
納

所

　4

論
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律
令
的
徴
税
組
織
の
解
体
の
一
断
面

吉

田

一
日E

日

心　　　　　pt．r　　　Mv　　s．一A　nv
’M”w「へ

　
〔
要
約
】
　
律
令
国
家
の
解
体
過
程
は
、
最
近
の
平
安
期
研
究
の
一
つ
の
焦
点
を
な
し
て
い
る
が
、
そ
の
罪
体
的
な
過
程
に
つ
い
て
は
、
な
お
明
ら
か
で
な

い
憾
み
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
平
安
期
の
国
衙
の
体
制
自
体
に
つ
い
て
の
個
別
研
究
の
不
足
忙
一
つ
の
原
因
を
も
つ
て
い
る
。
本
稿
は
、
従
来
殆
ん
ど
と

り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
納
所
を
、
右
の
様
な
問
題
を
解
明
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
掛
り
と
し
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
納
所
と
は
、
平
安
中
末
期
以

後
に
年
貢
米
等
を
収
納
し
た
倉
庫
で
あ
り
、
大
別
し
て
四
種
に
分
け
ち
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
墨
斑
的
納
所
に
限
定
し
て
、
そ
の
実

体
の
解
明
と
そ
の
出
現
と
消
減
の
歴
史
的
意
義
を
考
察
し
て
、
律
令
的
な
徴
税
緯
織
の
解
体
過
程
を
辿
ろ
う
と
し
た
。
y
」
の
粋
な
在
地
の
徴
税
組
織
の
変
遷

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
律
令
国
家
の
解
体
過
程
を
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
得
る
と
共
に
、
　
「
名
」
研
究
に
一
り
の
視
野
を
提
供
す
る
こ
と
が
繊
来
る
の

で
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

…

一
、
は
　
じ
　
め
　
に

平
安
申
末
期
に
あ
ら
わ
れ
る
「
納
所
」
は
、
一
般
的
に
定
義
す
る
な
ら
ば
、

年
貢
米
等
を
収
納
す
る
倉
庫
、
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
様
な
機
能
を
も
つ
倉
庫
は
、

国
家
が
形
成
さ
れ
て
公
権
力
に
よ
る
徴
税
が
行
わ
れ
る
に
い
た
っ
て
後
、
一
般

的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
大
化
前
代
の
ミ
ヤ
ケ
の
倉
、
律
令
制
下
の
正

倉
、
平
安
期
の
国
衙
の
支
配
下
に
あ
っ
た
収
納
所
・
調
所
・
税
所
な
ど
も
そ
の

例
で
あ
る
。
小
論
は
、
平
安
期
の
徴
税
組
織
の
一
環
と
し
て
の
納
所
の
実
体
と

機
能
及
び
そ
の
歴
史
的
意
義
を
考
察
し
て
、
徴
税
権
・
徴
税
組
織
の
面
か
ら
、

律
令
国
家
の
解
体
の
具
体
的
過
程
の
一
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
図
し

て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
律
ム
泓
醐
家
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
最
近
の
平
安
期

研
究
の
一
つ
の
焦
点
を
な
し
て
お
り
、
政
治
過
程
と
の
関
連
を
主
と
さ
れ
た
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
②

母
田
氏
・
林
屋
氏
・
竹
内
氏
の
諸
研
究
、
　
「
名
」
を
め
ぐ
る
諸
研
究
、
松
岡
氏
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③
、

の
郷
司
を
中
心
と
す
る
研
究
な
ど
は
、
い
つ
れ
も
貴
重
な
労
作
で
あ
っ
た
。
小

論
は
、
こ
れ
ら
の
先
学
の
研
究
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
若
干
の
視
角
に

つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
律
令
国
家
が
天
皇
を
頂
点
と
す
る
貴
族
・
寺
粒
を

支
配
階
級
と
す
る
整
備
さ
れ
た
国
家
機
構
で
あ
り
、
す
べ
て
の
公
権
カ
ー
徴
税

権
も
一
が
、
彼
等
の
掌
握
す
る
と
こ
「
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
律
令
国
家
の
解
体
と
は
、
個
々
の
制
度
の
変
化
と
い

う
こ
と
の
中
に
平
板
化
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
彼
等
の
掌
握
し
た
公
権
力
が
他

の
階
級
に
移
動
す
る
と
い
5
基
本
的
事
実
の
中
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
鎌
倉
幕
府
の
成
立
に
こ
の
様
な
変
革
の
第
一
の
馬
食
を
認
め
る
こ
と
は

一
た
と
い
そ
れ
が
不
徹
底
で
あ
っ
た
と
し
て
も
－
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
と
思
わ

れ
る
。
徴
税
権
の
問
題
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
近
時
、
石
母
田
氏
が
吾
妻
鏡
の
本

文
批
判
に
も
と
づ
い
て
、
従
来
の
通
説
を
し
り
ぞ
け
て
、
文
治
二
年
に
は
全
国

的
な
地
頭
の
兵
糧
米
徴
収
の
停
止
が
行
わ
れ
ず
、
部
分
的
に
止
ま
っ
た
こ
と
、

蕎
は
公
家
為
し
て
そ
の
原
則
書
い
て
い
さ
」
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
柚

こ
の
様
な
幕
府
の
地
頭
の
兵
糧
米
徴
奴
権
確
保
の
事
実
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
ま
で
の
律
令
的
な
徴
税
権
及
び
組
織
の
重
大
な
変
革
で
あ
っ
た
。
こ
の
様

な
変
革
は
一
挙
に
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
律
令
的
徴
税
権
及
び
組
織

の
変
質
の
い
く
つ
か
の
段
階
の
中
に
準
備
せ
ら
れ
る
。
小
論
は
、
そ
の
い
く
つ

か
の
段
階
の
中
の
一
つ
と
し
て
の
納
所
の
出
現
と
消
滅
の
歴
史
的
意
義
を
考
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
口
に
「
納
所
」
と
い
っ
て
も
、
平
安
期
に
は
次
の
四
つ
の
類
型
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
第
一
は
、
十
一
世
紀
中
葉
か
ら
十
二
世
紀
の
中
葉
ま
で
の
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

期
間
の
封
戸
の
場
合
で
、
か
つ
て
西
岡
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
封
郷
と
倉
主

と
の
中
継
的
な
役
割
を
果
す
、
港
湾
等
に
設
け
ら
れ
た
倉
庫
で
あ
る
。
第
二
は
、

同
期
間
の
国
衙
及
び
荘
園
（
後
述
の
如
く
、
御
厨
と
免
田
の
荘
園
化
し
た
も
の
）

の
場
合
に
み
ら
れ
る
、
在
地
の
小
範
圏
の
農
民
及
び
土
地
を
対
象
と
し
た
も
の

で
、
こ
れ
を
便
宜
上
、
農
民
的
納
所
と
呼
ん
で
お
く
。
第
三
は
、
前
二
春
の
期

間
に
か
か
わ
ら
ず
、
寺
院
の
構
内
に
設
置
さ
れ
た
倉
庫
で
、
東
大
寺
の
白
米
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

所
・
燈
油
納
所
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
第
四
は
、
郡
の
収
納
所
な
ど
が
省
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

さ
れ
て
納
所
と
よ
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
つ
れ
も
律
令
的
徴
税

組
織
の
解
体
過
程
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
を
撞
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
小
論
で
は
、
第
二
の
農
民
的
納
所
に
限
定
し
て
考
察
し
た
い
。
律
令
的
徴

税
組
織
に
お
い
て
は
、
国
内
の
郡
を
単
位
と
す
る
正
倉
が
本
来
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
農
畏
的
納
所
な
ど
は
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
出
現
と

消
滅
に
意
義
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
、
農
民
約
納
所
は
、
国
衙
及
び
郡

衙
の
収
納
所
・
調
所
・
税
率
な
ど
の
上
級
の
徴
税
機
関
と
の
闘
に
密
接
な
関
係

を
も
つ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
当
然
要
求

さ
れ
る
。
小
論
で
は
こ
の
問
題
を
一
応
捨
象
し
た
。
濁
衙
・
郡
衙
の
徴
税
組
織

霞
体
が
い
ま
だ
明
ら
か
で
な
く
、
そ
の
こ
と
の
た
め
に
は
別
個
の
論
証
を
必
要

　
　
　
⑥

と
す
る
し
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
も
、
先
ず
農
民
的
納
所
の
実
体
を
明
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ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
国
衙
・
郡
衙
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
に
ま
ち
た
い
と
思
う
。

　
今
日
、
平
安
期
に
限
ら
ず
、
所
謂
「
荘
園
制
」
の
行
わ
れ
て
い
た
国
衙
の
支

配
下
に
あ
っ
た
農
民
。
土
地
（
本
稿
で
は
こ
の
様
な
意
味
で
「
国
衙
傾
」
の
用

　
　
　
　
　
　
⑨

語
を
使
用
ず
る
）
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
そ
の
必
要
性
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、

荘
園
に
比
し
て
史
料
の
僅
少
な
こ
と
が
常
に
隆
路
と
さ
れ
て
き
た
。
小
論
の
対

象
に
お
い
て
も
こ
の
こ
と
は
著
し
い
。
こ
の
場
合
、
国
衙
自
体
の
記
録
を
も
と

に
し
、
荘
園
史
料
を
援
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
小
論

は
右
の
方
法
に
よ
っ
て
進
め
た
い
。

　
以
上
の
小
論
の
視
角
と
対
象
と
方
法
を
要
約
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
平

安
期
の
徴
税
権
及
び
徴
税
組
織
の
解
体
過
程
の
一
段
階
と
し
て
、
十
一
世
紀
中

葉
か
ら
約
百
年
間
に
み
ら
れ
る
、
国
衙
領
・
荘
園
の
場
合
の
農
民
的
納
所
を
考

え
て
、
そ
の
実
体
と
機
能
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
こ
の
場
合
、

正
倉
の
系
統
を
ひ
く
国
衙
・
郡
衙
の
諸
機
関
と
の
関
係
は
一
応
除
外
す
る
こ
と
、

国
衙
自
体
の
記
録
を
も
と
に
し
て
荘
園
史
料
を
援
用
す
る
こ
と
。

①
　
三
里
園
正
氏
「
古
代
末
期
政
治
史
序
説
」
上
下
　
林
屋
辰
三
郎
氏
「
古

　
代
国
家
の
解
体
」
　
竹
内
理
三
氏
「
律
令
欄
と
点
只
族
政
権
」
晶
弟
工
部

②
　
律
令
制
の
矛
盾
の
展
開
と
し
て
名
の
発
生
を
考
え
る
竹
内
氏
に
始
ま
つ

　
て
最
近
の
村
井
康
彦
氏
（
「
名
成
立
の
歴
史
的
前
提
」
歴
史
学
研
究
一
＝
五

　
号
）
に
い
た
る
諸
研
究
。
な
お
杓
井
氏
の
論
文
に
は
氏
自
身
の
評
嫡
に
も

　
と
つ
く
簡
［
単
・
な
学
説
史
酌
展
望
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

