
﹃
日
本
古
代
土
地
法

史
論
﹄︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
一
年
︑
初
出
一
九
六
五
年
︶︒
以
下
︑
特
に
断
ら

な
い
限
り
︑
氏
の
説
は
本
論
文
に
よ
る
︒

⑦

横
山
由
清
﹃
日
本
田
制
史
﹄︵
五
月
書
房
︑
一
九
八
一
年
︑
初
出
一
九
二
六
年
︶

一
九
五
頁
︒

⑧

坂
本
太
郎
﹁
大
化
改
新
の
研
究
﹂︵﹃
坂
本
太
郎
著
作
集

第
六
巻
﹄︑
吉
川
弘

文
館
︑
一
九
八
八
年
︑
初
出
一
九
三
八
年
︶
三
二
三
頁
︒

⑨

虎
尾
俊
哉
﹃
班
田
収
授
法
の
研
究
﹄
第
一
編
第
三
章
第
二
節
︵
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
六
一
年
︑
初
出
一
九
五
四
年
・
一
九
五
五
年
︶︒

⑩

田
名
網
宏
﹁
田
制
及
び
租
法
か
ら
見
た
大
化
改
新
詔
の
信
憑
性
に
つ
い
て
﹂

︵﹃
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
人
文
学
報
﹄
第
二
五
号
︑
一
九
六
一
年
︶︒
以
下
︑

氏
の
説
は
本
論
文
に
よ
る
︒
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⑪

亀
田
隆
之
﹁
古
代
の
田
租
田
積
﹂︵
同
﹃
奈
良
時
代
の
政
治
と
制
度
﹄︑
吉
川
弘

文
館
︑
二
〇
〇
一
年
︑
初
出
一
九
五
五
年
︶︒

⑫

喜
田
新
六
﹁
日
本
古
代
に
お
け
る
田
制
租
法
の
変
遷
に
つ
い
て
﹂︵﹃
歴
史
教

育
﹄
第
四
巻
第
五
号
︑
一
九
五
六
年
︶︒

⑬

村
尾
次
郎
﹃
律
令
財
政
史
の
研
究

増
訂
版
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
一
年
︶

第
二
章
第
二
節
︒

⑭

早
川
庄
八
﹁︵
批
評
と
紹
介
︶
村
尾
次
郎
著
﹃
律
令
財
政
史
の
研
究
﹄﹂︵﹃
史
学

雑
誌
﹄
第
七
一
編
第
八
号
︑
一
九
六
二
年
︶︒
以
下
︑
氏
の
説
は
本
論
文
に
よ
る
︒

第
二
章

輸
租
折
衷
法
の
解
読

第
一
節

読
み
下
し
と
現
代
語
訳

前
章
第
三
節
で
言
及
し
た
先
行
研
究
へ
の
疑
問
は
︑
い
ず
れ
も
︑
輸
租
折
衷
法
の
核
心
と
な
る
部
分
︵
史
料
三
の
波
線
部
分
︶
の
読
解
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
ま
ず
本
節
に
お
い
て
私
釈
を
提
示
し
︑
次
節
で
先
行
研
究
の
問
題
点
を
指
摘
し
つ
つ
解
説
を
加
え
る
こ
と
と
し
た

い
︒

︻
読
み
下
し
︼

右
件
二
種
の
租
法
は
︑
束
数
多
少
す
と
雖
も
︑
輸
実
猶
ほ
異
な
ら
ざ
る
が
ご
と
し
︒
而
れ
ど
も
令
前
方
六
尺
升
は
︑
漸や

や

地
実
に
差た

が

ふ
︒
遂
に

其
の
差
へ
る
升
は
︑
亦
た
束
実
に
差
ふ
︒
是
を
以
て
令
前
束
を
取
り
て
︑
令
内
把
に
擬

な
ぞ
ら

ふ
れ
ば
︑
令
条
の
段
租
︑
其
の
実
猶
ほ
益ま

せ
る
が
ご

と
し
︒
今
︑
斗
升
は
既
に
平
た
り
︒
望
み
請
ふ
ら
く
は
︑
輸
租
の
式
︑
折
衷
せ
ら
れ
む
こ
と
を
︒

︻
現
代
語
訳
︼

右
件
の
二
種
の
租
法
は
︑︵
表
面
上
の
数
値
と
し
て
の
︶
束
把
数
こ
そ
一
致
し
て
い
な
い
が
︑︵
そ
れ
は
斗
升

束
把
の
規
格
の
違
い
に
よ
る
も
の

で
︑︶
実
際
に
負
担
す
る
租
の
量
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
令
前
の
方
六
尺
升
は
︑
実
際
の
収
穫
量
と
は
や
や
食
い
違
っ
て
い
た
︒

か
く
て
︑
そ
の
食
い
違
っ
た
升
は
︑
束
単
位
で
表
示
さ
れ
る
収
穫
量
と
も
食
い
違
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
令
前
の
束
︵
把
︶
を
も
っ
て
︑

令
内
の
︵
束
︶
把
に
換
算
し
た
場
合
︑
令
条
の
段
あ
た
り
の
租
は
︑
実
際
の
収
穫
量
と
い
う
点
で
︑
増
税
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
今
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や
︑
斗
升
の
平
校
は
完
了
し
て
い
る
︒
ど
う
か
︑
輸
租
の
式
に
つ
い
て
は
︑
折
衷
さ
れ
た
い
︒

第
二
節

解

説

︵
一
︶
令
前
方
六
尺
升
は
︑
漸
地
実
に
差
ふ
︒

ま
ず
︑﹁
差
﹂
の
語
義
に
つ
い
て
は
︑
青
木
氏
に
よ
る
﹁
規
準
﹂
説
が
あ
り
︑
虎
尾
氏
も
﹁
差
升
﹂
の
部
分
に
限
り
こ
れ
を
継
承
し
て
い
る
︒

青
木
説
の
論
拠
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
︒
ま
ず
第
一
に
︑﹁
差
﹂
の
用
例
か
ら
み
た
帰
納
的
解
釈
︒
引
き
算
の
差
は
︑
あ
る
も
の
を

規
準
と
し
た
時
の
隔
た
り
で
あ
り
︑
差
別
は
規
準
か
ら
の
隔
た
り
を
つ
け
る
こ
と
︑
過
失
の
意
の
差
は
成
功
や
道
徳
の
規
準
か
ら
の
隔
た
り
︑

差
科
な
ど
の
選
定
は
規
準
に
基
づ
い
て
選
ぶ
こ
と
︑
回
復
の
意
の
差
は
規
準
へ
の
回
復
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
差
の
原
義
は
規
準
で
あ
り
︑
現
在

で
は
物
差
と
い
う
言
葉
に
そ
の
原
義
が
残
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
︒

差
科
と
い
う
と
︑
ま
ず
養
老
賦
役
令
23
差
科
条
の
﹁
凡
差
科
︑
先
富
強
︑
後
貧
弱
︑
先
多
丁
︑
後
少
丁
﹂
と
い
う
規
定
が
浮
か
ぶ
︒
ま
た
︑

こ
の
語
の
早
い
使
用
例
と
し
て
︑﹃
三
国
志
﹄
呉
書
三
嗣
主
伝
孫
休
永
安
二
年
条
の
﹁
差
科
彊
羸
﹂
が
あ
る
︒
こ
う
し
た
用
例
を
見
る
限
り
︑

差
科
と
は
本
来
︑
役
を
負
担
す
る
者
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
に
応
じ
た
差
を
付
け
て
徴
発
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑

回
復
の
意
の
差
は
本
来
﹁
瘥
﹂
で
あ
り
︑
差
字
と
通
用
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︵﹃
説
文
解
字
﹄
七
下
︑
瘥
の
項
︶
︒
物
差
は
指
で
さ
し
測
る
意
よ

り
生
じ
た
和
語
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
他
の
差
の
用
例
は
い
ず
れ
も
︑
隔
た
り
︑
階
差
の
意
と
解
し
て
差
し
支
え
な
い
︒

第
二
の
論
拠
は
︑﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
一
四
義
倉
︑
天
平
宝
字
二
年
︵
七
五
八
︶
五
月
二
十
九
日
太
政
官
符
に
み
え
る
﹁
今
検
壱諸
国
義
倉
一︑

国
勢
略
同
︑
所
飲輸
懸
隔
︒
又
至
壱給
用
一︑
諸
国
不
飲同
︒
或
以
飲斗
為
飲差
︑
或
以
飲升
為
飲法
︒
窮
民
是
一
︑
賑
給
各
殊
︒�
で
あ
る
︒
青
木
氏
は

波
線
部
に
注
目
し
︑
差
＝
法
＝
規
準
と
考
え
な
け
れ
ば
解
釈
が
で
き
な
い
と
し
た
︒
青
木
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
詔
勅
官
符
類
に
は
﹁
差

法
﹂
と
い
う
語
句
が
散
見
し
︑
こ
の
﹁
差
﹂
は
普
通
︑
差
別
・
階
差
の
差
と
理
解
さ
れ
て
き
た
訳
だ
が
︑
青
木
氏
に
よ
る
と
︑
差
＝
法
と
解
釈

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
漢
文
の
対
句
構
造
に
基
づ
い
た
合
理
的
説
明
だ
が
︑
果
た
し
て
こ
の
場
合
︑
妥
当
な
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の
だ
ろ
う
か
︒

天
平
宝
字
二
年
官
符
の
文
章
は
︑
互
文
的
な
表
現
と
解
釈
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
波
線
の
部
分
は
︑
本
来
︑﹁
或
以

飲斗
為
壱差
法
一︑
或
以
飲升
為
壱差
法
一﹂
と
表
現
さ
れ
る
べ
き
文
章
な
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
差
法
の
一
語
を
二
度
重
ね
る
文
章
は
漢
文
と
し
て

美
し
さ
に
欠
け
る
︒
そ
こ
で
︑
前
句
の
法
と
後
句
の
差
を
削
除
し
︑
文
章
を
整
え
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
漢
文
の
修
辞
に
過
ぎ
な
い
︒
従
っ
て
︑

こ
の
文
章
に
限
っ
て
︑
差
＝
差
法
︑
法
＝
差
法
と
い
う
同
じ
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
︑
と
解
釈
す
る
こ
と
に
は
何
の
問
題
も
な
い
が
︑
差
＝

法
と
一
般
化
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
差
＝
法
＝
規
準
と
い
う
解
釈
は
︑
差
と
い
う
一
語
に
定
点
と
し
て
の
基
準
と
い
う
ニ

ュ
ア
ン
ス
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
が
︑
こ
う
し
た
性
格
は
認
め
ら
れ
ず
︑
階
差
︑
差
異
の
意
に
取
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う①
︒

次
に
﹁
漸
﹂
の
語
義
に
つ
い
て
︒
先
行
研
究
で
は
︑﹁
漸
﹂
と
い
う
一
字
を
︑﹁
次
第
に
﹂
と
か
﹁
こ
の
ご
ろ
は
﹂
な
ど
と
読
ん
で
き
た
︒
前

者
の
場
合
︑
喜
田
説
の
よ
う
な
読
み
に
逢
着
す
る
が
︑
既
に
批
判
も
あ
る
よ
う
に
︑
わ
ず
か
数
年
で
斗
升
が
徐
々
に
小
さ
く
な
る
と
は
考
え
に

く
い
︒
か
と
い
っ
て
︑
後
者
は
﹁
漸
﹂
と
い
う
一
字
の
語
義
と
し
て
無
理
が
あ
る
︒

﹁
漸
﹂
は
﹁
や
や
﹂
と
読
ん
で
︑
程
度
を
表
す
副
詞
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
用
法
は
︑
一
般
に
通
用
さ
れ
て
い
る
漢
和
辞

典
に
は
載
っ
て
い
な
い
た
め
︑
先
学
諸
氏
を
大
い
に
悩
ま
せ
た
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
国
語
辞
書
を
ひ
も
と
け
ば
︑﹁
漸
﹂
を
﹁
や
や
﹂
と

読
み
︑
上
記
の
よ
う
に
解
す
る
説
明
に
簡
単
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
︒
特
に
︑
二
者
を
比
較
し
た
時
に
そ
の
程
度
を
指
す
語
と
し
て
使
用
さ

れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る②
︒
少
な
く
と
も
和
文
に
お
い
て
は
︑﹁
漸
﹂
に
こ
う
し
た
用
法
が
あ
っ
た
こ
と
確
実
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
う
し
た
用
法
は
︑
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
一
二
世
紀
の
辞
書
で
あ
る
﹃
色
葉
字
類
抄
﹄
で
は
︑﹁
稍
﹂

﹁
頗
﹂﹁
少
﹂
な
ど
が
︑﹁
漸
﹂
の
同
義
語
と
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
類
聚
名
義
抄
﹄
法
上
に
は
︑﹁
漸
々
﹂
の
読
み
と
し
て
﹁
ス
コ
フ
ル
﹂

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
程
度
の
度
合
い
が
﹁
か
な
り
﹂
な
の
か
﹁
少
々
﹂
な
の
か
︑
判
別
す
る
絶
対
的
基
準
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
恐
ら

く
﹁
漸
﹂
は
︑
こ
う
し
た
程
度
の
差
を
広
く
包
含
し
つ
つ
二
者
を
比
較
す
る
時
に
使
用
さ
れ
る
副
詞
な
の
だ
ろ
う
︒
そ
の
差
を
曖
昧
に
し
た
い

時
に
も
使
え
る
語
句
︑
と
み
た
方
が
事
実
に
は
近
い
か
も
し
れ
な
い
︒
以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
輸
租
折
衷
法
と
同
時
代
の
正
史
で
あ
る
﹃
続
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日
本
紀
﹄
に
目
を
移
せ
ば
︑
同
様
の
用
例
を
拾
う
こ
と
も
ま
た
容
易
で
あ
る③
︒

﹁
地
実
﹂
は
︑
早
川
説
に
従
っ
て
︑
実
際
の
収
穫
量
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
斗
升
の
規
格
と
実
際
の
収
穫
量
と
の
乖
離
︒
輸
租
折

衷
法
が
問
題
視
し
た
現
実
の
核
心
は
︑
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
︒
輸
租
折
衷
法
の
主
張
を
信
じ
る
な
ら
︑
令
前
の
方
六
尺
升
は
︑
方
六
尺
の
地

か
ら
収
穫
で
き
る
米
の
量
に
対
応
し
た
一
升
で
あ
る
︒
斗
升
の
規
格
と
実
際
の
収
穫
量
は
︑
少
な
く
と
も
理
念
上
︑
対
応
し
て
い
る
は
ず
だ
っ

た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
両
者
に
は
一
定
の
差
が
あ
り
︑
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

︵
二
︶
遂
に
其
の
差
へ
る
升
は
︑
亦
た
束
実
に
差
ふ
︒

︵
一
︶
で
確
認
し
た
と
お
り
︑﹁
差
升
﹂
と
は
﹁
食
い
違
っ
て
い
る
升
﹂
の
意
味
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒︵
一
︶
で
は
令
前
方
六
尺
升
が

実
際
の
収
穫
量
と
食
い
違
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
︑
こ
こ
で
い
う
﹁
差
升
﹂
と
は
︑
令
前
方
六
尺
升
の
こ
と
に
他

な
る
ま
い
︒

さ
て
︑
斗
升
と
束
把
の
間
に
は
︑
極
め
て
単
純
な
換
算
式
が
存
在
す
る
︒

穎
稲
一
束
＝
稲
穀
一
斗
＝
米
五
升④

つ
ま
り
︑
穂
首
刈
り
さ
れ
た
穎
稲
一
束
は
︑
脱
穀
す
る
と
籾
付
き
の
稲
穀
一
斗
と
な
り
︑
さ
ら
に
籾
を
取
り
除
く
と
玄
米
五
升
に
な
る
︑
と
さ

れ
て
い
た
︒

た
だ
し
︑
実
際
に
は
︑
こ
の
換
算
式
ど
お
り
に
い
か
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
︒
た
と
え
ば
︑
天
平
宝
字
元
年
︵
七
五
七
︶
十
二
月
二
十

三
日
越
前
国
使
等
解
︵﹃
大
日
本
古
文
書
四
﹄︑
二
五
四
頁
︶
に
は
︑﹁
収
獲
之
稲
︑
雖
飲有
壱

数
員
一︑
不
飲愜
壱

其
実
一︑
一
束
舂
飲米
四
升
以
下
三
升
以

上
﹂
と
み
え
て
い
る
︒
穎
稲
一
束
か
ら
は
米
五
升
が
舂
き
上
が
る
は
ず
で
あ
る
の
に
︑
実
際
に
は
四
升
か
ら
三
升
程
度
に
し
か
な
ら
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
︒
虎
尾
氏
は
こ
の
事
実
を
重
視
し
︑
束
は
計
量
単
位
と
し
て
精
密
性
を
欠
く
も
の
だ
っ
た
が
故
に
︑
新
し
い
令
制
不
成
斤
は
定
着

し
な
か
っ
た
と
解
し
た
︒
こ
の
史
料
の
冒
頭
で
は
︑
こ
の
年
︑
風
雨
頻
り
だ
っ
た
た
め
に
︑
稲
が
悉
く
萎
枯
し
て
し
ま
っ
た
︑
と
い
う
事
情
が

語
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
穎
稲
と
米
の
量
の
乖
離
は
︑
天
候
不
順
に
よ
る
イ
ネ
の
種
子
部
分
の
発
育
不
良
が
原
因
な
の
で
あ
り
︑
四
升
か
ら
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三
升
と
い
う
の
は
︑
や
や
極
端
な
例
と
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑
厳
密
な
容
積
単
位
で
あ
る
斗
升
に
比
べ
︑
穎
稲
ひ
と
つ

か
み
に
由
来
す
る
束
把
が
︑
か
な
り
素
朴
な
単
位
で
あ
っ
た
の
は
︑
事
実
と
し
て
一
応
認
め
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
斗
升
と
束
把
が
精
確
に
対
応
し
な
い
点
に
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
成
斤
で
あ
っ
て
も
不
成
斤
で
あ
っ
て
も
同
じ

こ
と
で
あ
る
︒
虎
尾
氏
は
︑
成
斤
に
は
長
い
慣
習
が
あ
っ
た
か
ら
特
別
だ
っ
た
と
説
明
す
る
が
︑
不
成
斤
が
排
除
さ
れ
た
理
由
を
不
精
確
さ
に

求
め
て
い
る
以
上
︑
片
手
落
ち
と
い
う
印
象
を
拭
え
な
い
︒
し
か
も
虎
尾
氏
は
︑
差
升
を
規
準
升
と
訳
し
た
た
め
に
︑
こ
れ
を
令
制
の
方
五
尺

升
と
解
釈
し
て
い
る
が
︑
こ
の
解
釈
に
語
釈
上
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
︑︵
一
︶
で
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
︒

輸
租
折
衷
法
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
︑
束
把
と
斗
升
の
間
に
横
た
わ
る
換
算
式
の
問
題
で
は
な
く
︑
飽
く
ま
で
も
︵
一
︶
で
み
た
よ
う
に
︑

斗
升
と
実
際
の
収
穫
量
と
の
食
い
違
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
換
算
式
上
︑
斗
升
と
束
把
は
完
全
な
比
例
関
係
に
あ
る
か
ら
︑
斗

升
の
規
格
と
収
穫
量
と
の
間
に
差
が
あ
る
な
ら
︑
束
把
に
換
算
し
て
も
︑
収
穫
量
と
の
間
に
差
が
生
じ
る
の
は
理
の
当
然
で
あ
る
︒

喜
田
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
令
制
の
租
は
穀
納
を
原
則
と
す
る
が
︑
令
前
租
法
は
︑﹁
熟
田
百
代
︑
租
稲
三
束
﹂
と
さ
れ
て
お
り
︑
租
が

も
と
も
と
は
穀
納
で
な
か
っ
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
一
代
か
ら
は
稲
一
束
を
収
穫
で
き
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た⑤
か
ら
︑
一
定
面
積
か

ら
上
が
る
収
穫
の
内
︑
三
％
に
当
た
る
稲
を
納
め
る
と
い
う
の
が
本
来
の
形
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒
そ
し
て
束
把
は
︑
虎
尾
氏
の
主
張
す
る
よ
う

に
︑
か
な
り
大
ら
か
な
計
量
単
位
で
あ
っ
た
か
ら
︑
束
把
単
位
で
徴
収
し
て
い
る
内
は
︑
方
六
尺
升

仮
に
そ
れ
が
実
在
し
て
い
た
と
す
れ

ば⑥

の
ズ
レ
は
問
題
と
し
て
浮
上
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
︑
穀
納
制
に
転
換
し
︑
斗
升
で
精
密
に
輸
量
を
量
る
よ
う
に
な
っ
た
時
︑
斗
升

と
実
際
の
収
穫
量
と
の
間
に
︑
看
過
し
得
な
い
ズ
レ
が
存
在
す
る
と
認
識
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
第
三
章
で

詳
述
す
る
︒

︵
三
︶
令
前
束
を
取
り
て
︑
令
内
把
に
擬

な
ぞ
ら

ふ
れ
ば
︑
令
条
の
段
租
︑
其
の
実
猶
ほ
益ま

せ
る
が
ご
と
し
︒

令
前
の
束
把
と
︑
令
内
の
束
把
は
︑
升
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
歩
の
面
積
の
違
い
に
よ
っ
て
︑
互
い
に
三
六
対
二
五
の
比
例
関
係
で
結
ば
れ

て
い
る
︵
後
述
の
端
数
繰
り
上
が
り
に
よ
る
誤
差
は
あ
る
が
︶
︒
従
っ
て
︑︵
二
︶
で
説
い
た
斗
升
の
規
格
と
収
穫
量
と
の
乖
離
の
問
題
は
︑
令
内
の
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束
把
に
も
波
及
す
る
︒
問
題
の
中
心
は
あ
く
ま
で
も
斗
升
で
あ
り
︑
実
際
の
租
の
徴
収
も
斗
升
単
位
で
行
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
束

把
の
規
格
が
繰
り
返
し
問
題
と
さ
れ
る
の
は
︑
田
令
が
租
の
徴
収
量
を
束
把
単
位
で
表
示
し
て
お
り
︑
法
制
上
の
単
位
と
し
て
な
お
重
要
だ
っ

た
か
ら
だ
ろ
う
︒

令
条
の
段
租
に
つ
い
て
は
︑
ま
ず
そ
の
決
定
方
法
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
令
前
の
租
は
︑﹁
熟
田
百
代
︑
租
稲
三
束
﹂
で
あ
る
︒
前
述
の

と
お
り
︑
一
代
か
ら
は
稲
一
束
を
収
穫
で
き
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
︒
先
学
が
一
致
し
て
指
摘
し
て
き
た
と
お
り
︑
令
前
の
租
は
︑
原
則
と
し

て
﹁
収
穫
高
の
三
％
﹂
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
一
種
の
定
率﹅

税
で
あ
る
︒
一
方
︑
方
六
尺
を
歩
と
し
︑
歩
か
ら
米
一
升
を
得
る
と
見
な
し

て
課
税
す
る
場
合
︑
実
際
の
収
穫
高
は
見
な
し
規
定
に
飲
み
込
ま
れ
︑
町
租
稲
一
十
五
束
と
い
う
定
額﹅

税
に
転
化
す
る
︒
令
内
の
租
も
ま
た
︑

令
前
の
﹁
収
穫
高
の
三
％
﹂
と
い
う
観
念
を
一
応
は
継
承
し
て
い
た
︒
こ
の
事
実
は
︑
二
束
二
把
と
い
う
半
端
な
数
値
に
よ
っ
て
跡
づ
け
ら
れ

る
︒
二
束
二
把
の
算
定
方
法
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒
方
五
尺
を
歩
と
し
︑
そ
の
歩
か
ら
米
一
升
を
得
る
と
い
う
の
だ
か
ら
︑
一
段
＝
三
百
六
十

歩
︵
田
令
�
田
長
条
︶
の
想
定
収
穫
量
は
米
三
六
〇
升
＝
稲
七
二
束
で
あ
る
︒
稲
七
二
束
の
三
％
は
二
束
一
把
六
分
で
あ
り
︑
端
数
を
繰
り
上