③
松
岡
久
人
氏
「
上
代
末
期
の
地
方
政
治
」
（
広
島
大
学
工
学
部
紀
要
四
）

　
「
百
姓
名
の
成
立
と
ワ
て
の
性
格
」
（
日
本
封
建
旧
制
成
立
の
研
究
所
収
）
「
郷
↓

　
司
の
成
立
に
つ
い
て
」
　
（
歴
史
学
研
究
二
一
五
号
）

④
石
母
田
氏
「
文
治
二
年
の
兵
糧
米
停
止
に
つ
い
て
1
吾
妻
鏡
の
本
文
批

　
判
の
試
み
（
そ
の
一
）
1
」
　
（
法
学
志
林
第
五
五
巻
昔
芳
）

⑤
酉
岡
虎
之
助
氏
「
荘
園
に
お
け
る
倉
庫
の
経
営
と
港
湾
の
発
達
と
の
関

　
係
」
　
（
荘
園
史
の
研
究
上
巻
所
収
）

⑥
こ
の
納
所
は
後
世
の
「
納
所
坊
主
」
の
語
源
と
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

　
る
が
、
原
田
伴
彦
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
戦
国
時
代
の
信
濃
の
高
遠
城

　
下
町
に
次
の
史
料
が
あ
る
。

　
　
　
　
定

　
　
（
マ
・
）

　
一
　
鋒
持
古
町
居
住
之
入
二
等
向
後
寺
家
御
用
之
時
節
者
如
往
歳
以
当
時

　
　
納
所
下
知
被
召
仕
若
於
違
背
之
三
者
可
調
進
放
門
前
（
下
略
）

　
　
　
天
正
六
年
背
＋
含
（
武
田
氏
未
印
）
内
藤
修
理
亮
登

　
　
　
　
　
　
乾
福
寺
納
所
中
　
　
　
　
　
　
（
乾
福
寺
文
書
）

　
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
武
田
氏
の
占
領
地
の
寺
院
に
対
す
る
宥
和
策
で

　
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
納
所
が
人
足
等
を
下
知
し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

⑦
平
安
遺
文
｝
九
玉
八
号
伊
賀
国
在
庁
官
人
等
解
に
「
…
…
加
之
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
住
人
僧
慶
邊
、
前
々
任
名
張
郡
納
所
魯
艶
艶
国
朝
臣
後
見
也
…
…
」
と
あ

　
る
が
、
こ
の
納
所
は
、
同
遺
文
一
九
五
六
号
等
に
み
ら
れ
る
「
名
張
郡
収

　
納
所
」
の
略
と
み
る
べ
き
も
の
で
、
他
に
こ
の
様
な
例
は
少
く
な
い
。

⑧
国
衙
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
竹
内
理
三
氏
の
「
在
庁
官
人
の
武
土
化
」

　
（
日
本
封
建
制
成
立
の
研
究
所
収
）
に
そ
の
存
在
と
機
能
に
つ
い
て
の
叙

　
述
が
あ
る
が
、
現
実
的
な
役
割
と
特
に
前
代
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
な
お
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十
分
と
は
い
え
な
い
し
、
郡
衙
に
つ
い
て
は
吉
村
茂
樹
氏
に
よ
っ
て
若
干

　
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
（
国
司
制
度
崩
壊
に
関
す
る
研
究
、
第
二
編
附
載
三
）

　
ま
だ
不
明
の
点
が
多
い
。
特
に
国
衙
郡
衙
が
、
荘
園
を
め
ぐ
っ
て
荘
園
領

　
主
と
の
間
に
ど
の
様
な
関
係
に
立
つ
た
か
を
、
国
衙
郡
衙
の
側
か
ら
律
令

　
制
と
の
関
係
の
、
下
に
更
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
。
松
岡
氏

　
は
先
掲
の
歴
研
論
文
に
お
い
て
、
平
安
中
期
以
後
、
郡
が
い
く
つ
か
の
郷

　
に
分
解
し
て
、
こ
の
様
な
郷
が
収
納
単
位
と
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
段
階
で

　
郷
司
は
郡
司
と
同
じ
も
の
に
な
る
と
い
う
新
説
を
述
べ
ら
れ
た
。
こ
こ
で

　
氏
の
批
判
を
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
な
い
が
、
氏
の
い
わ
れ
る
様
な
変
化

　
が
果
し
て
全
強
的
な
事
実
と
な
し
得
る
か
否
か
（
特
に
東
国
等
の
辺
境
の

　
場
合
は
郡
を
単
位
と
す
る
こ
と
が
後
代
ま
で
続
い
て
い
る
）
、
　
郡
が
い
く

　
つ
か
に
細
分
化
し
て
も
そ
れ
に
よ
っ
て
郡
衙
が
消
滅
し
た
こ
と
に
は
な
ら

　
な
い
（
郡
司
に
よ
る
在
家
役
収
取
が
行
わ
れ
て
い
る
）
な
ど
の
点
で
、
啓

　
発
さ
れ
る
多
く
の
点
を
認
め
つ
つ
も
な
お
問
題
を
残
し
て
い
る
と
い
わ
ね

　
ば
な
ら
な
い
。

⑨
従
来
は
、
院
政
期
以
後
の
受
領
等
の
私
領
と
し
て
荘
園
化
し
た
国
衙
支

　
配
の
土
地
農
民
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
様
で
あ
る
が
、

　
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
の
一
つ
の
内
容
を
も
つ
て
い
る
。
た
だ
内
部
の
体
制

　
と
し
て
み
れ
ば
、
通
常
…
十
世
紀
以
後
の
律
令
体
制
の
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
段

　
階
の
称
呼
と
さ
れ
る
公
領
・
国
領
と
ど
の
様
に
異
な
る
か
に
つ
い
て
、
明

　
確
で
な
い
憾
み
が
あ
る
。
本
稿
で
は
内
部
の
体
制
を
問
題
に
し
、
院
政
期

　
を
も
含
め
て
十
世
期
以
前
の
律
令
体
制
と
の
差
異
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
か

　
ら
、
十
世
紀
以
後
に
広
義
に
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
十
一
世
紀
中
葉
の
国
衙
領
の
場
合

　
国
衙
自
体
の
記
録
に
の
こ
る
撲
民
業
納
所
の
史
料
は
極
め
て
乏
し
く
、
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

五
七
（
天
喜
五
）
と
そ
の
翌
年
の
紀
伊
国
高
津
郷
司
解
と
称
す
る
四
通
の
文
書

（
平
安
遺
交
八
七
七
・
八
八
六
・
八
九
三
・
八
九
四
号
、
以
下
号
数
の
み
を
し

る
す
の
は
同
遺
交
に
よ
る
）
に
の
み
見
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
国
衙
領

の
体
制
と
し
て
、
農
民
的
納
所
の
存
在
を
一
般
化
で
き
る
か
否
か
は
直
ち
に
論

じ
得
な
い
。
そ
こ
で
、
四
通
の
交
書
か
ら
、
高
津
郷
に
お
け
る
納
所
の
実
体
と

機
能
を
、
可
能
な
限
り
に
追
究
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、

こ
れ
ら
の
文
書
は
い
つ
れ
も
断
簡
で
、
必
ず
し
も
同
一
の
性
質
と
は
い
い
難
い

の
で
、
そ
の
復
原
及
び
文
書
の
性
質
の
吟
味
は
慎
重
な
考
慮
を
必
要
と
す
る
。

こ
こ
で
は
納
所
関
係
の
部
分
を
中
心
に
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
八
八
六
号
に
は
左
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　
（
前
略
）

　
常
安
納
所
　
取
早
米
一
石
五
斗
六
升
八
合

　
　
八
月
十
五
日
刑
ア
行
巨
万
斗
五
升
早

　
　
九
月
置
一
」
丹
波
近
任
一
斗
二
升
早

　
　
九
月
測
鎖
x
丹
ζ
暴
富
二
曲
四
升
早

　
　
九
月
十
一
瓦
雀
部
重
松
一
斗
八
升
六
合

　
　
九
月
廿
一
工
海
光
延
一
斗
二
　
早
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九
月
半
三
日
且
ζ
ζ
重
五
升
二
合
早

　
　
九
月
膏
日
且
波
安
里
六
日
早

　
永
重
納
所
　
収
早
掘
一
斗
八
升
三
合
早
　
十
月
十
九
日
国
友
成
上

　
（
後
略
）

　
右
に
よ
れ
ば
、
納
所
は
人
名
を
称
し
、
早
米
・
黒
米
・
瀬
な
ど
が
納
所
毎
に

合
計
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
お
さ
め
ら
れ
た
月
日
と
人
名
と
量
を
記
録
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
八
八
六
号
は
天
喜
五
年
分
の
作
田
官
物
の
う
ち
の
十
二
月
勘
定

の
分
で
あ
る
が
、
八
九
四
号
は
、
同
年
分
の
総
量
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
、
前
者
に
み
え
る
七
箇
の
納
所
も
す
べ
て
含
ま
れ
収
納
量
も
前
者
に
く
ら
べ

て
は
る
か
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
前
掲
の
も
の
に
つ
い
て
抜
害
す
れ
ば
次
の
如

く
で
あ
る
。

　
（
前
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
四
』
　
　
　
　
　
　
『
轟
ハ
』
　
『
再
へ
』

　
永
重
納
所
取
弐
拾
弐
石
学
事
陵
升
玖
合
計
米
染
石
塑
斗
弐
升
玖
合

　
　
　
　
　
　
『
七
』
　
　
　
　
『
八
』
　
　
　
　
　
　
『
六
』
　
『
八
』

　
常
安
納
所
取
様
陸
石
参
斗
参
升
玖
合
早
米
鉱
石
伍
斗
蟄
升
雌
倉

　
（
後
略
）

　
こ
こ
で
は
、
納
所
の
名
称
と
物
乞
の
量
を
示
す
だ
け
で
あ
る
が
、
全
部
で
三

十
三
の
納
所
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
史
料
か
ら
、
十
一
世
紀
中
葉
に
高

津
郷
に
お
い
て
、
官
物
の
一
部
を
収
納
す
る
機
関
と
し
て
の
納
所
の
存
在
を
認

め
て
よ
い
と
思
う
。
更
に
、
第
一
、
少
く
と
も
憲
章
に
三
十
三
を
下
ら
ぬ
数
が

存
在
し
た
こ
と
、
第
二
、
農
畏
の
お
さ
め
る
宮
物
は
米
と
油
で
あ
る
が
、
一
つ

の
納
所
に
官
物
を
お
さ
め
る
農
民
数
は
、
八
九
四
号
に
そ
の
内
訳
を
記
さ
ぬ
た

め
に
確
実
な
数
は
あ
き
ら
か
で
な
い
が
、
十
二
月
分
の
み
の
八
八
六
号
で
、
前

掲
の
常
安
納
所
の
場
合
に
七
人
を
示
す
と
こ
ろ
が
ら
、
相
当
数
に
の
ぼ
っ
た
で

あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
第
三
、
各
納
所
の
収
納
量
は
、
八
九
四
号
に
よ