げ
る
と
二
束
二
把
に
な
る
︒
令
内
の
段
租
稲
は
︑
こ
う
し
て
算
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
令
制
の
租
は
︑
収
穫
高
の
三
％
と

い
う
定
率
税
の
観
念
を
継
承
し
て
い
る
の
だ
が
︑
実
際
に
は
定
額
税
で
あ
る
と
い
う
点
も
見
逃
せ
な
い
︒

︵
二
︶
で
確
認
し
た
と
お
り
︑
斗
升
と
束
把
の
規
格
は
︑
令
前
も
令
内
も
含
め
て
︑
全
て
比
例
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
︒
令
前
の
斗
升
と
実

際
の
収
穫
量
に
差
が
あ
れ
ば
︑
令
内
の
束
把
と
実
際
の
収
穫
量
の
間
に
も
差
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
其
実
猶
ほ
益
せ
る
が
ご
と
し
﹂
と
言

っ
て
い
る
以
上
︑
令
内
で
は
︑
租
稲
の
負
担
が
︑
よ
り
過
重
と
な
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
︒
何
と
比
べ
て
過
重
か
と
い
え
ば
︑
も
ち
ろ
ん
︑

﹁
熟
田
百
代
︑
租
稲
三
束
﹂︑
つ
ま
り
収
穫
量
の
三
％
と
い
う
原
則
で
あ
る
︒

租
は
収
穫
高
の
三
％
で
あ
る
べ
し
と
い
う
定
率
税
の
観
念
の
も
と
︑
二
束
二
把
と
い
う
定
額
税
は
決
定
さ
れ
た
は
ず
だ
っ
た
︒
に
も
か
か
わ

ら
ず
︑
実
際
に
は
︑
も
と
も
と
の
規
準
と
な
っ
た
規
格
と
実
際
の
収
穫
高
と
の
間
に
乖
離
が
あ
っ
た
た
め
︑﹁
熟
田
百
代
︑
租
稲
三
束
﹂
の
原

則
に
比
べ
︑
令
に
定
め
ら
れ
た
段
租
二
束
二
把
は
負
担
が
重
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

16 (382)



︵
四
︶
今
︑
斗
升
は
既
に
平
た
り
︒

村
尾
氏
が
早
く
に
見
抜
い
た
と
お
り
︑
こ
れ
は
大
宝
二
年
の
新
度
量
頒
布
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
時
に
頒
布
さ
れ
た
升
が

減
大
升
︑
つ
ま
り
令
制
の
升
規
格
に
合
わ
な
い
升
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
は
従
え
な
い
︒

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
は
︑
一
切
の
例
外
な
く
︑
史
料
四
︑
額
田
今
足
勘
文
の
論
理
を
鵜
呑
み
に
し
て
き
た
︒
令
内
の
方
五
尺
升
＝
減
大
升

で
あ
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
︑
史
料
上
に
明
示
さ
れ
て
も
い
な
い
度
量
の
た
び
た
び
の
改
変
や
︑
慣
行
上
の
度
量
に
対
す

る
律
令
政
府
の
﹁
敗
北
﹂
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
い
っ
た
ん
今
足
勘
文
を
考
察
の
埒
外
に
置
け
ば
︑
事
態
は
極
め
て
単
純
で
あ
る
︒
方
五
尺
升
は
令
内
の
升
な
の
で
あ
る
か
ら
︑
令

に
定
め
ら
れ
た
大
升
と
同
一
規
格
で
︑
大
宝
令
施
行
の
一
環
と
し
て
︑
大
宝
二
年
に
諸
国
に
頒
布
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
良
い
︒﹁
平
﹂
と
は
先

学
諸
氏
が
一
致
し
て
述
べ
る
よ
う
に
︑
養
老
関
市
令
14
官
私
権
衡
条
に
み
え
る
﹁
平
校
﹂
の
こ
と
で
︑
数
あ
る
度
量
衡
器
が
基
準
に
合
っ
た
も

の
で
あ
る
か
確
認
す
る
作
業
を
い
う
︒
斗
升
は
既
に
基
準
に
あ
っ
た
も
の
が
普
及
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
大
宝
二
年
に
頒
布
さ
れ
た
大

升
が
︑
政
府
の
狙
い
ど
お
り
︑
問
題
な
く
全
国
基
準
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
︒

︵
五
︶
望
み
請
ふ
ら
く
は
︑
輸
租
の
式
︑
折
衷
せ
ら
れ
む
こ
と
を
︒

斗
升
の
規
格
が
既
に
全
国
に
定
着
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
た
﹁
折
衷
﹂
の
申
請
で
あ
る
︒
せ
っ
か
く
定
着
し
た
斗
升
の
規
格
を
︑
今
更
変
更

す
る
必
要
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
︒
斗
升
と
比
例
関
係
に
あ
る
束
把
の
規
格
も
同
様
で
あ
る
︒
変
更
さ
れ
る
べ
き
は
︑
実
際
の
収
穫
量
と
合
わ
な

い
﹁
二
束
二
把
﹂
と
い
う
段
租
稲
だ
け
で
あ
る
︒

斗
升
と
束
把
の
規
格
は
そ
の
ま
ま
令
制
を
維
持
し
︑
段
租
稲
だ
け
を
二
束
二
把
か
ら
一
束
五
把
へ
大
幅
に
引
き
下
げ
る
こ
と
︒
そ
れ
が
﹁
折

衷
﹂
の
指
す
と
こ
ろ
に
他
な
ら
な
い
︒
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第
三
節

額
田
今
足
の
勘
文

前
節
で
は
︑
敢
え
て
額
田
今
足
の
勘
文
に
目
を
瞑
り
︑
輸
租
折
衷
法
の
解
読
を
行
っ
た
︒
本
節
で
は
︑
今
足
勘
文
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て

論
じ
た
い
︒

今
足
は
︑
令
前
租
法
に
み
え
る
升
に
対
し
て
は
﹁
此
大
升
也
﹂︑
令
内
租
法
に
み
え
る
升
に
対
し
て
は
﹁
此
升
称
壱減
大
升
一﹂
と
注
を
加
え

て
い
る
︒
こ
の
注
は
︑
今
足
が
弘
仁
十
三
年
に
追
加
し
た
も
の
で
あ
り
︑
慶
雲
三
年
輸
租
折
衷
法
の
本
文
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
︒

こ
こ
で
︑
大
升
の
注
と
︑
減
大
升
の
注
と
で
は
︑
言
い
回
し
に
差
異
が
生
じ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
︒
後
者
に
つ
い
て
は
︑
特
に
﹁
称
﹂

と
わ
ざ
わ
ざ
言
っ
て
い
る
︒﹁
称
﹂
に
は
﹁
名
付
け
る
﹂
の
意
味
が
あ
る
か
ら⑦
︑﹁
減
大
升
﹂
と
は
︑
今
足
︵
あ
る
い
は
当
時
の
明
法
家
︶
が
︑
説

明
の
た
め
に
便
宜
上
生
み
出
し
た
造
語
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
方
の
﹁
大
升
﹂
に
は
﹁
減
大
升
﹂
の
時
の
よ
う
な
言
い
回
し
は
み

ら
れ
な
い
か
ら
︑
所
与
の
概
念
︑
つ
ま
り
令
に
定
め
ら
れ
た
大
升
を
指
し
て
い
る
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
︒
先
行
研
究
で
は
︑
輸
租
折
衷
法

に
い
う
﹁
大
升
﹂
と
は
令
前
の
規
格
で
あ
る
と
解
し
て
き
た
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
大
升
と
令
制
大
升
は
︑
名
は
同
じ
だ
が
実
は
異
な
る
と
解
釈

さ
れ
て
き
た
の
だ
が⑧
︑
そ
の
よ
う
に
難
解
な
解
釈
を
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
︒

何
故
︑
彼
は
︑
令
前
の
升
の
規
格
を
大
升
︑
令
内
の
升
の
規
格
を
減
大
升
に
比
定
し
た
の
か
︒
大
升
は
そ
も
そ
も
雑
令
に
定
め
ら
れ
た
正
真

正
銘
の
令
内
規
格
な
の
だ
か
ら
︑
今
足
の
比
定
は
あ
べ
こ
べ
の
よ
う
に
み
え
る
︒
恐
ら
く
︑
そ
こ
に
は
二
つ
の
前
提
が
介
在
し
て
い
た
︒

前
提
の
第
一
は
︑
慶
雲
三
年
格
制
下
に
あ
る
今
足
の
時
代
に
お
い
て
︑
升
の
規
格
が
大
升
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
︒
そ
し
て
前
提
の
第
二
は
︑

今
足
が
︑
令
前
束
把
と
格
の
束
把
を
同
一
規
格
と
み
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
格
制
下
に
あ
る
今
の
規
格
が
大
升
で
あ
る
な
ら
︑
令
前
の
升
の
規

格
も
大
升
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
令
前
の
升
＝
方
六
尺
升
と
︑
令
内
の
升
＝
方
五
尺
升
と
で
は
︑
三
六
対
二
五
の
割
合
で
後

者
の
方
が
小
さ
い
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
︑
令
内
の
升
の
呼
称
と
し
て
︑
便
宜
上
︑﹁
減
大
升
﹂
を
用
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
前
節
で
確
認
し
た
と
お
り
︑
慶
雲
三
年
に
斗
升
の
規
格
が
変
更
さ
れ
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
︒
令
内
の
升
＝
大
升
＝
方
五
尺
升
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町
租
稲

段
租
稲

升
の
規
格

束
の
規
格

額
田
今
足
の
注

穴
記

令
前

一
五
束

一
束
五
把

方
六
尺
升

大
升

そ
れ
ぞ
れ

升
の
規
格

に
比
例

令

二
二
束

二
束
二
把

方
五
尺
升
＝
大
升

減
大
升

不
成
斤

格

一
五
束

一
束
五
把

大
升

︵
大
升
︶

成
斤

︻
表
②
︼

で
あ
る
︒
今
足
は
︑
令
前
の
規
格
と
格
の
規
格
を
同
一
と
み
て
い
た
が
故
に
︑
令
前
の
升
を
大
升
と
判
断
し
た
の
だ
が
︑
実
は
そ
の
前
提
が
間

違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

何
故
︑
今
足
は
令
前
束
把
＝
格
束
把
と
思
い
込
ん
だ
の
か
︒
穴
記
も
同
様
の
解
釈
を
し
て
い
る
か
ら
︑
こ
の
解
釈
が
当
時
の
明
法
家
に
と
っ

て
定
説
だ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
分
か
る
︒
現
在
確
認
で
き
る
史
料
の
範
囲
に
原
因
を
求
め
る
と
す
れ
ば
︑
可
能
性
と
し
て
あ
り
得
る
の
は
︑
古

記
の
解
釈
の
誤
読
で
あ
る
︒
今
足
は
︑
令
前
束
と
令
内
把
を
比
較
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
両
者
の
計
算
上
の
割
合
を
記
し
て
い
る
が
︑
こ
の
割
合

計
算
は
︑
史
料
三
の
古
記
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
今
足
は
︑
古
記
の
記
述
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
古
記
は
た
だ
︑
令
前
束

把
と
令
内
束
把
の
割
合
を
提
示
し
て
い
る
だ
け
で
︑
格
の
束
把
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
今
足
等
が
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
︑
古
記

所
引
格
の
﹁
町
租
一
十
五
束
﹂︵
格
制
︶
と
︑
古
記
本
文
に
い
う
﹁
廿
二
束
﹂
に
准
計
し
た
﹁
十
五
束
﹂︵
令
前
制
︶
と
を
︑
同
一
の
も
の
と
誤

釈
し
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
次
節
後
述
す
る
高
麗
尺
・
唐
尺
の
事
情
と
混
同
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒

本
章
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
︑
表
①
に
加
筆
し
た
の
が
表
②
で
あ
る
︒

第
四
節

和
銅
の
度
量
衡
改
定

前
述
の
と
お
り
︑
横
山
氏
は
︑
慶
雲
三
年
輸
租
折
衷
法
を
減
税
と
評
価
し
た
一
方
︑
和
銅
六
年
の
度
量
衡
改
定
に
よ
っ
て
事
実
上
の
増
税
が

行
わ
れ
︑
租
の
負
担
量
は
元
に
戻
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
︒
こ

れ
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
︑
令
制
大
升
は
施
行
後
一
一
年
で
廃
止

さ
れ
︑
輸
租
の
減
額
も
僅
か
七
年
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
︒
史
料
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒

﹃
続
日
本
紀
﹄
和
銅
六
年
︵
七
一
三
︶
二
月
壬
子
︵
19
日
︶
条

始
制
壱度
量
調
庸
義
倉
等
類
五
条
事
一︒
語
具
壱別
格
一︒
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﹃
続
日
本
紀
﹄
同
年
四
月
戊
申
︵
16
日
︶
条

頒
壱下
新
格
幷
権
衡
度
量
於
天
下
諸
国
一︒

二
月
壬
子
条
に
い
う
別
格
に
つ
い
て
は
︑﹃
令
集
解
﹄
古
記
に
よ
り
︑
三
つ
の
逸
文
が
確
認
で
き
る
︒
田
令
�
田
長
条
に
み
え
る
﹁
和
銅
六

年
二
月
十
九
日
格
︑
其
度
飲地
以
壱六
尺
一為
飲歩
﹂︑
賦
役
令


歳
役
条
の
﹁
和
銅
六
年
二
月
十
九
日
格
云
︑
其
庸
布
以
壱二
丁
一成
飲段
︑
長
二
丈

六
尺
﹂︑
そ
し
て
同
令
�
義
倉
条
の
九
等
戸
に
関
す
る
和
銅
六
年
二
月
十
九
日
格⑨
で
あ
る
︒
二
月
壬
子
に
は
五
条
の
事
が
制
さ
れ
た
は
ず
だ
が
︑

う
ち
二
条
は
逸
文
す
ら
残
っ
て
い
な
い
︒
制
さ
れ
た
内
容
は
﹁
度
量
調
庸
義
倉
﹂
と
あ
る
の
で
︑
ご
く
単
純
に
読
め
ば
︑
あ
と
二
条
は
量
と
調

に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
量
に
関
す
る
規
定
が
︑
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
改
定
が
あ
っ
た
の
か
は

全
く
明
ら
か
で
な
い
︒

ち
な
み
に
︑﹃
令
集
解
﹄
田
令
�
田
長
条
に
引
く
和
銅
六
年
格
は
︑
高
麗
尺
か
ら
唐
尺
へ
の
規
格
変
更
を
指
し
︑
歩
の
規
格
自
体
に
変
化
は

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
同
条
古
記
問
答
に
み
え
る
解
釈
で
︑
現
在
の
通
説
で
あ
る
︒
仮
に
歩
の
規
格
変
更
と
解
釈
し
た
場
合
︑

歩
ベ
ー
ス
で
行
わ
れ
る
班
田
収
授
に
相
当
の
面
倒
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
古
記
問
答
の
解
釈
に
従
っ
て
︑
歩
の
規
格
に
は
変
更
は
な
く
︑

尺
の
規
格
の
み
が
変
更
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
︒

一
方
︑
和
銅
六
年
の
﹁
量
﹂
改
定
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
︒
仮
に
横
山
説
に
従
っ
て
方
五
尺
升
か
ら
方
六
尺
升
へ
の
規
格
変
更
と

解
釈
し
た
場
合
︑
従
来
の
斗
升
規
格
で
帳
簿
に
記
さ
れ
た
稲
穀
の
現
在
量
に
は
︑
全
て
三
六
分
の
二
五
を
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
支
出
に

か
か
る
給
食
法
等
も
斗
升
や
束
把
ベ
ー
ス
で
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
︑
こ
れ
に
も
三
六
分
の
二
五
を
掛
け
な
け
れ
ば
支
出
が
増
大
す
る
こ
と
に

な
る
︒
し
か
る
に
︑
こ
う
し
た
操
作
が
行
わ
れ
た
様
子
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
国
司
の
部
内
巡
行
食
料
に
つ
い
て
は
︑﹃
令
集
解
﹄
田
令
35
外
官

新
至
条
に
み
え
る
和
銅
五
年
五
月
十
六
日
格
に
支
給
量
の
規
定⑩
が
み
え
る
が
︑
そ
の
支
給
量
は
︑
天
平
期
の
実
例
と
全
く
合
致
し
て
い
る⑪
︒

﹃
延
喜
式
﹄
の
規
定
と
も
矛
盾
し
な
い⑫
︒
従
っ
て
︑
和
銅
五
年
以
降
天
平
期
ま
で
の
間
に
︑
斗
升
の
規
格
が
変
更
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒

規
格
変
更
に
よ
る
増
税
は
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
に
み
え
る
よ
う
な
度
量
規
格
の
誤
魔
化
し
に
よ
る
負
債
水
増
し
を
想
起
さ
せ
る
し
︑
僅
か
七
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年
後
の
増
税
は
朝
令
暮
改
の
謗
り
を
免
れ
が
た
く
︑
政
府
と
し
て
の
信
義
上
も
問
題
が
あ
る
た
め
︑
国
郡
司
の
納
得
が
得
ら
れ
る
と
は
考
え
に

く
い
︒
慶
雲
三
年
格
で
誇
ら
か
に
﹁
今
︑
斗
升
既
平
﹂
と
宣
言
し
た
斗
升
規
格
を
変
更
す
る
理
由
も
想
定
し
が
た
い
︒
単
に
増
税
し
た
い
の
な

ら
︑
段
租
を
一
束
五
把
か
ら
二
束
二
把
に
戻
す
方
が
余
程
円
滑
だ
ろ
う
︒

和
銅
六
年
の
斗
升
規
格
変
更
と
い
う
事
実
は
︑
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る⑬
︒

第
五
節

輸
租
折
衷
法
の
解
釈
の
混
乱

延
暦
十
六
年
︵
七
九
七
︶
の
時
点
で
︑
政
府
は
次
の
よ
う
な
解
釈
を
と
っ
て
い
た
︒

﹃
類
聚
国
史
﹄
八
三
︑
政
理
五
︵
正
税
︶
︑
延
暦
十
六
年
六
月
庚
申
条

詔
曰
︑
古
者
什
一
而
税
︑
謂
壱之
正
中
一︒
三
代
因
循
︑
頌
声
作
矣
︒
国
家
薄
飲征
利
飲農
︑
勤
恤
壱民
隠
一︒
是
以
制
飲令
之
日
︑
田
一
町
租
︑
定

為
壱廿
二
束
一︒
其
後
有
壱勅
処
分
一︑
減
為
壱一
十
五
束
一︒
以
飲今
況
飲古
︑
軽
重
相
懸
︒︵
下
略
︶

こ
の
延
暦
十
六
年
詔
は
︑
当
時
の
収
七
免
三
制
を
収
八
免
二
制
へ
と
切
り
替
え
︑
租
の
取
り
立
て
を
強
化
し
た
法
令
で
あ
る
︒
そ
の
前
提
と
し

て
︑
現
在
の
土
地
税
負
担
が
い
か
に
軽
い
か
を
示
し
て
い
る
の
が
引
用
部
分
と
な
る
︒
詔
に
よ
る
と
︑
土
地
税
は
︑
夏
・
殷
・
周
三
代
の
時
代

で
す
ら
︑
一
〇
分
の
一
で
適
当
と
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
ら
わ
ず
︑
大
宝
令
で
一
町
に
つ
き
二
二
束
と
い
う
さ
ら
に
低
い
﹁
税
率
﹂
が
設
定
さ

れ
︑
こ
れ
が
さ
ら
に
減
じ
ら
れ
て
一
五
束
に
な
っ
た
と
い
う
︒
延
暦
十
六
年
詔
は
︑
二
二
束
か
ら
一
五
束
へ
の
変
更
が
︑
額
面
ど
お
り
の
減
税

で
あ
っ
た
と
正
し
く
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
今
足
勘
文
が
作
成
さ
れ
た
の
は
弘
仁
一
三
年
︵
八
二
二
︶
で
あ
る
か
ら
︑
輸
租
折
衷
法
の
解

釈
に
混
乱
が
生
じ
た
の
は
︑
こ
の
四
半
世
紀
の
間
で
あ
っ
た
︒

こ
の
四
半
世
紀
の
間
に
は
︑
法
制
史
上
︑
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
︒
今
足
勘
文
に
先
立
つ
二
年
前
の
弘
仁
一
一
年
︑
弘
仁
格
式
が
撰

進
さ
れ
た
︒
こ
の
格
式
は
︑
大
宝
元
年
︵
七
〇
一
︶
か
ら
弘
仁
一
〇
年
ま
で
の
法
令
を
収
録
範
囲
と
す
る
︒
そ
の
編
纂
事
業
は
︑
相
矛
盾
す
る

諸
法
令
を
整
理
し
︑
時
に
は
天
裁
を
仰
い
で
︑
採
る
べ
き
も
の
を
確
定
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
り
︵
格
式
序
︶
︑
新
し
い
法
典
の
創
出
に
も
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等
し
い
作
業
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
︒
こ
の
一
連
の
作
業
の
中
で
︑
一
〇
〇
年
以
上
前
に
発
令
さ
れ
た
法
令
に
も
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
た
訳
で
あ
る
︒

輸
租
折
衷
法
も
ま
た
︑
弘
仁
格
と
し
て
採
用
さ
れ
た
法
令
の
一
つ
で
あ
っ
た
︵
史
料
二
︶
︒
格
式
編
纂
事
業
に
よ
る
整
理
・
再
解
釈
の
中
で
︑
輸

租
折
衷
法
の
解
釈
に
も
︑
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
解
釈
の
混
乱
が
︑
独
り
輸
租
折
衷
法
に
の
み
起
こ
っ
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
他
の
法
令
に
も
生
じ
た
の
か
︑
全
て
は
今
後
の
課
題
で

あ
る
︒

①

﹁
差
﹂
字
と
﹁
法
﹂
字
が
対
句
で
結
ば
れ
て
い
る
以
上
︑
両
者
は
何
ら
か
の
形

で
同
一
次
元
の
概
念
と
み
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
肯
定
で
き
る
︒
古
代
法

が
身
分
法
︑
位
階
法
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
歴
史
を
思
え
ば
︑
法
︵
ノ
リ
︶
と

は
畢
竟
︑
差
︵
シ
ナ
︶
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
存
在
し
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な

い
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
︑﹁
差
﹂
と
い
う
言
葉
に
規
準
︑
定
点

と
し
て
の
意
義
が
あ
る
か
否
か
で
あ
り
︑
少
な
く
と
も
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
︑

差
と
法
に
は
決
し
て
同
一
視
で
き
な
い
差
異
が
あ
る
︒

②

た
と
え
ば
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄︵
小
学
館
︶﹁
や
-や
︻
稍
・
漸
︼
②
他
と
比

べ
て
︑
物
事
の
程
度
を
表
わ
す
語
﹂︒

③

天
平
勝
宝
六
年
︵
七
五
四
︶
九
月
丁
未
条
﹁
百
姓
漸
労
︑
正
倉
頗
空
﹂︑
神
護

景
雲
元
年
︵
七
六
七
︶
六
月
癸
未
条
﹁
省
風
還
報
之
日
︑
政
路
漸
異
﹂︑
宝
亀
十

一
年
︵
七
八
〇
︶
二
月
丁
酉
条
﹁
海
道
漸
遠
︑
来
犯
無
飲便
︒
山
賊
居
飲近
︑
伺

飲隙
来
犯
﹂
な
ど
︒
い
ず
れ
も
﹁
次
第
に
﹂
と
訳
し
て
は
意
味
が
通
ら
な
い
︒

④

た
と
え
ば
︑﹃
令
義
解
﹄
田
令
田
長
条
﹁
束
稲
舂
得
壱

米
五
升
一︒﹂
ま
た
︑
天
平

期
の
正
税
帳
は
︑
み
な
穎
稲
一
束
＝
稲
穀
一
斗
の
換
算
式
に
基
づ
い
て
い
る
︒

⑤

坂
本
太
郎
﹁
大
化
改
新
の
研
究
﹂︵
前
掲
︶
な
ど
︒

⑥

方
六
尺
升
と
は
︑
田
制
が
三
六
〇
歩
一
段
制
へ
転
換
し
た
こ
と
に
伴
う
束
把
規

格
の
変
化
を
︑
斗
升
規
格
に
反
映
し
た
だ
け
の
想
定
上
の
産
物
で
し
か
な
い
可
能

性
も
一
応
は
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
三
六
〇
歩
一
段
制
以
前
の
租