れ
ば
、
最
高
が
光
武
納
所
の
米
三
十
五
石
墨
斗
一
升
二
合
と
油
八
斗
七
升
八
合

八
雲
で
、
最
低
は
時
重
・
流
行
納
所
の
文
学
斗
一
升
と
な
っ
て
い
て
、
著
し
く

不
均
等
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
四
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
納
所
の
称
す
る
入
名
は
、
他

の
史
料
に
み
ら
れ
る
「
納
所
預
」
に
あ
た
る
納
所
の
管
掌
者
で
あ
っ
た
と
考
え

　
　
6

ら
れ
る
。
い
わ
ば
、
収
納
量
に
お
い
て
不
均
等
な
三
十
数
箇
の
納
所
が
存
在
し

て
い
て
、
納
所
預
が
そ
れ
ぞ
れ
幾
人
か
の
農
民
か
ら
の
宮
物
の
収
納
に
あ
た
っ

た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
高
津
郷
の
徴
税
組
織
は
納
所
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
米
・
大
豆
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
④

用
紙
・
麻
等
を
国
庫
出
納
所
に
、
絹
・
布
。
綿
等
を
調
所
に
、
米
を
美
乃
院
に

収
納
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
納
所
は
そ
れ
ら
と
共
に
長
内
の
徴
税
組
織
の
一

環
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
納
所
が
そ
れ
ら
と
異
な
る
点
は
、
第
一
に
、

収
納
の
対
象
が
納
所
は
郷
内
の
小
範
囲
で
あ
る
に
対
し
て
、
他
が
郷
全
体
を
対

象
と
し
て
い
る
こ
と
（
出
納
所
・
調
所
が
郷
単
位
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
あ
る

い
は
郡
・
国
衙
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
こ
の
史
料
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

少
く
と
も
、
郷
全
体
を
対
象
と
し
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
）
第
二
は
、
文
書
申

に
納
所
が
「
避
雷
納
米
」
の
内
訳
と
し
て
し
る
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
納
所
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は
郷
よ
り
（
恐
ら
く
は
直
接
郷
司
の
監
督
の
も
と
に
）
京
上
す
べ
き
官
物
の
収

納
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
開
ら
か
で
あ
る
が
、
出
納
所
．
調
所
に
つ
い
て
は
、

そ
の
収
納
官
物
が
京
上
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
国
衙
の
管

理
下
に
装
置
さ
れ
、
京
上
の
場
合
も
こ
こ
か
ら
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
収
納
機
関
に
対
す
る
農
民
の
関
係
は
、

頼
正
納
所
に
油
六
合
を
お
さ
め
る
丹
波
犬
丸
が
、
出
納
所
に
大
豆
一
斗
三
升
を

　
　
　
　
　
　
⑦

お
さ
め
て
い
る
例
の
示
す
如
く
、
現
実
に
は
重
複
し
て
作
用
し
て
お
り
、
農
民

は
必
ず
し
も
特
定
の
納
所
に
対
し
て
の
み
収
納
関
係
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
更
に
、
ご
れ
ら
の
文
書
が
「
郷
司
解
」
と
し
て
作
成
さ
れ
、
在

庁
の
面
懸
を
得
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
、
納
所
は
郷
司
の
監
督

下
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
納
所
は
出
納
所
や
調
所

と
な
ら
ぶ
徴
税
組
織
で
あ
る
が
、
郷
司
の
監
督
下
に
、
京
庫
納
入
分
の
官
物
の

収
納
に
あ
た
り
、
農
民
は
必
ず
し
も
特
定
の
納
所
に
対
し
て
の
み
、
収
納
関
係

を
も
つ
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
十
一
世
紀
中
葉
の
高
津
郷
に
見
ら
れ
る
納
所
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ

の
様
な
徴
税
組
織
の
存
在
を
、
当
時
の
国
衙
領
に
お
い
て
一
般
的
に
存
在
し
た

と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
こ
と
を
認
め
て
よ
い
と
思
う
。
納
所

が
郷
か
ら
の
京
上
の
官
物
の
収
納
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
考
慮

さ
る
べ
き
で
、
当
時
の
国
衙
領
に
お
い
て
、
国
衙
・
郡
衙
を
経
ず
に
直
接
に
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

か
ら
亭
主
に
封
物
を
納
入
し
た
例
が
頗
る
多
く
、
こ
の
場
合
、
そ
の
背
景
に
納

所
を
考
慮
す
る
こ
と
が
そ
の
芸
能
性
を
十
分
に
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
可
能
性
を
み
と
め
た
上
で
、
に
も
拘
ら
ず
納
所
史
料
の
著
し
い
僅

少
さ
は
、
単
に
国
衙
史
料
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
別
箇
に
考
え
な
け
れ

ぽ
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
は
次
の
事
情
に
よ
る
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。
第
一
は
、

納
所
の
名
称
を
称
せ
ず
に
、
同
様
の
機
能
を
果
し
た
も
の
の
存
在
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
後
述
す
る
如
く
、
当
時
の
「
名
」
に
納
所
的
機
能
を
認
め
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
郷
が
郷
司
の
私
領
的
性
格
を
帯
び
て
き
た
と
い
う
事

⑨情
（
一
般
的
に
は
十
二
世
紀
以
後
と
考
え
て
い
る
）
か
ら
、
上
か
ら
の
徴
税
に

あ
た
っ
て
は
、
郷
司
の
掌
握
で
足
り
て
お
り
、
そ
の
下
の
納
所
が
特
に
問
題
に

な
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
右
の
事
情
を
考
慮
し
た
上

で
、
十
一
世
紀
観
葉
の
段
階
で
、
納
所
乃
至
納
所
的
機
能
を
も
つ
名
が
、
国
衙

領
の
微
税
機
構
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
。

　
①
こ
の
文
書
は
紀
伊
国
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
同
国
に
高
津
郷
の
存
在

　
　
し
た
こ
．
と
は
和
名
類
聚
抄
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
な
く
、
文
書
自
体
の
内

　
　
容
か
ら
も
紀
伊
国
と
す
る
明
証
に
か
け
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
特
別
の

　
　
地
域
に
比
定
せ
ず
に
考
え
る
。
又
、
八
八
六
。
八
九
三
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
天
喜
五
年
の
竃
月
分
。
十
一
一
月
分
と
明
文
の
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
れ
ぞ

　
　
れ
の
分
の
官
物
取
納
に
つ
い
て
の
定
形
と
み
ら
れ
る
。
前
者
で
は
「
申
進

　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ほ

　
　
天
喜
五
年
作
田
官
物
尾
結
解
事
」
後
者
で
は
「
申
進
天
喜
五
年
収
納
文
尾

　
　
結
解
事
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
か
ら
す
れ
ば
同
じ
も
の
と
み
て
よ
い
。

　
　
八
七
九
号
は
お
そ
ら
く
天
喜
四
年
の
何
月
分
か
と
思
わ
れ
る
が
明
文
が
な

　
　
い
。
八
九
四
号
は
前
三
者
よ
り
も
整
備
さ
れ
た
形
式
で
あ
る
こ
と
と
、
納
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所
収
量
が
他
の
交
書
に
比
し
頗
る
多
い
と
い
う
点
で
、
天
喜
五
年
分
の
総

　
計
に
つ
い
て
の
結
解
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
む

②
　
八
八
六
男
の
安
倍
納
所
ほ
安
信
納
所
の
誤
で
あ
ろ
う
。
納
所
が
殆
ん
ど

　
姓
で
な
く
て
名
を
称
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
京
大
影
写
九
条
家
本
延
喜
式

　
裏
文
暑
本
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
安
信
と
読
め
る
と
い
う
こ
と
と
、
八
九
四

　
号
に
安
信
納
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
な
お
、

　
八
九
薫
号
の
得
永
納
所
は
八
九
四
号
に
み
え
な
い
が
、
こ
の
様
な
例
は
こ

　
れ
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
入
九
四
丹
の
納
所
が
決
し
て
全
都
で
あ
っ
た

　
と
い
う
こ
と
で
な
い
（
欠
文
が
あ
っ
た
）
証
拠
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。

③
後
述
の
寛
御
厨
の
場
合
な
ど
の
外
、
第
一
類
型
の
場
合
で
は
、
一
〇
五

　
五
年
（
天
喜
三
）
の
東
大
寺
牒
（
七
薫
七
号
）
に
も
「
預
」
と
し
て
み
え

　
て
い
る
。

④
八
七
九
・
八
八
六
・
八
九
四
号
。

⑤
　
八
八
六
・
八
九
三
号
。

⑥
八
七
九
。
八
九
四
号
、
但
し
、
こ
れ
は
前
二
者
と
は
若
干
性
格
を
異
に

　
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
が
、
実
体
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

⑦
　
八
八
六
号

⑧
　
前
掲
松
岡
氏
歴
研
論
文
は
こ
の
点
に
二
型
さ
れ
て
い
る
。

⑨
郷
司
に
か
ん
す
る
問
題
は
続
稿
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
こ
れ

　
に
譲
り
た
い
。

一
『
十
二
世
紀
に
お
け
る
荘
園
内
の
納
所

十
二
世
紀
以
後
の
農
民
的
納
所
は
、
伊
勢
の
御
厨
や
東
大
寺
の
伊
賀
町
の
花

厳
会
田
な
ど
、
所
謂
十
世
紀
以
後
の
寄
進
地
系
荘
園
に
で
は
な
く
て
、
律
令
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
系
譜
を
ひ
く
荘
園
に
の
み
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
荘
園
化
す

る
以
前
の
国
衙
の
体
制
を
継
承
し
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
前

節
の
国
衙
領
内
の
納
所
の
存
在
を
傍
証
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
国
衙
領
内
の
納
所
が
、
郷
司
の
支
配
下
に
京
上
の
官
物
に
関
係
し
て
い

た
の
と
は
異
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
主
の
た
め
の
機
関
に
転
化
し
て
お
り
、
そ

れ
の
み
で
な
く
、
納
所
の
機
能
及
び
納
所
預
の
地
位
も
変
化
を
み
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。
本
節
で
は
こ
の
様
な
変
化
し
た
段
階
で
の
納
所
の
実
体
を
考
え
た
い
。