徴
収
が
穎
稲
納
だ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
必
要
だ
っ
た
の
は
︑﹁
歩
之
内
得
壱米
一
升
一﹂

と
い
う
規
定
で
は
な
く
︑﹁
歩
之
内
得
壱米
一
把
一︒﹂
だ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
︒

⑦

た
と
え
ば
黒
川
本
﹃
色
葉
字
類
抄
﹄
中
巻
三
四
丁
オ
モ
テ
﹁
名
ナ
ツ
ク
︑
又
ナ
︑

︵
中
略
︶
称
︵
下
略
︶﹂︒

⑧

た
と
え
ば
︑
亀
田
隆
之
﹁
古
代
の
田
租
田
積
﹂︵
前
掲
︶︒

⑨

其
資
財
百
貫
以
上
為
壱

上
上
戸
一︒
六
十
貫
以
上
為
壱

上
中
一︒
四
十
貫
以
上
為
壱

上

下
一︒
廿
貫
以
上
為
壱

中
上
一︒
十
六
貫
以
上
為
壱

中
中
一︒
十
二
貫
以
上
為
壱

中
下
一︒
八

貫
以
上
為
壱下
上
一︒
四
貫
以
上
為
壱下
中
一︒
二
貫
以
上
為
壱下
下
戸
一也
︒

⑩

和
銅
五
年
五
月
十
六
日
格
云
︑
国
司
巡
行
部
内
︑
将
従
次
官
以
上
三
人
︒
判
官

以
下
二
人
︒
史
生
一
人
︒
並
食
壱

公
廨
一︑
日
米
二
升
︑
酒
一
升
︒
史
生
酒
八
合
︒

将
従
一
人
︑
米
一
升
五
合
︒

⑪

天
平
八
年
度
薩
麻
︵
薩
摩
︶
国
正
税
帳
に
お
い
て
︑
新
任
国
司
史
生
へ
の
支
給

は
︑﹁
依
壱

国
司
部
内
巡
行
食
法
一

日
別
充
七
把
﹂
と
計
上
さ
れ
て
い
る
︒
史
生
分

の
米
二
升
と
将
従
分
の
米
一
升
五
合
を
足
す
と
三
升
五
合
と
な
り
︑
米
三
升
五
合

は
穎
稲
七
把
に
相
当
す
る
︒
新
任
国
司
料
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
︑
鎌
田
元
一

﹁
新
任
国
司
へ
の
給
粮
と
養
老
八
年
格
﹂︵
同
﹃
律
令
国
家
史
の
研
究
﹄︑
塙
書
房
︑

二
〇
〇
八
年
︑
初
出
一
九
九
九
年
︶︑
渡
辺
晃
宏
﹁
二
つ
の
新
任
国
司
食
料
支
給

と
公
廨
食
法
・
国
司
巡
行
食
法
﹂︵﹃
藤
枝
市
史
﹄
第
二
号
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
参
照
︒

⑫

﹃
延
喜
式
﹄
主
税
上
83
諸
使
食
法
条
︒﹁
凡
諸
使
食
法
︑
官
人
日
米
二
升
︑
塩
二
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勺
︑
酒
一
升
︒
番
上
日
米
二
升
︑
塩
二
勺
︑
酒
八
合
︒
傔
従
日
米
一
升
五
合
︑
塩

一
勺
五
撮
︒
国
司
巡
行
食
料
准
飲此
︒�

⑬

こ
の
場
合
︑
四
月
戊
申
に
頒
下
さ
れ
た
﹁
度
量
﹂
と
は
何
か
が
問
題
と
し
て
残

る
︒﹁
度
量
﹂
が
指
す
の
は
新
唐
尺
の
こ
と
で
︑﹁
量
﹂
と
み
え
る
の
は
修
飾
に
過

ぎ
な
い
と
解
す
る
か
︑
あ
る
い
は
束
把
と
斤
と
の
互
換
関
係
に
関
す
る
規
定
と
み

る
か
︑
断
案
は
得
な
い
︒
後
者
に
関
し
て
若
干
補
足
し
て
お
く
︒

束
把
は
稲
の
一
摑
み
に
由
来
す
る
単
位
で
︑
斗
升
と
の
間
の
比
例
式
こ
そ
定
め

ら
れ
て
い
る
が
︑
虎
尾
氏
が
論
じ
る
と
お
り
︑
本
来
は
不
精
確
な
容
積
単
位
で
あ

る
︒
と
こ
ろ
が
︑
あ
る
時
期
か
ら
︑
束
把
は
斤
と
い
う
重
さ
の
単
位
と
の
間
に
互

換
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
︒
穴
記
は
一
束
五
把
を
指
し
て
﹁
成
斤
﹂
と

称
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
で
は
︑
稲
は
重
さ
の
単
位
で
量
ら
れ
る

対
象
と
し
て
登
場
す
る
︒﹃
日
本
霊
異
記
﹄
上
巻
三
〇
段
﹁
或
貸
壱八
両
綿
一︑
強
倍

十
両
徴
︑
或
貸
壱生
︵
小
ヵ
︶
斤
稲
一︑
而
強
太
斤
取
﹂︑
同
下
巻
二
二
段
﹁
出
挙
之

時
︑
用
壱於
軽
斤
一︑
微
︵
徴
ヵ
︶
納
之
日
︑
用
壱於
重
斤
一﹂︑
同
巻
二
六
巻
﹁
出
挙

時
用
壱小
斤
一︑
償
収
壱大
斤
一﹂
な
ど
︒

第
三
章

輸
租
折
衷
法
発
令
の
背
景

第
一
節

斗

升

制

の

画

期

前
章
ま
で
の
考
察
で
︑
慶
雲
三
年
の
輸
租
折
衷
法
に
よ
り
︑
租
は
大
幅
に
減
額
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ほ
ど
の
大
減
税
が

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
背
景
に
つ
い
て
︑
格
文
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
語
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
︒
大
宝
二
年
か
ら
慶
雲
三
年
ま

で
︑
わ
ず
か
四
年
と
は
い
え
︑
大
升
の
規
格
に
基
づ
く
二
束
二
把
の
租
は
︑
実
際
に
徴
収
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
税
率
が
高
く
な
っ
て
い
る

か
ら
と
い
っ
て
︑
何
故
わ
ざ
わ
ざ
減
額
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︒
段
別
七
把
の
減
額
は
︑
徴
収
さ
れ
る
側
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
れ
程
の
大
減

額
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
徴
収
す
る
側
か
ら
す
れ
ば
︑
約
三
分
の
一
も
の
租
収
入
減
少
を
意
味
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
で

あ
る
︒
本
章
で
は
︑
輸
租
折
衷
法
が
発
令
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
た
い
︒

第
一
の
理
由
と
し
て
は
︑
輸
租
の
関
わ
る
度
量
衡
︑
つ
ま
り
斗
升
の
制
が
︑
大
宝
令
発
令
を
境
と
し
て
転
換
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
︒
大

宝
令
以
前
の
量
制
に
つ
い
て
は
︑﹃
扶
桑
略
記
﹄
舒
明
十
二
年
十
月
条
に
﹁
始
定
壱斗
升
斤
両
一﹂
と
み
え
て
い
る
の
が
早
い
例
で
あ
る
︒
慶
雲

三
年
輸
租
折
衷
法
に
も
︑
令
前
の
方
六
尺
升
な
る
規
格
が
み
え
て
い
る
の
で
︑
大
宝
令
以
前
か
ら
何
ら
か
の
斗
升
の
制
が
布
か
れ
て
い
た
様
子
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は
窺
え
る
︒

し
か
し
︑
喜
田
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
輸
租
は
本
来
︑
稲
穀
で
は
な
く
︑
穎
稲
の
形
で
行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
熟
田
百
代
︑

租
稲
三
束
と
い
う
基
準
は
そ
の
名
残
で
あ
り
︑
租
は
穎
稲
の
単
位
で
あ
る
束
把
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
︒
輸
租
折
衷
法
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る

と
︑
令
前
の
あ
る
一
時
期
︑
既
に
方
六
尺
升
に
よ
る
穀
納
が
行
わ
れ
て
い
た
と
み
え
る
が
︑
こ
の
方
六
尺
升
と
は
︑
六
尺
平
方
＝
一
歩
の
面
積

か
ら
収
穫
で
き
る
米
の
量
に
相
当
す
る
容
積
規
格
と
さ
れ
て
い
る
︒
実
際
の
収
穫
量
に
は
︑
土
地
に
よ
っ
て
偏
差
が
あ
る
は
ず
だ
が
︑
こ
こ
で

は
そ
う
い
う
事
情
は
一
切
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
︒
代
と
い
う
面
積
単
位
も
︑
収
穫
量
に
基
づ
く
規
格
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑

令
前
の
規
格
は
︑
ど
こ
ま
で
絶
対
的
な
基
準
と
し
て
機
能
し
て
い
た
か
︑
疑
わ
し
い
節
が
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
大
宝
律
令
制
定
後
︑
状
況
は
一
変
す
る
︒
大
宝
二
年
三
月
に
は
︑﹁
始
頒
壱度
量
于
天
下
諸
国
一﹂
と
み
え
る
︵﹃
続
日
本
紀
﹄︶
か

ら
︑
基
準
器
と
な
る
も
の
が
全
国
に
頒
布
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
︒
大
升
は
︑
五
尺
平
方
＝
一
歩
の
面
積
か
ら
収
穫
で
き
る
米
の
量
に
相

当
す
る
と
い
う
理
念
を
背
負
っ
た
容
積
規
格
で
は
あ
っ
た
が
︑
た
と
え
実
際
の
収
穫
量
と
乖
離
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
大
升
一
升
の
容
積
は
︑

基
準
器
に
基
づ
き
不
変
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
基
準
器
は
︑
い
っ
た
ん
頒
布
さ
れ
て
し
ま
え
ば
︑
そ
れ
が
い
か
な
る
基
準
で
定
め
ら
れ
た
規
格

だ
と
し
て
も
関
係
な
く
︑
固
定
基
準
と
し
て
機
能
す
る
︒
こ
れ
と
連
動
す
る
よ
う
に
︑
租
の
徴
収
方
法
も
穀
納
方
式
が
定
着
し
て
い
く
︒
租
の

徴
収
額
は
︑
基
準
器
の
斗
升
規
格
に
よ
っ
て
厳
密
に
計
量
さ
れ
︑
負
担
額
が
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
負
担
が
不
変
の
基
準
に

基
づ
き
数
値
化
さ
れ
た
こ
と
こ
そ
︑
実
際
の
収
穫
量
と
の
齟
齬
が
問
題
視
さ
れ
る
機
運
が
高
ま
っ
た
一
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
斗
升
基
準
器

の
普
及
に
よ
り
︑
負
担
が
数
値
的
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
︑
負
担
の
意
識
を
先
鋭
化
さ
せ
︑
減
税
を
求
め
る
動
き
を
生
ん
だ
の

で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
こ
の
減
税
を
求
め
る
主
体
と
し
て
︑
一
般
公
民
を
想
定
す
る
よ
り
は
︑
こ
れ
を
徴
収
す
る
国
郡
司
層
を
想
定
し
た
方
が
事
実
に
近

い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒
租
は
︑
律
令
の
理
念
上
︑
耕
作
者
が
耕
作
面
積
に
応
じ
て
納
め
る
税
で
は
あ
る
が
︑
国
郡
司
も
ま
た
︑
彼
ら
か
ら
徴

収
す
る
義
務
を
朝
廷
に
対
し
て
負
っ
て
い
た
︒﹃
令
集
解
﹄
賦
役
令
�
水
旱
条
に
引
か
れ
る
養
老
八
年
︵
七
二
四
︶
格
に
は
︑﹁
租
者
︑
全
以
壱七
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分
已
上
一為
飲定
︒
不
飲得
飲以
壱六
分
大
半
一﹂
と
み
え
て
お
り
︑
早
く
か
ら
不
三
得
七
法
が
布
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
不
三
得
七