　
一
＝
七
年
（
永
久
五
）
の
秦
安
元
田
地
去
状
（
　
八
七
九
号
）
に
は
、
次

の
様
な
記
事
が
み
え
る
。

　
安
元
解

　
　
合
字
廊
勤
王
口
田
壱
段
弁
苗
代
者

　
　
「
花
厳
会
田
」

　
　
　
在
名
張
郡
矢
用
条
之
内

　
　
　
　
四
歪
綴
鵬
囎
麓
三
田

　
右
件
国
、
安
元
根
伝
所
領
也
、
而
安
道
納
所
御
出
挙
籾
壱
石
壱
斗
弐
升
伍
合
、

　
稲
弐
拾
弐
束
半
之
代
、
永
所
渡
進
如
件
、
以
解

　
　
　
永
久
五
年
十
二
月
八
日
　
秦
（
略
押
）

　
す
な
わ
ち
、
秦
安
元
が
安
道
納
所
か
ら
出
挙
籾
を
う
け
、
そ
の
支
払
い
の
代

償
に
一
反
及
び
立
代
を
譲
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
他
、
　
一
一
一
九
年
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納 所 小 論（吉隣）

（
元
永
二
）
に
は
、
坂
上
常
定
が
安
道
納
所
か
ら
う
け
た
出
挙
の
代
償
に
、
花

厳
会
田
の
一
反
の
作
手
を
す
す
め
て
お
り
（
一
九
〇
三
号
）
、
一
一
二
一
年
（
保

安
二
）
に
は
、
百
済
真
久
が
安
道
納
所
か
ら
出
挙
を
う
け
た
後
に
逃
亡
し
た
の

で
、
彼
に
か
わ
っ
て
山
辺
末
任
が
真
久
の
所
領
の
う
ち
の
一
反
を
進
め
て
い
る

（
一
、
九
一
九
号
）
。
右
の
う
ち
、
賢
君
の
田
が
花
厳
会
田
で
あ
る
こ
と
を
本
文
に

し
る
す
の
は
、
坂
上
常
定
の
み
で
彼
が
そ
の
田
の
作
手
保
持
者
で
あ
っ
た
こ
と

も
明
ら
か
だ
が
、
秦
安
元
と
百
済
真
久
の
場
合
は
別
筆
で
花
厳
会
田
の
旨
が
し

る
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
摘
要
が
、
本
来
花
厳
会
田
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
か
、

所
進
後
に
花
厳
会
田
と
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
国
衙
が
正
税
物
の

一
部
を
も
つ
て
寺
の
収
入
に
あ
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
古
く
延
喜
式
に
も
規
定

　
　
　
　
②

さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
様
な
負
担
の
課
せ
ら
れ
る
土
地
が
次
第
に
固
定
し
、

遂
に
は
国
衙
の
支
配
を
離
れ
て
正
税
物
の
受
給
者
の
荘
園
と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
、
一
般
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
の
様
な
場
合
、
そ
の
土
地
の
負

担
は
作
手
保
持
者
の
移
動
に
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
そ
の
も
の
に
か
か
わ
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
安
元
・
真
久
の
場
合
も
、
花
厳
会
田
の
作
手
保
持
者
で
あ

っ
た
公
算
が
つ
よ
い
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
黒
道
納
所
は
花

厳
会
田
の
作
手
保
持
潜
に
対
し
て
、
特
に
密
接
な
関
係
を
も
つ
て
い
た
と
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
安
元
・
真
久
が
花
厳
会
田
の
作
手
保
持
者
で
な

く
、
所
進
後
に
花
厳
会
田
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
関
係
は
か
わ
ら
ず
、
む

し
ろ
安
全
納
所
は
出
挙
等
の
手
段
を
通
じ
て
、
東
大
寺
の
花
厳
会
田
の
拡
大
の

た
め
の
機
能
を
果
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
右
の
様
な
東
大
寺
の

花
厳
会
田
と
二
道
納
所
と
の
関
係
は
、
納
所
が
出
挙
し
得
る
だ
け
の
米
墨
を
も

つ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
思
せ
ら
れ
る
如
く
、
善
道
納
所
が
伊
賀
国
の
名

張
郡
の
矢
川
。
中
村
条
内
に
あ
る
花
厳
会
田
か
ら
の
、
年
貢
米
等
の
収
納
に
あ

た
っ
て
い
た
と
事
実
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
納
所
が
単

な
る
収
納
の
機
関
で
あ
っ
た
に
止
ま
ら
ず
、
出
挙
と
い
う
機
能
に
よ
っ
て
、
収

納
者
た
る
農
民
に
対
し
て
経
済
上
の
優
位
を
確
保
し
て
お
り
、
更
に
納
所
預
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
安
道
は
、
そ
の
機
能
に
よ
つ
て
作
手
の
集
積
を
行
い
得
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
右
の
事
情
を
更
に
明
確
に
示
す
の
は
、
伊
勢
国
号
御
厨
の
場
合
で
あ
る
。
一

一　

�
ﾜ
年
（
保
延
元
）
の
冬
田
馬
上
帳
（
二
三
三
三
号
）
で
は
、
良
田
新
御
納

所
田
御
内
検
計
帳
事
と
し
て
、
一
二
町
六
反
余
の
条
里
と
そ
の
作
手
を
記
載
し
て

お
り
、
納
所
預
は
、
そ
の
領
主
か
ら
給
田
を
う
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
給
田
か
ら
の
得
分
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
明
確
で
な
い
が
、
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

．
所
田
と
い
え
ど
も
領
主
に
対
す
る
負
担
を
免
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
か
ら
み
て
、

加
地
子
の
取
得
権
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
荘
園
内
の

庄
宮
給
田
の
例
よ
り
み
て
十
分
の
根
拠
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
先
の
安
道
納
所

が
作
手
を
保
持
す
る
に
い
た
っ
た
場
合
も
、
右
の
場
合
と
同
様
の
得
分
を
得
た

と
推
定
さ
れ
る
。
十
二
世
紀
の
納
所
預
は
、
そ
の
職
務
に
対
し
て
給
田
を
も
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

得
分
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
御
厨
の
場
合
は
、
幸
い
寛
丸
名
田
を
め
ぐ
る
納
所
預
と
名
主
と
の
争
論
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史
料
が
残
っ
て
い
て
、
預
の
地
位
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
な
事
実
を
知
る
こ
と

が
出
来
る
。
こ
こ
で
は
、
一
〇
九
九
年
（
承
徳
三
）
の
争
論
（
一
四
〇
二
号
）

を
中
心
に
辿
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
文
書
で
は
、
寛
丸
名
田
の
領
主
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
の
地
域
の
土
豪
で
も
あ
っ
た
民
有
年
が
、
祭
主
に
対
し
て
次
の
こ
と
を
訴
え

て
い
る
。
御
納
所
預
で
あ
る
大
欝
欝
真
国
が
、
同
名
田
の
う
ち
五
反
を
、
か
つ

て
彼
の
父
で
あ
り
御
納
所
預
で
も
あ
っ
た
奉
慣
（
と
も
つ
ね
、
他
の
野
望
に
友

常
と
も
み
え
る
）
が
、
　
「
遷
御
納
所
田
」
と
号
し
て
奪
わ
う
と
し
て
失
敗
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
び
押
取
っ
て
五
年
を
経
た
。
こ
の
こ
と

に
関
す
る
「
御
外
題
扁
が
、
先
日
の
有
年
の
訴
え
に
よ
っ
て
出
て
い
る
の
に
、

検
非
違
使
の
遺
品
・
兼
行
両
名
が
ま
だ
そ
の
沙
汰
を
下
さ
な
い
の
で
、
有
年
が

祭
主
の
裁
定
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
の
う
ち
黙
認
が
同
名
田
五
反
を
支

配
し
た
こ
と
は
一
二
二
七
号
に
み
え
て
お
り
、
彼
が
納
所
預
と
し
て
官
物
の
適

才
に
あ
た
っ
た
こ
と
も
一
二
三
三
号
に
あ
っ
て
う
ら
づ
け
ら
れ
る
。
有
年
の
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

え
は
祭
主
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
隣
国
。
兼
行
は
解
任
さ
れ
、
相
会
し
て
訴
陳
せ

し
め
ら
れ
る
が
、
真
国
は
出
頭
せ
ず
、
結
局
は
有
年
に
有
利
に
解
決
し
た
ら
し

い
（
一
四
一
六
号
）
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
厨
の
納
所
預
が
奉
恒
。
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

国
と
父
子
二
代
に
世
襲
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
寛
丸
名
田
は
御
厨
内
に
あ
り
、
奉

恒
。
真
国
と
二
代
に
わ
た
っ
て
侵
略
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
何
ら
か
の

因
縁
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
納
所
預
が
「
御
勢
」
を
号
し
て
、
こ
れ

を
納
所
田
と
し
ょ
う
と
し
た
の
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て
こ
の
名
田
か
ら
の
年
貢
の

徴
収
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
更
に
、
真
国

の
こ
の
行
為
を
検
非
違
使
で
あ
る
恒
国
・
兼
行
ら
が
有
利
に
は
か
ら
つ
た
ら
し

い
（
だ
か
ら
こ
そ
彼
等
は
解
任
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
）
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

こ
の
御
厨
の
納
所
預
は
、
そ
の
職
が
世
襲
さ
れ
、
給
田
を
有
し
、
御
厨
内
の
年

貢
の
徴
収
に
あ
た
り
、
在
地
の
有
力
者
と
密
接
な
関
係
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
彼
等
は
正
に
在
地
土
豪
と
よ
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
納

所
預
は
在
地
土
豪
の
特
権
的
職
務
に
な
っ
て
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
様
な
在
地

で
の
勢
力
を
も
つ
て
い
た
が
故
に
、
祭
主
の
裁
定
に
よ
っ
て
結
局
は
失
敗
に
帰

し
た
が
、
民
有
年
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
優
勢
で
あ
っ
て
、
五
年
間
に
わ

た
っ
て
そ
の
名
田
の
侵
略
を
在
地
で
は
持
続
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
十
二
世
紀
の
納
所
に
つ
い
て
、
徴
税
と
い
う
業
務
を
中
心
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
経
営
面
で
独
自
の
地
位
を
占
め
た
こ
と
を
述
べ
た
。
だ
が
、

そ
の
史
料
が
著
し
く
僅
少
で
あ
る
こ
と
は
矢
張
り
問
題
で
あ
ろ
う
。
特
に
十
二

世
紀
末
以
後
は
そ
の
史
料
が
全
く
み
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
納
所
が
先
述
の
如
く
、
十
一
世
紀
の
国
衙
体
制

を
何
ら
か
の
形
で
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
完
全
に
荘
園
化
し

た
場
含
に
は
、
納
所
及
び
預
と
同
様
の
役
割
を
果
す
も
の
と
し
て
庄
宮
が
あ
る

わ
け
で
あ
っ
て
、
年
貢
の
徴
収
管
理
は
彼
等
に
引
継
が
れ
、
納
所
預
は
独
立
し

た
職
名
と
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
納
所
預
は
庄
官
に
解
消
し
、
納
所
は

庄
内
の
倉
庫
に
解
消
し
て
行
く
わ
け
で
あ
る
。
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①
　
伊
勢
の
御
厨
の
場
合
は
、
延
喜
伊
勢
太
神
宮
式
に
「
凡
御
厨
案
主
十
人
、