法
と
は
︑
輸
租
田
か
ら
輸
さ
れ
る
租
の
総
額
が
︑
一
国
内
総
計
で
必
ず
七
分
を
越
え
る
よ
う
国
司
に
義
務
づ
け
る
制
度
で
あ
る
︒
租
の
最
終
的

な
負
担
が
耕
作
者
に
転
嫁
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
︑
朝
廷
に
対
し
て
︑
第
一
次
的
に
負
担
し
て
い
た
の
は
国
司
で
あ
っ
た
︒

と
も
か
く
︑
大
宝
令
の
施
行
に
よ
り
︑
画
一
的
な
斗
升
規
格
が
全
国
に
布
か
れ
た
こ
と
こ
そ
︑
輸
租
折
衷
法
発
令
を
促
し
た
一
因
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
従
来
︑
輸
租
折
衷
法
は
︑
律
令
国
家
が
斗
升
規
格
を
強
制
し
よ
う
と
し
て
敗
北
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
法
令
と
考
え
ら
れ
て

き
た
が
︑
事
実
は
全
く
反
対
で
あ
っ
た
︒

第
二
節

段

別

穫

稲

第
二
に
︑
輸
租
折
衷
法
を
境
と
し
て
︑
変
化
の
あ
っ
た
部
分
に
注
目
し
た
い
︒
輸
租
折
衷
法
に
よ
っ
て
︑
段
租
稲
は
二
束
二
把
か
ら
一
束
五

把
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
訳
だ
が
︑
こ
れ
に
伴
っ
て
︑
同
じ
く
大
幅
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
︒
段
別
の
想
定
収
穫
量
で
あ
る
︒

既
に
確
認
し
た
と
お
り
︑
段
租
稲
二
束
二
把
と
は
︑
段
別
の
想
定
収
穫
量
七
二
束
の
三
％
と
し
て
算
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑

﹃
令
義
解
﹄
田
令
�
田
長
条
は
︑﹁
段
地
穫
稲
五
十
束
﹂
と
規
定
し
て
い
る
︒
従
来
説
に
従
え
ば
︑
輸
租
折
衷
法
以
前
の
七
二
束
と
以
後
の
五

〇
束
は
ほ
ぼ
等
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
︑
こ
の
変
化
は
︑
今
ま
で
全
く
気
に
も
留
め
ら
れ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
従
来
説
が
成
り
立
た

な
い
と
な
れ
ば
︑
輸
租
折
衷
法
の
発
令
以
降
︑
段
別
の
想
定
収
穫
量
も
大
幅
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
措
置
は
︑
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
措
置
と
言
え
よ
う
︒
何
し
ろ
︑
令
の
二
束
二
把
が
︑
実
際
の
収
穫
量
に
照
ら
し
て
過
重
で
あ
っ
た
が

故
に
︑
輸
租
折
衷
法
は
発
令
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
令
が
想
定
す
る
段
別
の
収
穫
量
が
七
二
束
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
に
は
収
穫
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
段
租
稲
を
一
束
五
把
に
引
き
下
げ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ
と

同
じ
割
合
で
︑
想
定
収
穫
量
も
引
き
下
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

輸
租
折
衷
法
の
施
行
に
よ
り
︑
段
別
の
想
定
収
穫
量
︑
つ
ま
り
段
別
穫
稲①
が
七
二
束
か
ら
五
〇
束
へ
と
大
幅
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
を
確
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認
し
た
上
で
︑
そ
の
背
景
を
探
り
た
い
︒
輸
租
折
衷
法
に
よ
る
と
︑﹁
令
前
方
六
尺
升
︑
漸
差
壱地
実
一﹂
と
し
て
︑
斗
升
の
規
格
と
実
際
の
収

穫
量
＝
穫
稲
と
が
齟
齬
し
て
い
た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
︑
と
さ
れ
て
い
る
︒
一
歩
の
面
積
に
つ
き
米
一
升
を
収
穫
で
き
る
と
い
う
想
定
が
も
と

も
と
過
剰
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
本
当
に
も
と
も
と
過
剰
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
大
宝
二
年
︵
七
〇
二
︶
西
海
道
戸
籍
の
分
析
に
よ
っ
て
︑
こ
の
時
に
初
め
て
︑
筑

前
国
以
下
の
諸
国
に
口
分
田
が
班
給
さ
れ
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
る②
︒
か
く
し
て
︑
こ
こ
に
全
国
的
な
口
分
田
の
班
給
が
完
了
し
た
訳
で
あ

る
が
︑
生
産
力
の
高
い
田
ば
か
り
で
は
な
い
当
時
の
状
況
を
想
起
す
れ
ば③
︑
口
分
田
の
増
大
が
︑
口
分
田
間
の
生
産
力
格
差
を
押
し
広
げ
る
結

果
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
︒
も
と
も
と
斗
升
と
穫
稲
の
間
に
乖
離
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
か
ろ
う
が
︑
想
定
穫
稲
の
平

均
値
が
低
下
し
︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑
斗
升
と
穫
稲
の
乖
離
が
深
刻
化
し
た
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

租
に
関
し
て
は
︑
時
代
を
問
わ
ず
︑
収
穫
量
の
三
％
と
い
う
率
が
守
ら
れ
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
理
念
上
は
確
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ

る
︒
租
と
穫
稲
が
三
対
一
〇
〇
の
比
例
関
係
を
崩
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
︒
し
か
し
︑
租
の
値
が
二
束
二
把
あ
る
い
は
一
束
五
把
と
不
動
で

あ
っ
た
の
に
対
し
︑
穫
稲
の
方
は
︑
飽
く
ま
で
も
想
定
値
で
あ
り
︑
不
動
の
数
値
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
も
っ
と
尊
重
さ
れ
て
よ
い
︒

穫
稲
は
多
様
な
数
値
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
︒

口
分
田
を
班
給
し
た
余
り
で
あ
る
乗
田
を
主
体
と
す
る
公
田
に
つ
い
て
は
︑﹃
延
喜
式
﹄
に
次
の
規
定
が
あ
る
︒

﹃
延
喜
式
﹄
主
税
上
19

凡
公
田
獲
稲
︑
上
田
五
百
束
︑
中
田
四
百
束
︑
下
田
三
百
束
︑
下
下
田
一
百
五
十
束
︒
地
子
各
依
壱田
品
一︑
令
飲輸
壱五
分
之
一
一︒
若
惣
壱計
国

内
一︑
所
飲輸
不
飲満
壱十
分
之
九
一者
︑
勘
出
令
飲塡
︒
但
不
堪
佃
田
︑
聴
飲除
壱十
分
之
二
一︒
其
租
︑
一
段
穀
一
斗
五
升
︑
町
別
一
石
五
斗
︑
皆

令
壱営
人
輸
淫之
︒

公
田
の
場
合
︑
上
田
と
さ
れ
た
も
っ
と
も
生
産
力
の
あ
る
田
な
ら
ば
︑
一
町
あ
た
り
五
〇
〇
束
の
穫
稲
を
見
込
む
こ
と
が
で
き
る
が
︑
下
田
と

さ
れ
た
田
は
︑
そ
の
半
分
に
近
い
三
〇
〇
束
し
か
見
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
下
下
田
は
易
田
相
当
の
特
殊
な
田
と
し
て
︑
い
っ
た
ん
考
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察
か
ら
除
外
す
る
に
し
て
も④
︑
上
田
穫
稲
と
下
田
穫
稲
の
格
差
は
大
き
い
︒
公
田
も
ま
た
︑
潜
在
的
な
口
分
田
で
あ
る
以
上
︑
そ
の
格
差
の
大

き
さ
は
︑
一
定
程
度
︑
口
分
田
に
も
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
し
︑
天
平
十
二
年
︵
七
四
〇
︶
遠
江
国
浜
名
郡
輸
租
帳⑤
に
よ
る
と
︑
口
分
田
の
う
ち
︑
不
堪
佃
田
と
な
っ
て
い
る
田
が
一
四
％
程
度
で

あ
る
の
に
対
し
︑
乗
田
の
不
堪
佃
田
率
は
四
九
％
に
ま
で
及
ぶ
た
め
︑
口
分
田
に
比
較
的
安
定
し
た
田
が
多
い
こ
と
は
事
実
と
し
て
認
め
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
こ
で
は
︑
穫
稲
と
い
う
概
念
が
︑
飽
く
ま
で
も
想
定
値
で
あ
り
︑
現
実
の
収
穫
量
と
一
致
し
て
い
る
と
は
限
ら
な

い
こ
と
︑
そ
の
不
一
致
の
度
合
い
が
︑
大
宝
年
間
に
増
大
し
た
と
想
定
さ
れ
る
点
だ
け
を
強
調
し
て
お
き
た
い
︒

第
三
節

田

令

水

旱

条

第
三
に
︑
水
旱
対
策
と
の
関
連
で
あ
る
︒
史
料
二
で
示
し
た
と
お
り
︑
輸
租
折
衷
法
が
発
令
さ
れ
た
時
︑
同
時
に
︑
賦
役
令
�
水
旱
条
に
か

か
る
追
加
規
定
が
発
令
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
輸
租
折
衷
法
発
令
の
背
景
に
︑
水
旱
対
策
が
何
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
も
検

討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

賦
役
令
�
水
旱
条

凡
田
︑
有
壱水
旱
蟲
霜
︑
不
熟
之
処
一︑
国
司
検
飲実
︑
具
録
申
飲官
︒
十
分
損
壱五
分
以
上
一︑
免
飲租
︒
損
壱七
分
一︑
免
壱租
調
一︒
損
壱八
分
以
上
一︑

課
役
俱
免
︒
若
桑
麻
損
尽
者
︑
各
免
飲調
︒
其
已
役
已
輸
者
︑
聴
飲折
壱来
年
一︒

﹃
令
集
解
﹄
賦
役
令
水
旱
条
所
引
慶
雲
元
年
六
月
十
九
日
格⑥

慶
雲
元
年
六
月
十
九
日
格
云
︑
国
有
壱水
旱
蟲
霜
︑
不
熟
之
処
一︑
自
壱五
十
戸
一以
上
︑
預
申
飲官
︒
以
下
少
者
︑
国
司
検
飲実
処
分
︒
具
録
申

飲官
︑
及
実
事
︑
附
壱考
文
一︒
五
十
戸
以
上
太
政
官
処
分
︑
三
百
戸
以
上
奏
聞
︒

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
一
五

損
田
幷
租
地
子
事

慶
雲
三
年
九
月
二
十
日
勅⑦
︵
史
料
二
該
当
部
分
再
掲
︶

一
︑
凡
田
︑
有
壱水
旱
蟲
霜
︑
不
熟
之
処
一︑
応
飲免
壱調
庸
一者
︑
卌
九
戸
以
下
国
司
検
飲実
処
分
︒
五
十
戸
以
上
申
壱太
政
官
一︒
三
百
戸
以
上
奏
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聞
︒
応
飲申
飲官
者
︑
九
月
卅
日
以
前
申
送
︒
十
月
以
後
不
飲須
︒

水
旱
条
は
︑
水
旱
蟲
霜
な
ど
の
自
然
災
害
に
遭
っ
て
田
等
が
被
害
を
受
け
た
時
に
︑
租
や
調
庸
を
免
除
す
る
規
定
で
あ
る
︒
こ
の
条
文
は
︑
大

宝
令
に
よ
っ
て
初
め
て
法
制
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑧
が
︑
慶
雲
年
間
に
二
度
に
亘
っ
て
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
が
右
に
示
し

た
慶
雲
元
年
格
と
慶
雲
三
年
格
で
あ
る
︒

慶
雲
元
年
格
と
慶
雲
三
年
格
は
︑
一
見
︑
内
容
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
た
め
︑
慶
雲
三
年
格
が
い
か
な
る
意
義
を
も
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は

議
論
が
あ
る
︒
現
在
の
到
達
点
と
し
て
は
︑
寺
崎
保
広
氏⑨
の
解
釈
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
寺
崎
氏
に
よ
る
と
︑
慶
雲
元
年
格
は
︑
五
分