　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
司
掌
一
人
、
鉤
取
三
人
、
厨
女
一
人
、
並
販
三
箇
神
郡
搾
六
処
神
戸
百
姓

　
山
允
之
、
其
衣
食
ハ
以
神
封
物
給
之
」
と
あ
っ
て
、
正
に
臨
律
ム
ア
田
な
制
度
の
一

　
つ
で
は
あ
る
が
、
　
「
鋪
取
三
入
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
倉
庫
を
重
要
な
構

　
成
要
素
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ミ
ヤ
ケ
の
ク
ラ
に
通
じ
る
＝
凹
を
も
つ

　
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

②
　
た
と
え
ば
菓
大
寺
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
主
税
式
に
「
凡
東
大
寺
年

　
料
油
六
三
四
斗
八
升
五
合
（
内
訳
の
詳
細
省
略
）
興
福
寺
南
円
堂
料
三
鮒

　
｝
斗
七
升
二
合
五
勺
、
並
大
和
國
交
易
送
寺
家
、
其
日
用
正
税
」
と
あ
る
。

③
竹
内
理
三
氏
「
寺
領
荘
園
の
研
究
」
九
八
頁
以
下
。

④
薗
田
香
融
氏
「
倉
下
考
」
（
史
泉
六
暑
）
で
は
、
大
化
前
代
の
収
取
形

　
態
と
し
て
、
鐵
挙
が
最
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
倉
と
の
関
係

　
に
つ
い
て
添
唆
深
い
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
時
代
的
に
は
頗
る
へ
だ
た

　
る
が
、
こ
の
場
合
の
安
道
納
所
の
機
能
が
大
化
前
代
の
方
式
と
似
て
い
る

　
こ
と
は
興
味
深
い
。

⑤
一
二
二
七
号
。

⑥
こ
の
様
な
納
所
の
得
分
権
に
つ
い
て
、
先
に
あ
げ
た
第
一
類
型
の
封
戸

　
の
中
継
酌
倉
庫
の
場
合
は
典
型
的
で
あ
る
。
十
一
世
記
の
中
葉
で
は
、
こ

　
の
倉
庫
は
、
封
郷
の
所
在
す
る
国
の
國
司
の
支
配
を
う
け
、
封
主
の
支
配

　
は
間
接
的
で
し
か
な
い
が
、
十
二
世
紀
に
入
る
と
「
納
所
得
分
」
と
し
て

　
底
物
の
約
一
割
に
あ
た
る
も
の
が
運
送
の
費
用
と
は
別
に
支
給
さ
れ
る
に

　
い
た
っ
て
い
る
。
続
日
本
紀
研
究
五
巻
四
号
拙
稿
参
照
。

⑦
「
四
〇
五
号
で
有
年
の
僕
従
で
あ
り
寛
丸
名
田
の
作
入
で
あ
っ
た
常
遠

　
が
馬
…
疋
を
も
つ
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
が
、
撲
従
を
も
ち
而
も
僕
従
が

　
馬
を
も
つ
て
い
た
点
な
ど
有
年
の
土
豪
と
し
て
の
性
格
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
う

⑧
　

｝
四
一
六
辱
に
「
前
罪
常
国
。
兼
行
等
」
と
あ
っ
て
現
任
者
ば
「
角
某
」

　
と
し
て
証
判
が
あ
る
。

⑨
三
七
三
号
。

四
、
納
所
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
で

　
以
上
、
僅
少
な
史
料
か
ら
で
あ
る
が
、
十
一
世
紀
中
葉
か
ら
十
二
世
紀
中
葉

ま
で
の
約
百
年
間
に
み
ら
れ
る
納
所
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
こ
の
期
間
に
、
国
衙
領
内
の
徴
税
機
構
と
し
て
、
郷
司
の
支
配
下
に
農
艮

か
ら
の
官
物
徴
収
に
あ
た
る
納
所
が
存
在
し
、
そ
れ
が
十
二
世
紀
に
入
る
と
、

国
衙
領
の
場
合
は
史
料
の
な
い
た
め
に
明
ら
か
で
な
い
が
、
御
厨
や
免
田
の
場

合
に
は
、
領
主
の
支
配
下
に
あ
っ
て
、
年
貢
等
を
収
取
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く

給
田
を
も
ち
、
三
三
に
対
す
る
出
挙
を
行
う
な
ど
の
、
在
地
土
豪
の
特
権
的
職

務
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
次
に
、
こ
の
様
な
納
所
の
出
現

と
消
滅
が
、
律
令
国
家
の
解
体
の
歴
史
に
お
い
て
、
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
か

を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
律
令
制
下
の
徴
税
組
織
が
行
政
機
構
そ
の
も
の
で
あ
り
、
国
司
一
郡
司
i
里

（
郷
）
長
－
保
長
－
郷
戸
の
系
列
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
更
改
め
て
述
べ
る
ま

で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
の
徴
税
に
対
す
る
責
任
と
業

務
は
、
令
制
の
該
当
条
文
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
本
稿
が
農
民
的
納
所
を
主
題

と
し
、
無
畏
か
ら
直
接
に
徴
収
す
る
も
の
を
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
各
地
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位
の
実
際
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
国
司
の
場
合
に
、

そ
の
実
状
を
物
語
る
も
の
は
正
税
芳
書
の
国
司
の
業
務
に
つ
い
て
の
支
出
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
す
部
分
で
あ
る
。
七
三
六
年
（
天
平
八
）
の
但
馬
国
正
税
帳
で
は
、
当
年
の

官
稲
を
収
納
す
る
た
め
に
、
守
一
人
爵
従
三
人
、
目
一
人
将
従
二
人
、
史
生
一

人
将
従
一
人
の
計
九
人
が
、
廿
一
日
間
国
内
を
巡
行
し
た
こ
と
を
記
載
す
る
が

同
様
の
記
審
は
諸
国
の
場
舎
に
も
見
え
て
い
る
。
こ
の
巡
行
時
に
国
司
が
具
体

的
に
い
か
な
る
職
務
に
た
ず
さ
わ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
巡
行
人
数
が
九

人
程
度
で
、
日
数
も
国
の
大
小
、
交
通
の
便
不
便
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
て
も
、
但
馬
の
場
合
二
十
一
日
で
あ
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
官
稲
…
収
納
の

監
督
乃
至
は
収
納
物
の
確
認
に
と
ど
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
。
。
。
。

な
お
天
平
五
年
の
越
前
国
郡
稲
帳
に
「
領
野
調
庸
豫
従
六
位
上
勲
九
等
坂
合
部

宿
禰
搾
木
［
」
と
あ
り
、
干
害
を
分
担
し
て
徴
収
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
み
え

る
が
、
こ
れ
も
監
督
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
郡
司
の
場
合
は
、
国
司
に
監
督
支

配
さ
れ
農
民
に
近
か
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
と
し
て
も
、
彼
等
が
直
接
農
民
か

ら
の
微
小
に
あ
た
っ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
国
司
に
準
ず
る
監
督
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

位
置
を
占
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
天
平
十
年
の
和
泉
監
正
税
帳
や
天
平

五
年
の
越
前
国
郡
稲
帳
な
ど
に
よ
っ
て
、
郡
司
が
正
倉
の
管
理
出
納
の
責
任
を

負
う
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
だ
が
、
競
物
未
進
や
藩
役
忌
避
が
瀕
り
に
行
わ
れ
、
そ
の
た
め
の
逃
亡
す
ら

も
行
わ
れ
て
い
た
八
世
紀
に
お
い
て
、
徴
税
と
い
う
農
民
生
活
の
再
生
産
と
直

接
的
に
矛
盾
す
る
業
務
は
、
農
民
と
日
常
的
に
直
接
に
接
触
す
る
も
の
に
よ
っ

て
、
不
断
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
里
（
郷
）

長
・
小
婦
の
役
割
を
重
視
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
郷
長
に
つ
い
て
は
、
有
名

な
山
上
憶
良
の
貧
窮
問
答
歌
の
一
節
に
「
し
も
と
と
る
、
五
十
戸
良
が
声
に
、

寝
屋
戸
ま
で
、
来
た
ち
よ
ば
い
ぬ
」
、
と
あ
る
を
想
起
す
れ
ば
、
令
制
に
い
う

「
催
駈
賦
役
」
の
実
状
が
、
い
か
に
苛
酷
な
も
の
で
あ
り
、
又
、
郷
長
が
徴
税

機
関
と
し
て
、
い
か
に
農
民
に
直
接
対
処
し
て
い
た
か
を
彷
彿
と
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
君
長
に
つ
い
て
は
、
令
制
に
郷
戸
の
逃
亡
時
に
保
が
租
調
の
代
輸
の

義
務
を
お
っ
た
こ
と
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
が
ら
察
せ
ら
れ
る
如
く
、
徴
税
機
構

の
末
端
に
位
概
し
て
、
直
接
農
民
か
ら
の
収
納
に
関
係
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
、
律
令
制
め
原
則
に
お
い
て
は
、
徴
税
に
関
し
て
は
、

国
司
。
郡
司
が
軍
馬
者
な
い
し
監
督
者
と
し
て
あ
り
、
実
際
の
業
務
は
郷
長
・

保
長
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
嵩
物
は
農
民
自
身
の
手
に
よ
っ
て
質
倉
ま
で
運
ば
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
徴
税
の
腹
接
的
遂
行
春
と
し
て
の
郷
長
・
保
長
は
、
当
時
の
農

村
生
活
の
中
で
ど
の
様
な
位
概
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
等
の
業
務

が
律
令
国
家
の
公
権
力
を
背
景
と
し
た
こ
と
は
申
す
迄
も
な
い
が
、
特
に
注
意

し
た
い
の
は
、
彼
等
と
共
同
体
的
結
合
と
の
関
係
で
あ
る
。
戸
籍
中
に
唯
一
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

郷
長
の
存
在
を
示
す
下
総
国
大
島
郷
の
場
合
、
彼
が
募
戸
主
で
あ
る
こ
と
は
著

名
な
事
実
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
郷
長
の
職
責
が
特
に
農
村
内
で
の
有
力
者
で
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あ
る
こ
と
に
よ
ら
ず
に
行
わ
れ
得
た
と
い
う
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
で
あ
っ
て
、
既
に
直
木
孝
次
郎
氏
が
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
こ
の
地
域
の
家
族

形
態
の
後
進
性
が
大
化
前
代
の
部
民
支
配
の
影
響
を
う
け
、
共
同
体
的
結
合
が

支
配
の
手
段
と
し
て
支
配
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
た
と
い
う
伝
統
を
う
け
て
、

こ
の
様
な
八
雲
体
的
結
合
を
背
景
に
す
る
場
合
、
郷
長
が
農
村
内
で
の
有
力
者

と
し
て
自
ら
権
威
を
も
た
な
く
と
も
、
律
令
機
構
の
中
に
一
つ
の
地
位
を
与
え

ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
職
責
を
遂
行
し
得
た
の
で
あ
る
。
塾
長
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

石
母
田
氏
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
保
は
四
隣
と
い
う
地
域
性
の
上
に
た
つ
結
合

で
は
な
く
、
た
と
え
ば
美
濃
国
の
場
合
の
同
族
結
合
的
、
姻
戚
結
合
的
な
人
的

結
合
を
主
と
し
て
構
成
さ
れ
る
如
く
、
共
同
体
的
結
合
に
外
な
ら
ず
、
士
長
は

こ
の
様
な
関
係
の
上
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
律
令
的
支
配
機
構

と
農
民
の
共
同
体
的
結
合
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
更
に
、
郡
司
採
用
時
の
譜

第
主
義
を
も
あ
げ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
、
律
令
国
家
が
農
民
を
支
配
し

よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
農
民
の
中
に
生
き
て
い
た
共
同
体
的
結
合
の
中
に
支
配

の
ク
サ
ビ
を
打
ち
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
郷
長
・
保
長
の

場
合
も
右
の
点
に
お
い
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
天
平
中
期
以
後
の
階
級
分
化
の
進
行
は
そ
れ
ま
で
の
血
縁
的
な

い
し
は
そ
の
擬
制
に
も
と
つ
く
共
同
体
的
結
合
を
弛
緩
せ
し
め
、
家
父
長
的
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

力
家
族
の
成
立
と
、
他
方
に
お
け
る
零
落
小
家
族
の
析
出
を
も
た
ら
し
て
く
る
。

こ
の
様
な
在
地
構
造
の
変
化
は
、
そ
れ
が
生
産
力
の
向
上
に
も
と
つ
く
も
の
で

あ
る
が
故
に
、
土
地
生
産
物
の
負
担
体
系
に
お
け
る
比
重
を
増
加
さ
せ
、
税
物

の
内
容
を
変
化
さ
せ
、
収
取
単
位
の
反
別
賦
課
方
式
を
う
み
出
し
て
く
る
の
で

　
　
⑧

あ
る
が
、
同
時
に
徴
税
組
織
の
変
化
を
も
惹
起
し
て
く
る
。
共
同
体
的
結
合
－

そ
れ
は
決
し
て
失
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
一
よ
り
も
、
農
村
で
の
有
力
家
父

長
の
把
握
へ
と
向
っ
て
行
く
。
既
に
七
四
九
年
（
天
平
勝
宝
元
）
の
伊
賀
国
柘

　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

殖
郷
売
券
や
、
七
七
六
年
（
宝
亀
七
）
の
備
前
国
津
高
郷
売
券
に
「
税
長
」
が

郷
長
や
村
長
と
な
ら
ん
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
九
世
紀
以
後
、

こ
の
傾
向
は
一
層
顕
著
と
な
り
、
近
江
国
大
三
郷
売
券
の
署
名
者
は
こ
の
こ
と

を
明
白
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
郷
長
や
保
留
と
な
ら
ん
で
「
領
」
　
「
了

事
」
（
四
七
口
万
）
「
川
徴
部
」
「
庸
瑚
調
理
」
（
｛
ハ
五
口
万
）
「
頭
領
」
（
一
　
一
点
ハ
隠
士
）
「
田
領
」

（
＝
一
一
〇
号
）
「
税
領
扁
（
一
竃
一
号
）
「
租
調
使
」
（
＝
ハ
六
号
）
な
ど
が
見
ら

れ
る
が
、
彼
等
は
松
岡
氏
が
指
摘
さ
れ
た
様
に
「
税
目
別
責
任
分
掌
」
に
あ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

る
郡
。
郷
内
の
新
た
な
徴
税
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
九
世
紀
の

段
階
に
お
い
て
は
、
郷
長
及
び
弘
長
と
そ
の
下
の
農
民
と
の
開
係
は
、
そ
の
職

名
を
称
す
る
人
物
が
始
終
か
わ
っ
て
い
て
固
定
的
で
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ま
だ
私
的
な
隷
属
関
係
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
右
に
見
た
様
な
、
農
民
か
ら
の
直
接
徴
税
者
の
性
格
の
変
遷
と
と
も
に
、
税

物
の
収
納
さ
れ
た
倉
庫
の
変
遷
も
あ
わ
せ
て
考
慮
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ

う
。
元
来
、
こ
の
様
な
倉
庫
が
正
倉
で
あ
り
、
郡
衙
に
集
中
し
て
設
置
さ
れ
、

郡
司
が
そ
の
管
理
に
あ
た
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
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延
暦
年
闘
に
入
っ
て
、
こ
の
様
な
倉
庫
制
は
変
化
し
て
く
る
。
七
九
五
年
（
延

暦
十
四
）
閾
七
月
十
五
日
の
太
政
官
符
（
三
代
格
、
正
倉
官
舎
事
）
及
び
同
年

九
月
十
七
日
の
窟
符
（
同
上
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
太
政
官
符

　
　
慈
建
置
倉
院
事

　
右
被
右
大
臣
宣
僖
、
奉
勅
、
如
聞
、
諸
國
建
郡
倉
、
元
置
一
処
、
百
姓
之
暦

　
ま
郡
僻
遠
、
践
渉
山
川
有
労
納
貢
、
加
以
倉
舎
比
近
、
彊
宇
相
接
、
一
倉
失

．
火
、
百
倉
共
共
、
言
念
其
弊
、
有
損
公
私
、
旦
涙
毎
郷
無
恥
一
院
、
以
済
百

　
姓
兼
絶
火
祥
、
始
自
今
年
所
輪
租
税
双
納
新
院
、
悪
運
所
納
郡
家
不
動
物
者
、

　
依
旧
劇
動
、
其
様
尽
倉
者
漸
遷
薪
院
。

　
（
後
上
）

　
す
な
わ
ち
、
農
民
の
納
入
の
便
と
火
災
に
よ
る
類
焼
の
難
を
避
け
る
た
め
に
、

郷
毎
一
院
の
設
置
を
は
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
九
月
の
官
符
で
は
、
一
撃
一

院
の
制
を
ゆ
る
め
「
彼
此
合
接
比
近
之
郷
」
で
は
そ
の
中
央
に
一
院
を
お
く
旨

に
修
正
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
郡
単
位
が
、
郷
乃
至
望
郷
を
単
位
と

す
る
も
の
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
先
に
松

岡
氏
の
指
摘
さ
れ
た
、
平
安
期
の
郷
の
収
納
単
位
と
し
て
の
性
格
の
形
成
に
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

定
的
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
十
分
に
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
郷
倉
の
設
置
は
収
納
の
便
を
は
か
る
に
出
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
更
に
小
地
域
を
対
象
と
す
る
に
い
た
っ
た
と
こ
ろ
に
農
民
的
納
所
の
成

立
を
考
え
て
よ
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
八
二
三
年
（
弘
仁
十
四
）
の
公
営
田
に

関
す
る
太
政
官
謹
奏
の
う
ち
の
次
の
部
分
は
、
右
の
点
で
注
意
さ
る
べ
き
も
の

を
蔵
し
て
い
る
。
　
（
三
代
格
、
易
田
井
公
営
田
纂
）

　
（
前
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
り

　
近
百
姓
居
、
各
建
小
院
、
所
獲
之
稲
除
田
租
納
窟
土
色
以
外
、
便
納
此
院
令

　
易
出
納

　
（
後
略
）

　
公
営
田
の
収
獲
の
う
ち
の
田
租
前
官
を
除
く
部
分
、
つ
ま
り
、
佃
功
・
四
丁

食
料
・
修
理
溝
池
官
舎
料
等
を
収
納
す
る
小
院
の
設
概
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

こ
の
小
院
が
、
ど
の
程
度
の
範
囲
を
対
象
と
し
て
、
ど
の
程
度
の
規
模
で
設
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ら
れ
た
か
は
知
る
べ
く
も
な
い
が
、
公
営
田
の
経
営
の
方
式
よ
り
し
て
、
一
町

以
上
を
管
轄
指
揮
す
る
「
村
里
輔
了
」
な
る
も
の
を
択
ん
だ
正
長
（
有
力
家
父

長
で
も
あ
る
）
の
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
少
く
と
も
前
述
の
郷
倉

よ
り
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
小
国
は
、
九

州
の
公
営
田
と
い
う
特
殊
な
環
境
の
も
と
に
、
国
家
に
お
さ
む
べ
き
も
の
以
外

の
、
在
地
に
還
元
さ
れ
る
官
物
を
収
納
し
た
と
い
う
点
で
、
些
細
。
郷
倉
及
び

農
昆
的
納
所
と
は
異
な
る
が
、
正
長
と
い
う
在
地
の
有
力
家
父
長
の
管
轄
下
に

お
か
れ
た
倉
庫
と
し
て
、
納
所
の
先
駆
的
意
義
を
認
め
て
よ
い
と
思
う
。
十
一

世
紀
の
農
民
的
納
所
は
以
上
の
様
な
天
平
期
以
後
の
有
力
家
父
長
が
徴
税
組
織

の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
行
き
、
収
納
対
象
が
小
規
模
化
し
て
行
く
傾
向
の
発
展
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形
態
と
し
て
把
握
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
公
営
田
の
場
合
の
小
院
の
如
ぎ
も

の
が
、
郷
内
の
有
力
家
父
長
の
支
配
下
に
あ
っ
て
、
官
物
の
徴
集
収
納
に
あ
た

る
と
い
う
形
に
お
い
て
成
立
し
て
く
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
、
高
津
郷
の
納
所
預
は
、
一
般
的
に
は
有
力
家
父
長
で
あ
り
、
当
時
の
用

語
に
し
た
が
え
ば
「
堪
百
姓
」
あ
る
い
は
「
田
堵
」
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る

し
、
そ
れ
が
収
納
の
義
務
を
負
う
と
い
う
点
で
は
「
負
紐
」
で
も
あ
っ
た
の
で

　
⑱

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
に
納
所
と
同
様
の
機
能
を
も
つ
も
の
と
し
て
「
名
」
を
あ
げ

た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
最
近
の
名
研
究
の
あ
き
ら
か
に
し
た
名
の
性
格
、

す
な
わ
ち
、
名
と
は
土
地
占
有
権
を
前
提
と
し
た
収
納
の
単
位
で
あ
る
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

う
事
実
に
も
と
つ
い
て
い
る
。
だ
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
両
者

が
収
納
の
単
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
故
に
、
全
く
同
一
の
も
の
と
し
て
考
え

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
名
の
場
合
は
土
地
占
有
権

を
前
提
と
す
る
が
、
納
所
の
場
合
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
先
に
み
た
寛
御
厨
の
真
国
の
侵
略
は
、
寛
丸
名
田
が
御
厨
内
に
あ
り
そ
こ

か
ら
の
年
貢
の
収
納
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
因
縁
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
こ
と
は
真
国
が
同
名
田
の
名
主
で
あ
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
民
有
年
と
い
う

名
主
が
別
箇
に
存
在
す
る
と
い
う
事
実
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ

こ
で
は
、
納
所
預
は
、
自
ら
の
土
地
占
有
権
を
も
た
な
い
他
の
名
主
の
占
有
地

の
収
納
を
行
う
機
関
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
様
な
収
納
の
あ
り
方
を
他
に
求
め
れ

ば
、
次
の
様
な
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
有
名
な
九
三
二
年
○
承

平
二
）
の
丹
波
国
牒
（
二
四
〇
号
）
で
あ
る
。
こ
の
文
書
の
解
釈
は
、
名
の
発

生
を
め
ぐ
る
所
説
と
共
に
諸
家
に
よ
っ
て
種
々
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
私
は
村

井
λ
木
両
氏
の
績
を
支
持
す
葡
両
氏
に
よ
れ
ば
・
余
部
饗
も
と
も
と

土
地
が
な
い
の
で
、
こ
の
郷
の
百
姓
の
ロ
分
田
は
近
辺
の
郷
々
に
班
給
し
て
い

た
。
そ
こ
で
余
部
郷
の
百
姓
の
出
す
べ
き
垂
絹
は
、
在
地
の
伍
々
の
堪
百
姓
等

の
「
名
に
付
徴
」
す
る
の
を
例
と
し
た
、
と
こ
ろ
で
問
題
に
な
る
の
は
「
息
肉
」

の
意
味
で
あ
る
が
、
余
都
郷
の
百
姓
が
そ
の
口
分
田
の
班
給
を
う
け
た
早
々
の

堪
百
姓
に
付
属
し
て
、
こ
れ
を
通
じ
て
調
絹
を
出
す
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
堪
百
姓
は
自
ら
の
占
有
し
な
い
他
人
の
口
分
田
の
負
担
を
含
め
て
納

入
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
更
に
、
一
一
二
一
年
（
保
安
二
）
の

伊
賀
国
名
々
封
米
返
抄
案
（
一
九
四
七
号
）
に
お
い
て
、

　
む
　
　
む
　
　
む

　
延
成
名
保
安
二
年
返
抄
案

　
　
　
合

　
　
御
陰
参
石
玖
斗
・
賃
稲
廿
三
束
四
把

　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
　
加
弐
斗
依
著
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
脱
力
）

　
　
大
≧
参
斗
参
升
玖
合
　
二
月
廿
九
日
延
成
為
成
上

　
　
大
≧
単
捌
斗
壱
合
　
　
二
月
廿
九
日
真
永
上
　
　
　
（
後
略
）

と
あ
る
が
、
東
大
寺
か
ら
の
返
抄
が
、
延
成
名
を
宛
先
と
し
な
が
ら
、
依
南
榎
の

二
笹
分
を
加
え
て
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
交
書
申
の
進
上
考
名
は
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八
人
で
、
特
に
依
永
名
分
で
あ
る
旨
の
記
載
は
な
く
、
両
者
の
関
係
は
不
明
で

あ
る
が
、
一
つ
の
名
が
他
の
名
を
も
含
め
て
返
抄
の
対
象
と
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
両
名
の
間
に
作
人
の
交
錯
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
次
に

の
べ
る
百
姓
名
と
領
主
的
名
の
関
係
が
あ
っ
た
か
は
別
と
し
て
、
延
成
名
が
依

筆
名
の
分
を
も
あ
わ
せ
て
貢
納
し
た
と
い
う
事
実
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
に
み
た
様
な
土
地
占
有
権
を
伴
わ
ぬ
収
納
機
関
と
被
収
納
者

と
の
関
係
は
い
か
な
る
経
過
を
辿
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
被
収
納
者
が
独
立
し

た
収
納
機
関
と
な
っ
て
い
く
場
合
も
予
想
せ
ら
れ
る
が
、
十
二
世
紀
以
後
の
納

所
の
特
権
化
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
納
所
預
の
許
に
蒔
有
権
が
集
書
さ
れ
て
行

く
場
合
も
少
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
納
所
が
名
に
解

消
し
て
い
く
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
が
、
前
者
の
場
合
は
小
規
模
の
百
姓
名
で

あ
り
、
後
者
の
場
合
は
所
謂
「
領
主
三
沢
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
畿
内
等
の
先
進

地
域
に
は
前
者
が
、
辺
境
等
の
地
域
に
は
後
者
が
よ
り
多
く
存
在
し
た
こ
と
が

暮
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
特
に
後
者
の
場
合
は
そ
の
内
部
に
百
姓
名
を
含
み
、

徴
税
紐
織
と
し
て
の
上
下
関
係
は
、
同
時
に
私
的
な
隷
属
関
係
を
意
味
し
、
在

地
の
徴
税
組
織
は
、
在
地
の
領
主
制
的
関
係
そ
の
も
の
に
外
な
ら
な
く
な
っ
て

く
る
。
国
衙
領
の
名
田
に
つ
い
て
の
貴
重
な
史
料
の
一
つ
で
あ
る
一
一
六
六
年

（
仁
安
元
）
の
飛
弾
国
雑
物
進
末
注
進
の
中
に
み
え
る
名
田
の
規
模
が
、
た
と

え
ば
貞
光
名
四
十
二
町
五
反
六
十
歩
、
恒
武
名
二
十
町
百
二
十
歩
な
ど
と
際
立

っ
て
大
き
い
所
以
も
、
単
に
経
営
層
な
爾
か
ら
の
み
で
な
く
、
以
上
の
様
な
徴

税
機
構
の
変
遷
と
呼
応
す
る
領
主
的
名
の
形
成
と
い
う
視
角
か
ら
も
考
え
ら
る

べ
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
郷
司
の
郷
に
対
す
る
私
領
化
実
現
の
過
雄
に
就
て
も

　
　
　
　
　
　
⑬

同
様
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
過
程
を
要
約
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
穣
令
制
は
、
当
初
、
農
民

の
共
同
体
的
結
合
を
前
提
と
し
た
郷
長
。
丈
長
に
よ
っ
て
徴
税
権
を
行
使
で
き

た
が
、
八
世
紀
中
葉
の
階
級
分
化
の
進
行
に
と
も
な
っ
て
、
農
村
内
の
有
力
家

父
長
を
徴
税
組
織
の
中
に
組
み
こ
み
始
め
、
型
物
収
納
の
倉
庫
も
郡
を
単
位
と

し
た
も
の
か
ら
、
よ
り
小
地
域
の
収
納
を
単
位
と
し
た
も
の
へ
と
変
化
す
る
。

こ
の
様
な
有
力
家
父
長
が
郷
内
の
小
倉
を
管
理
す
る
に
い
た
っ
た
と
こ
ろ
に
、

十
一
世
紀
中
葉
の
納
所
が
成
立
す
る
。
収
納
の
単
位
が
土
地
占
有
権
を
基
礎
と

す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
名
が
納
所
的
機
能
を
果
す
。
十
二
世

紀
頃
か
ら
、
納
所
に
得
分
権
が
保
証
さ
れ
て
特
権
的
な
地
位
を
持
ち
は
じ
め
る

と
、
納
所
の
領
主
的
名
化
が
進
行
す
る
。
こ
の
場
合
、
納
所
は
、
国
家
に
と
っ

て
徴
税
の
公
的
機
関
で
あ
る
止
ま
ら
ず
、
私
的
な
農
民
に
対
す
る
支
配
を
実
現

し
て
行
き
、
こ
の
過
程
で
納
所
と
い
う
名
称
そ
れ
自
体
も
消
滅
す
る
。

①
大
日
本
古
文
書
皇
民
。

②
大
日
本
古
文
書
巻
一
。

③
　
大
日
本
古
文
書
二
二
。

④
　
大
日
本
古
交
書
巻
一
、
郷
長
孔
王
部
志
己
夫
は
、
郷
戸
主
孔
王
部
小
山

　
の
兄
で
あ
り
な
が
ら
房
戸
主
で
あ
り
、
そ
の
家
族
構
成
に
他
の
一
般
房
戸

　
と
区
別
す
べ
き
特
徴
も
見
ら
れ
な
い
。
　
（
彼
の
外
男
四
人
女
三
人
媒
一
人
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諭島（吉田）小所紬

　
の
計
九
人
で
あ
る
。
）

⑤
直
木
孝
次
郎
氏
「
部
民
制
の
一
考
察
－
大
島
郷
孔
軸
部
を
中
心
と
し
て

　
一
」
　
（
人
文
研
究
ニ
ー
五
）

⑥
「
古
代
村
落
の
二
つ
の
問
題
」
（
歴
史
学
研
究
十
一
巻
十
・
十
音
万
）

　
「
古
代
家
族
の
形
成
過
程
」
　
（
社
会
経
済
．
史
学
十
二
巻
六
号
）

⑦
こ
の
様
な
階
級
分
化
に
関
す
る
先
学
の
研
究
は
数
多
い
。
石
慨
田
氏
の

　
前
掲
⑥
の
論
文
、
詩
心
氏
の
日
本
古
代
国
家
、
日
本
庄
園
史
な
ど
は
そ
の

　
古
典
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
最
近
高
尾
一
彦
氏
は
特
に
石
母
田
説
を
中
心

　
に
検
討
し
て
、
階
級
分
化
の
方
向
を
、
奴
隷
制
の
法
剛
の
貫
徹
と
み
る
べ
き

　
で
な
く
、
小
経
営
の
一
般
的
な
成
立
に
向
い
つ
つ
あ
る
家
父
長
的
家
族
共

　
同
体
の
段
階
と
し
て
考
う
べ
き
こ
と
を
提
唱
さ
れ
た
。
　
「
平
安
時
代
の
名

　
田
経
営
に
つ
い
て
一
家
父
長
的
奴
隷
制
の
一
考
察
…
」
日
本
史
研
究
3
0
号
。

⑧
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
多
く
の
人
々
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
先
鞭
を
つ

　
け
ら
れ
た
の
は
、
石
母
田
氏
の
「
中
世
的
土
地
所
有
権
の
成
立
に
つ
い
て
」

　
（
前
掲
書
所
収
）
で
あ
り
、
拙
稿
「
田
堵
の
成
立
に
つ
い
て
」
　
（
ヒ
ス
ト

　
リ
ア
ー
6
号
）
も
繊
挙
の
問
題
か
ら
こ
の
こ
と
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

⑨
　
大
日
本
古
文
書
巻
三
。

⑩
　
　
大
口
H
本
古
文
漸
口
沸
智
山
ハ
。

⑪
松
岡
氏
前
掲
歴
研
論
文
、
但
し
氏
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
職
掌
を
も
つ
も

　
の
を
、
郡
司
と
郷
長
の
中
富
に
あ
る
擬
任
郡
司
的
な
も
の
と
考
え
て
お
ら

　
れ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
癒
く
、
む
し
ろ
郷
長
の
下
に
あ
っ
た
と
み