以
上
損
の
戸
が
一
国
内
で
五
十
戸
を
超
え
た
ら
太
政
官
に
報
告
し
︑
さ
ら
に
三
百
戸
以
上
で
奏
聞
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑

慶
雲
三
年
格
は
そ
の
補
足
規
定
で
︑
五
分
以
上
損
の
戸
が
五
十
戸
を
超
え
て
い
る
時
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
特
に
調
庸
免
に
及
ぶ
よ
う
な
時
に
は
︑

太
政
官
へ
の
申
送
期
限
を
九
月
三
十
日
以
前
と
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒
慶
雲
三
年
格
に
の
み
︑﹁
応
飲免
壱調
庸
一者
﹂
と
い
う
記
述
と
申

送
期
限
の
規
定
が
あ
る
事
実
に
着
目
し
た
合
理
的
解
釈
で
あ
る
︒

た
だ
︑
慶
雲
元
年
格
の
理
解
に
関
し
て
は
︑
付
け
加
え
る
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
思
う
︒
史
料
を
子
細
に
み
る
と
︑﹁
自
壱五
十
戸
一以
上
︑

預
申
飲官
﹂
と
い
う
記
述
と
︑﹁
五
十
戸
以
上
太
政
官
処
分
﹂
と
い
う
記
述
が
存
在
す
る
が
︑
こ
れ
は
重
複
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
後
者
の
﹁
五
十

戸
以
上
太
政
官
処
分
﹂
と
い
う
部
分
は
︑
本
来
不
要
な
記
述
の
は
ず
で
あ
る
︒
ま
た
︑
慶
雲
三
年
格
に
し
て
も
︑
単
に
期
限
を
定
め
る
だ
け
の

法
令
な
ら
ば
︑﹁
五
十
戸
以
上
申
壱太
政
官
一︒
三
百
戸
以
上
奏
聞
﹂
と
わ
ざ
わ
ざ
改
め
て
言
及
す
る
必
然
性
は
乏
し
い
︒
以
上
の
矛
盾
を
考
え
合

わ
せ
る
と
︑
慶
雲
元
年
格
と
し
て
従
来
扱
わ
れ
て
い
た
﹁
五
十
戸
以
上
太
政
官
処
分
︑
三
百
戸
以
上
奏
聞
﹂
と
い
う
部
分
は
︑
格
本
文
で
は
な

く
︑
慶
雲
三
年
格
の
知
識
を
も
っ
た
法
家
が
書
き
加
え
た
一
文
で
は
な
い
か
︑
と
疑
わ
れ
よ
う
︒
慶
雲
元
年
格
の
本
文
で
あ
る
こ
と
が
確
実
視

で
き
る
の
は
︑﹁
国
有
壱水
旱
蟲
霜
︑
不
熟
之
処
一︑
自
壱五
十
戸
一以
上
︑
預
申
飲官
︒
以
下
少
者
︑
国
司
検
飲実
処
分
﹂
の
部
分
に
限
ら
れ
る
︒
こ

の
推
定
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
慶
雲
三
年
格
で
は
︑
申
送
期
限
を
定
め
た
だ
け
で
な
く
︑
三
百
戸
以
上
奏
聞
規
定
が
新
た
に
創
出
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
︒
水
旱
条
適
用
に
よ
る
損
免
の
一
部
を
︑
官
奏
事
項
と
し
て
積
極
的
に
位
置
づ
け
た
背
景
に
は
︑
水
旱
条
に
対
す
る
強
い
関
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心
が
看
取
で
き
る
︒

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
輸
租
折
衷
法
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒
輸
租
の
原
則
は
︑﹁
熟
田
百
代
︑
租
稲
三
束
﹂
で
あ
っ
た
︒
収
穫

量
に
対
す
る
三
％
と
い
う
租
率
は
︑﹁
熟
田
﹂
に
対
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
︒
熟
田
と
は
何
か
︒
た
と
え
ば
延
喜
式
に
お
い
て
︑
熟
田

は
︑
未
開
地
や
荒
田
と
並
列
す
る
概
念
と
し
て
現
れ
る⑩
︒
田
に
は
熟
田
と
荒
田
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
︑
熟
田
と
は
︑﹁
収
穫
で
き
る
田
﹂

く
ら
い
の
意
味
と
一
応
は
捉
え
て
お
け
る
だ
ろ
う
︒
当
た
り
前
の
こ
と
を
確
認
す
る
よ
う
だ
が
︑﹁
熟
﹂
と
は
﹁
収
穫
﹂︑﹁
み
の
り
﹂
を
意
味

す
る
︒
そ
し
て
︑
輸
租
法
の
理
念
に
拠
れ
ば
︑
租
は
熟
田
に
こ
そ
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
水
旱
虫
霜
に
よ
り
不
熟
と
な
っ
た
田
は
損
田
と
呼
ば
れ
る
︒
損
田
に
は
一
切
︑
租
が
課
さ
れ
な
い
︒
損
の
割
合
が
全
体
の
四
分
以
下

で
あ
っ
て
も
︑
損
田
と
認
定
さ
れ
た
分
に
つ
い
て
は
︑
租
徴
収
の
対
象
外
と
な
る
の
で
あ
る⑪
︒
こ
の
措
置
は
半
輸
と
称
さ
れ
る
が
︑
そ
の
法
的

根
拠
に
つ
い
て
は
︑﹁
古
来
か
ら
の
慣
行⑫
﹂
と
い
う
評
価
で
片
付
け
ら
れ
て
き
た
︒
律
令
に
法
的
根
拠
を
も
た
な
い
と
い
う
点
で
は
そ
の
と
お

り
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
輸
租
法
の
理
念
が
﹁
熟
田
百
代
︑
租
稲
三
束
﹂
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
︑
不
熟
と
認
定
さ
れ
た
田
が
免
租
と
な
る

の
は
当
然
と
も
言
え
る
︒
半
輸
は
︑
輸
租
法
の
原
則
に
忠
実
な
運
用
だ
と
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
︒
租
は
熟
田
に
こ
そ
課
さ
れ
る
と
い
う
原
則
は
︑

免
租
の
場
面
に
お
い
て
も
︑
規
範
と
し
て
強
い
効
力
を
も
っ
て
い
た
︒

さ
て
︑
繰
り
返
す
が
︑
口
分
田
の
段
別
の
︵
想
定
︶
穫
稲
は
七
二
束
で
あ
っ
た
︒
仮
に
下
田
相
当
の
生
産
力
し
か
な
い
田
を
班
給
さ
れ
て
い

た
と
し
て
も
︑
一
律
に
段
別
穫
稲
七
二
束
が
適
用
さ
れ
る
訳
で
あ
る
︒
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
︑
水
旱
条
の
規
定
に
当
て
は
め
て
み
よ
う
︒
下
田
相

当
の
生
産
力
し
か
な
い
田
は
︑
段
別
三
〇
束
し
か
収
穫
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
想
定
穫
稲
七
二
束
に
対
し
て
三
〇
束
で
あ
る
︒
水
旱
条
の
規

定
に
照
ら
せ
ば
︑
五
分
の
損
と
認
定
す
る
し
か
な
い
の
で
︑
租
は
徴
収
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
水
旱
条
は
自
然
災
害
に
よ
る
損
に
適
用
さ
れ
る
規
定
で
あ
っ
て
︑
田
の
生
産
力
と
は
本
来
関
係
が
な
い
︒
損
は
︑
国
司
に
よ
る

現
地
調
査
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る
も
の
で
︑
自
然
災
害
の
爪
痕
が
確
認
さ
れ
て
初
め
て
水
旱
条
適
用
と
な
る
の
が
原
則
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
田
の
収
穫
が
少
な
い
時
に
︑
そ
の
原
因
が
自
然
災
害
で
あ
る
の
か
︑
も
と
も
と
の
生
産
力
の
低
さ
の
せ
い
な
の
か
︑
判
別
す
る
こ
と
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は
困
難
で
あ
ろ
う⑬
︒﹁
租
は
収
穫
量
の
三
％
﹂﹁
租
は
熟
田
に
課
さ
れ
る
﹂
と
い
う
理
念
が
支
配
的
な
う
ち
は
︑
も
と
も
と
三
〇
束
し
か
収
穫
で

き
な
い
田
に
二
束
二
把
の
租
を
課
す
一
方
で
︑
七
二
束
収
穫
で
き
る
田
が
た
ま
た
ま
三
六
束
し
か
収
穫
で
き
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
租
を
全

免
す
る
と
い
う
運
用
は
採
り
に
く
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
下
田
相
当
の
口
分
田
が
一
般
的
だ
っ
た
訳
で
は
あ
る
ま
い
が
︑
前
節
で
説
い

た
よ
う
に
︑
口
分
田
の
生
産
力
格
差
が
広
が
っ
た
時
期
に
お
い
て
︑
自
然
災
害
に
よ
る
損
害
と
生
産
力
格
差
の
区
別
を
ど
う
運
用
す
る
か
と
い

う
問
題
が
浮
上
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
律
令
政
府
と
し
て
は
︑
段
別
穫
稲
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
譲
歩
す
る
と
と
も
に
︑
水
旱

条
の
適
用
を
厳
格
化
す
る
こ
と
で
威
嚇
し
︑
事
態
の
沈
静
化
を
図
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

①

穫
稲
と
は
︑
本
来
は
﹁
収
穫
さ
れ
た
稲
﹂
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
あ
り
︑
そ
う

し
た
用
例
は
少
な
か
ら
ず
確
認
で
き
る
︒
し
か
し
︑
前
掲
﹃
令
義
解
﹄
の
﹁
段
地

穫
稲
五
十
束
﹂
の
よ
う
に
︑
想
定
収
穫
量
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
想
定
上

に
過
ぎ
な
い
収
穫
量
が
︑﹁
実﹅

際﹅

に﹅

収
穫
さ
れ
た
稲
﹂
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
表

現
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
︑
問
題
が
潜
ん
で
い
る
︒

②

鎌
田
元
一
﹁
大
宝
二
年
西
海
道
戸
籍
と
班
田
﹂︵
同
﹃
律
令
公
民
制
の
研
究
﹄︑

塙
書
房
︑
二
〇
〇
一
年
︑
初
出
一
九
九
七
年
︶︒

③

戸
田
芳
実
﹁
中
世
初
期
農
業
の
一
特
質
﹂︵
同
﹃
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
﹄︑

岩
波
書
店
︑
一
九
六
七
年
︑
初
出
一
九
五
九
年
︶︒

④

下
下
田
に
関
し
て
は
虎
尾
俊
哉
﹁
公
田
を
め
ぐ
る
二
つ
の
問
題
﹂︵
同
﹃
日
本

古
代
土
地
法
史
論
﹄︵
前
掲
︶︑
初
出
一
九
六
九
年
︶︒

⑤

﹃
大
日
本
古
文
書
二
﹄
二
五
八
頁
︒

⑥

新
訂
増
補
国
史
大
系
三
九
九
頁
︒

⑦

﹃
令
集
解
﹄
賦
役
令
�
水
旱
条
も
同
文
を
引
く
︒

⑧

寺
崎
保
広
﹁
賦
役
令
水
旱
条
の
成
立

律
令
国
家
の
再
生
産
関
与

﹂

︵
東
北
史
学
会
﹃
歴
史
﹄
第
五
七
輯
︑
一
九
八
一
年
︶︒
寺
崎
氏
が
慶
雲
年
間
の

一
連
の
改
革
を
国
司
の
処
分
権
制
限
と
評
価
し
た
点
に
つ
い
て
は
︑
近
年
︑
橋
本

剛
氏
が
日
唐
比
較
の
手
法
を
用
い
て
批
判
し
て
い
る
︵﹁
賦
役
令
水
旱
条
の
成
立

と
構
造
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
第
八
二
五
号
︑
二
〇
一
七
年
︶︶︒