　
る
べ
き
点
が
あ
る
。
上
横
手
雅
敬
氏
は
、
そ
れ
ら
の
署
名
の
順
序
が
大
部

　
分
郷
長
の
前
に
あ
っ
て
、
地
位
と
し
て
は
郷
長
の
下
に
あ
る
こ
と
を
指
摘

　
さ
れ
た
。
　
（
日
本
史
研
究
会
中
批
史
部
会
二
月
二
八
日
合
評
会
）
三
代
格

　
巻
六
公
釈
事
の
弘
仁
十
三
年
閏
九
月
廿
日
太
政
官
符
に
、
公
粧
を
給
す
べ

　
き
公
役
従
事
者
と
し
て
、
た
と
え
ば
徴
税
丁
郷
別
二
人
、
庸
長
郷
別
一
人
、

　
庸
米
長
部
別
一
人
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
郷
内
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ

　
つ
た
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑫
’
大
国
郷
の
場
合
、
七
九
八
年
か
ら
九
〇
二
年
に
い
た
る
約
百
年
聞
に
十

　
｝
通
の
郷
長
の
人
名
を
か
か
げ
る
文
害
が
残
っ
て
い
る
が
、
年
代
的
に
極

　
あ
て
接
近
し
た
時
期
に
お
い
て
も
、
「
と
し
て
同
｝
人
の
連
続
を
み
な
い
。

　
す
べ
て
違
っ
た
十
一
人
に
よ
っ
て
し
め
ら
れ
る
。

⑬
　
松
岡
氏
前
掲
歴
研
論
文
、
特
に
不
動
物
が
郷
倉
に
お
さ
め
ら
れ
る
に
い

　
た
っ
て
い
る
点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

⑭
　
赤
松
俊
秀
氏
「
公
営
田
を
通
じ
て
観
た
る
初
期
荘
園
制
の
構
造
に
就
い

　
て
」
　
（
歴
史
学
研
究
4
3
号
）

⑮
一
一
六
九
年
（
仁
安
四
）
に
大
和
親
等
本
荘
で
、
田
堵
友
貞
の
往
宅
に

　
強
盗
が
入
っ
た
時
に
、
「
友
頁
等
納
置
上
分
米
御
蔵
へ
赴
入
」
つ
た
と
の
記

　
事
が
あ
る
が
（
三
四
九
二
号
）
こ
の
蔵
は
、
友
斑
の
住
宅
に
近
接
（
と
い
う

　
よ
り
も
住
宅
の
構
内
に
あ
っ
た
）
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
、
荘
園
の
上

　
分
米
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
納
所
の
実
体
を
う
か
が
う
有
力
な
史

　
料
で
あ
る
。
農
民
的
納
所
は
、
こ
の
様
な
形
で
有
力
家
父
長
の
住
宅
の
構

　
内
に
た
て
ら
れ
た
、
家
父
長
自
身
の
私
有
の
蔵
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑯
　
蒋
に
こ
の
様
な
名
の
性
格
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
渡
辺

　
澄
夫
氏
の
大
著
「
畿
内
庄
園
の
基
礎
構
造
」
阿
部
猛
氏
の
歴
史
学
研
究
5
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
琴
「
平
安
末
期
に
お
け
る
名
の
性
格
－
大
和
小
東
庄
を
中
心
と
し
て
一
」

　
が
あ
る
。
な
お
経
営
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
一
応
除
外
し
た
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
た
い
。

⑰
村
井
康
彦
氏
「
名
成
立
の
歴
史
的
前
提
」
（
歴
史
学
研
究
1
5
帰
）
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
の
解
釈
は
こ
の
論
交
に
よ
る
。
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⑱
　
領
主
的
名
の
構
造
に
関
し
て
は
、

　
す
る
続
稿
に
譲
る
。

五
、
む
す
び
に
か
え
て

策
二
節
の
註
⑨
に
の
．
べ
た
登
司
に
関

　
以
上
、
僅
少
な
史
料
に
よ
っ
て
推
論
を
重
ね
た
た
め
、
あ
や
ま
り
を
犯
し
て

い
る
こ
と
が
少
く
な
い
と
予
想
さ
れ
る
。
特
に
国
衙
領
の
宝
塔
機
構
と
し
て
の

農
民
的
納
所
を
問
題
に
し
な
が
ら
、
国
衙
・
郡
衙
・
郷
司
の
問
題
を
除
外
し
た

こ
と
、
徴
税
組
織
と
経
営
と
の
関
係
、
加
地
子
取
得
権
の
内
容
等
に
つ
い
て
当

然
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
い
つ
れ
も
玉
稿
に
譲
っ
た
た
め
頗
る
不

十
分
に
終
っ
た
こ
と
は
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
最
後
に
律
令
国
家

の
解
体
過
程
で
の
納
所
の
意
義
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
律
令
国
家
は
、
家
父
長
酌
家
族
共
同
体
を
構
成
要
素
と
す
る
血
縁
的
（
乃
至

擬
制
的
）
共
同
体
的
結
合
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
徴
税
紐
織
を
樹
立
し
て
い

た
。
こ
の
体
表
の
崩
壊
の
第
一
段
階
が
天
平
期
に
始
ま
る
家
父
長
草
有
力
家
族

の
鋤
現
に
あ
る
こ
と
は
先
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
第
二
の
段
階
は
、
前
段
階
の

進
行
が
一
層
深
化
し
、
徴
税
機
構
が
郷
内
の
小
地
域
毎
に
設
定
さ
れ
て
い
く
時

期
で
、
高
津
郷
の
場
合
の
様
な
納
所
の
成
立
す
る
段
階
で
あ
る
。
こ
の
時
期
ま

で
は
、
律
令
的
徴
税
機
構
は
そ
の
基
盤
の
組
織
を
か
え
た
と
い
う
に
止
ま
っ
て
、

天
皇
・
皇
族
・
寺
桂
の
徴
税
権
の
独
占
は
汰
然
と
し
て
続
い
て
い
る
。
第
三
の

段
階
は
、
納
所
の
得
分
権
が
出
現
し
、
弱
小
の
納
所
が
強
大
な
納
所
に
併
合
さ

れ
、
一
方
で
は
、
在
地
の
農
風
に
対
し
て
支
配
権
を
獲
得
し
、
領
主
的
名
化
の

は
じ
ま
る
時
期
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
公
権
力
と
し
て
の
徴
税
権
は
、
得
分
権

と
い
う
か
た
ち
で
徴
税
者
に
分
け
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
徴
税
権
の
分
裂

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
当
時
の
公
権
力
が
、
こ
の
様
に
在
地
の
徴
税
考
に
得
分

権
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て
し
か
徴
税
を
行

い
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
情
に
も
と
っ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
の
方
法

を
行
お
う
と
す
れ
ば
、
所
謂
「
均
等
名
」
と
い
わ
れ
る
領
主
備
の
在
地
に
対
す

る
直
緩
支
配
を
行
・
）
よ
り
外
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
均
等
名
体
制
は
、
畿
内
、

特
に
大
和
な
ど
の
荘
園
領
主
権
の
蟄
固
な
地
域
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
、

一
般
的
に
は
、
在
地
領
主
な
い
し
は
そ
れ
に
転
化
し
つ
つ
あ
る
も
の
に
得
分
権

を
保
証
す
る
と
い
う
方
向
を
辿
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
ひ
と
た
び
自
ら

の
側
に
得
分
権
を
取
得
し
た
在
地
領
主
は
、
よ
り
有
利
な
公
権
力
の
樹
立
を
求

め
る
。
こ
こ
に
、
鎌
倉
幕
府
の
成
立
、
特
に
段
別
五
升
の
兵
糧
米
の
地
頭
得
分

の
出
現
の
意
味
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
幕
府
が
公
家
に
対
し
て
、
部
分
的
に

は
譲
歩
し
て
も
、
全
国
的
な
こ
の
制
度
の
原
則
を
譲
歩
し
な
か
っ
た
所
以
も
、

以
上
の
過
程
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
正
に
当
然
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
納
所

は
、
特
に
第
二
段
階
の
終
り
か
ら
第
三
段
階
の
始
め
に
か
け
て
存
在
し
た
徴
税

組
織
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
、
右
の
様
な
徴
税
の
歴
史
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
存
在
の
意
義
は
決
し
て
無
視
で
き
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
入
・
三
。
九
）
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Rebellion　and　C19，ぎ解∬励3（城民）at　the：End　of

　　　　　　　　　tlle“Pei恥ゴ（北魏）Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　Michlo　Tanigawa

　　In　the　contempエation　of　the　character　of　the　Sui－T‘an8・（階唐：）dynasties
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
from　their　formatjon　occursa　question　where　the　moment　in　the　political

history，　which　brought　forth　these　united　administrations，　could　be　found．

This　artic1．e，　starting　from　such　interest，　treats　the　affair　of　dissolution　of

the　Pei　Wei（北i魏）　dynasty．　The　special　people　ca1正ed　Cだ6πg　Min　（献

血）are　found　as　a　unit　power　raised　and　magnified　the　rebellion　which

ruined　the　Pei　vaei（＃ヒ．魏）dynasty．

　　The　first　half　ofむhis　article　（present　issue）makes　clear　the　special

contents　of　the　word　C磁7τg　Min（城民）all　over　the　Pei　Wei（北魏）area；・

the　second　half　the　contradiction　of　the　C1ガ6η9　エレfin（城民）system，　so　to

speak，　at　the　end　of　the　Pei　Wei（北魏）era　and　the　prob1ems　of　the

character　of　the　Sui　dynasty　which　passed　th亡ough　the　rebellion，

　　　　　　　　　　On　lvra∬／・・（納所）

an　aspect　of　the　dissolution　of　the．

　　　　　　　Ritsuryo”（律令）taX－cOlleCtiOn　syStem

　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　Akira　Yoshida

　　Though　the　dissolving　Process　of　the　Ritsury6（．律令）state　has　been　a

forcus　jn　the　modern　study　of　the　Heian（平安）era，　its　concrete　process

rernains　partly　unl〈nown，　partly　because　of　a　scarcity　of　individual　study

in　the　Kokuga（国衙）systeln　itself　in　the　Heian（平安）era．　This　essay

tries　to　clear　up　the　IVassho　which　has　hardly　been　discussed，　ag　a　clue

to　solve　the　above－rrientioned　problem．　The　Nassho　rneans　warehouses　in

which　rice　as　rent　and　the　1〈lng　were　stored　up　after　the　middle　or　last

of　the　Heian　era．　Here，　we　treat　exclusively　the　farmer’s　Nassho　one　of

the　four　kinds　of　warehouses，　in　its　substance　and　its　histprical　inportance

of　its　appearance　and　disappearac　nce　to　trace　the　dissolving　process　of

the　Rff脳η6（律令）tax－co玉1ectioh　system，　because　to　clear　up　the　transion

of　the　tax－collection　system　enables　us　to　take　a　side－view　of　the　dissolving

process　of　the　Ritsts7iyo”　state　and　also　to　throw　light　on　the　study　of　My6

（名）．
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