⑨

寺
崎
保
広
﹁
賦
役
令
水
旱
条
の
成
立

律
令
国
家
の
再
生
産
関
与

﹂

︵
前
掲
︶︒

⑩

﹃
延
喜
式
﹄
大
学
寮
55
︒

⑪

こ
の
運
用
方
法
は
︑
水
旱
条
の
免
租
規
定
と
は
関
係
が
な
い
︒
水
旱
条
の
免
租

は
︑
一
戸
の
損
田
を
集
計
し
て
五
分
以
上
と
認
定
さ
れ
る
場
合
に
︑
得
田
︵
損
を

受
け
る
こ
と
な
く
収
穫
で
き
た
田
︶
の
租
ま
で
免
じ
る
規
定
で
あ
る
︒

⑫

虎
尾
俊
哉
﹁
律
令
制
度
の
推
移

免
租
法
及
び
収
租
定
率
法
を
中
心
と
し
て

﹂︵﹃
歴
史
教
育
﹄
第
二
巻
第
六
号
︑
一
九
五
四
年
︶︒

⑬

損
の
認
定
方
法
に
つ
い
て
は
二
つ
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
︒
一
つ
は
損
害
面

積
に
よ
り
認
定
す
る
と
い
う
村
尾
次
郎
説
︵﹃
律
令
財
政
史
の
研
究
﹄︵
前
掲
︶
第

二
章
第
四
節
︶︑
も
う
一
つ
は
減
収
率
に
よ
っ
て
認
定
す
る
と
い
う
虎
尾
俊
哉
説

︵﹁
律
令
制
度
の
推
移

免
租
法
及
び
収
租
定
率
法
を
中
心
と
し
て

﹂︵
前

掲
︶︶
で
あ
る
︒
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お

わ

り

に

本
稿
で
は
︑
輸
租
折
衷
法
の
分
析
を
と
お
し
て
︑
大
宝
令
施
行
直
後
と
い
う
時
期
の
特
徴
を
論
じ
て
き
た
︒

第
一
に
︑
斗
升
の
制
度
が
全
国
に
普
及
し
た
こ
と
で
︑
律
令
的
な
租
税
負
担
に
対
す
る
意
識
が
先
鋭
化
し
た
時
期
と
し
て
︑
こ
の
期
間
を
捉

え
た
︒
斗
升
の
制
度
が
大
宝
令
以
前
に
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
が
︑
そ
の
画
一
性
︑
強
制
性
に
お
い
て
︑
そ
れ
以
前
と
は
大
き
な
段
階
差
が
あ

っ
た
︒
大
宝
令
施
行
以
後
︑
田
租
を
主
た
る
収
入
と
す
る
正
税
の
蓄
積
が
始
ま
り
︑
そ
の
収
支
は
斗
升
と
︑
こ
れ
に
容
易
に
換
算
で
き
る
束
把

に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る①
が
︑
こ
う
し
た
体
制
が
形
成
さ
れ
得
た
背
景
に
は
︑
本
稿
で
述
べ
た
斗
升
制
の
転
換
が
大
き
く
作
用

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

第
二
に
︑
こ
の
時
期
は
︑
班
田
制
が
完
成
し
︑
水
旱
条
が
制
度
的
に
確
立
し
た
ば
か
り
で
あ
り
︑
伝
統
的
な
輸
租
法
の
理
念
と
の
ぶ
つ
か
り

合
い
が
発
生
し
た
時
期
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
本
稿
で
は
︑
口
分
田
の
生
産
力
格
差
に
着
目
し
︑
律
令
国
家
が
採
っ
た
方
策
を
探
っ
た
︒

中
世
初
期
に
お
け
る
農
業
の
不
安
定
性
に
つ
い
て
は
︑
既
に
戸
田
芳
実
氏
の
研
究
が
あ
る②
︒
氏
に
よ
っ
て
︑
当
時
の
農
業
は
︑
内
包
的
発
展

︵
す
で
に
確
保
さ
れ
た
耕
地
の
経
営
と
集
約
化
︶
と
外
延
的
発
展
︵
荒
地
の
征
服
・
開
墾
︶
の
複
合
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
た
︒
さ

ら
に
︑
古
代
律
令
国
家
段
階
の
田
の
経
営
に
関
し
て
は
︑
吉
田
孝
氏
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る③
︒
吉
田
氏
は
︑
口
分
田
と
墾
田
と
を
対
比
さ

せ
︑
前
者
は
集
中
的
・
固
定
的
に
把
握
さ
れ
る
熟
田
で
あ
り
︑
後
者
は
そ
の
外
延
に
存
在
す
る
元
・
未
開
地
で
あ
っ
て
︑
の
ち
に
開
墾
さ
れ
た

も
の
と
捉
え
た
︒
吉
田
説
に
お
け
る
口
分
田
は
︑
そ
の
ま
ま
戸
田
説
の
内
包
的
発
展
の
対
象
と
な
る
﹁
す
で
に
確
保
さ
れ
た
耕
地
﹂
に
重
ね
合

わ
せ
ら
れ
る
︒

確
か
に
︑
天
平
十
二
年
浜
名
郡
輸
租
帳④
に
よ
れ
ば
︑
墾
田
の
不
堪
佃
田
率
が
一
〇
〇
％
と
惨
憺
た
る
有
様
で
あ
る
の
に
対
し
︑
口
分
田
は
わ

ず
か
一
四
％
で
︑
両
者
を
比
較
し
た
時
︑
口
分
田
の
安
定
性
は
遙
か
に
高
い
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
両
者
を
比
較
し
た
時
の
話
で
あ
っ
て
︑
口
分

田
で
あ
っ
て
も
︑
一
四
％
も
の
不
堪
佃
田
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
い
ま
少
し
注
意
さ
れ
て
良
い
︒
不
堪
佃
田
は
ゼ
ロ
ま
で
生
産
力
が
低
下
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し
た
極
端
な
状
態
だ
が
︑
堪
佃
田
の
中
で
も
︑
生
産
力
格
差
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
第
三
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ

ら
ず
︑
律
令
国
家
は
︑
口
分
田
を
斉
一
な
収
穫
量
を
有
す
る
熟
田
と
し
て
扱
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
律
令
国
家
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
が
︑

我
々
の
口
分
田
に
対
す
る
印
象
に
も
大
き
く
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
︑
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
裏
に
隠
れ
た
実
態

に
迫
ろ
う
と
努
め
た
つ
も
り
で
あ
る
︒

輸
租
折
衷
法
は
︑
段
別
租
稲
を
一
束
五
把
へ
大
幅
に
引
き
下
げ
る
こ
と
で
︑
斗
升
制
確
立
に
伴
う
摩
擦
を
そ
ら
し
つ
つ
︑
伝
統
的
な
輸
租
法

と
の
調
整
を
図
っ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
一
見
︑
収
穫
量
の
三
％
と
い
う
伝
統
的
輸
租
法
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
に
も
み
え
る
︒

し
か
し
︑
段
別
一
束
五
把
の
租
稲
と
い
う
新
し
い
規
範
を
確
立
し
︑
収
穫
量
に
基
づ
か
な
い
土
地
税
と
い
う
位
置
づ
け
を
鮮
明
に
し
た
点
で
︑

む
し
ろ
田
令
に
定
め
ら
れ
た
租
税
概
念
を
強
制
し
た
と
評
価
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

租
の
歴
史
に
つ
い
て
は
︑
膨
大
な
先
行
研
究
が
あ
り
︑
議
論
も
輻
輳
し
て
い
る
た
め
︑
本
稿
で
は
以
上
の
展
望
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
が
︑

租
が
所
当
と
し
て
全
国
の
田
に
刻
ま
れ
て
い
く
歴
史
の
一
コ
マ
と
し
て
︑
分
析
を
深
め
て
い
き
た
い
︒
大
方
の
ご
批
正
を
請
う
次
第
で
あ
る
︒

①

拙
稿
﹁
税
帳
と
税
帳
使

大
租
数
文
と
官
稲
混
合
を
中
心
に

﹂︵﹃
日
本

研
究
﹄
第
五
一
集
︑
二
〇
一
五
年
︶︒

②

戸
田
芳
実
﹁
中
世
初
期
農
業
の
一
特
質
﹂︵
前
掲
︶︒

③

吉
田
孝
﹁
編
戸
制
・
班
田
制
の
構
造
的
特
質
﹂︵
同
﹃
律
令
国
家
と
古
代
の
社

会
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
三
年
︶︒

④

こ
の
帳
簿
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
は
原
秀
三
郎
﹁
遠
江
国
浜
名
郡
輸
租
帳
の

史
料
的
性
格
﹂︵
同
﹃
地
域
と
王
権
の
古
代
史
学
﹄︑
塙
書
房
︑
二
〇
〇
二
年
︑
初

出
一
九
九
七
年
︶︒

︻
付
記
︼
本
稿
は
︑
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
特
別
研
究
員
奨
励
費
︶︵
課
題
番
号

17
J11
27
2︶
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

︵
京
都
府
立
大
学
文
学
部
専
任
講
師
︶
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The Yuso secchūhō of Keiun 3 (706) and Mature Paddy Fields, Jukuden

by

HONJŌ Fusako

The ritsuryō state in ancient Japan imposed a type of land tax called the

so租. Taxation was fixed at two soku束two ba 把 (one ba being a sheaf of

rice and ten ba constituting one soku) for each tan段 (a measure of area) of a

rice paddy.

In the third year of the Keiun era (706), a regulation called the yuso

secchūhō輸租折衷法was issued (this new law was a compromise between the

then-current and the more-ancient tax collection systems). According to the

new law, the tax burden was reduced from two soku two ba to one soku five

ba. If understood in literal fashion, this law would have reduced the tax

burden to two-thirds of the former amount.

However, the current scholarly consensus does not accept this

interpretation. It is thought that the reduction of the land tax was minimal

and there was very little change in reality. That which had changed was not

the amount of the tax burden but the standard for the device used to

measure the volume for the tax. This change in the norm for measuring

volume has been judged as a defeat for the ritsuryō state. The ritsuryō state

attempted to decide on a new norm for a measuring device, but as the

populace rejected its introduction, and the government ultimately returned

to the older device for measuring volume.

In this article I prove that a large-scale tax reduction was in fact carried

out reducing the tax to seven ba per one tan on the basis of the yuso

secchūhō, and explores the background behind this policy.

First, I confirm the logic on which the entire law was constructed and re-

examine each word used in the law one by one. According to the yuso

secchūhō, the ritsuryō state did not regard the small differences resulting

from the different standards as a problem. The ritsuryō state problematized

yields that were less than those anticipated for each specified area. The tax

burden was originally determined by the estimated yield of the paddy fields,

but there was a discrepancy between the estimated amount and the actual

yield. As a result, the government both reduced the estimated amounts and

( 560 )



was under pressure to reduce the land tax itself. The reduction in tax due to

the yuso secchūhō must be considered an actual tax reduction rather than a

minor reduction due to a change in the norms.

The chief reason for the mistaken scholarly consensus lies with the ninth-

century specialists in the law who were involved in organizing and re-

interpreting the laws from more than one hundred years earlier. It is

thought that the confusion in interpreting the yuso secchūhō was a product

of that effort.

Behind the promulgation of the yu so secchūhō were the various problems

with which the ritsuryō state was burdened during the period of the early

8th century. During this period the ritsuryō state issued a standard device to

measure volume through the land. The scholarly consensus has been that

this system ended in failure, but it was in fact a success. However, as the

uniform standard spread throughout the land, the populaceʼs consciousness of

the land tax burden became more acute.

Furthermore, the handen shûjuhō班田収授法 (the system by which paddy

fields, which they were to be cultivated, were distributed to all citizens over

a certain age) had only recently been successfully implemented on a nation-

wide scale. As the extent of its implementation spread, it became difficult to

provide good-quality paddy fields, and discrepancies in the amount that

could be produced by each field arose. As a result, the difference between

the estimated yield and the actual yield became more conspicuous, and the

situation had to be corrected.

Moreover, at this time a system was also introduced to lessen the tax at

times of crop failure. This system was to be applied only when the crop

failure was due to natural disasters such as drought. However, when the

yield was low, it was difficult to distinguish whether the cause had been a

natural disaster or whether it was due to low productivity of the land itself.

Because the government set the estimated yield for all yusoden輸租田

(paddy fields covered by the regulation) at the same level, it was not

possible to distinguish fields that were originally of low productivity. It

became necessary to lower the estimated yields because the land taxes could

not be collected from those paddies that showed a large decrease in

production.

The yuso secchūhō was a law that was highly significant as it reflected the

process of how the so became fixed as a land tax.

Key Words ; land tax, volume reference device, ancient Japan
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