
公
田
に
つ
い
て

泉

谷

康

夫

公田｛．こついて（鎌谷）

…諦
｛
藩
的
藁
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
・
公
田
は
本
来
・
盆
芝
宛
て
ら
れ
る
以
前
の
田
地
を
蔑
し
・
葎
す
れ
ば
輸
地
雷
・
し
て
扱
わ
れ
た
と
欝
ん
｛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

皿
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
養
老
令
の
施
行
に
よ
っ
て
輸
租
田
と
し
て
六
年
間
の
耕
食
が
許
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
天
長
元
年
に
は
耕
食
の
期
間
が
延
ば
さ
れ
一
身
　
一

…　

ﾌ
聞
と
な
り
、
郷
戸
捌
の
崩
壊
と
相
ま
っ
て
、
公
田
と
口
分
田
は
同
一
の
扱
い
を
う
け
る
に
至
る
。
天
長
以
降
の
公
田
は
斯
か
る
も
の
で
あ
る
が
、
十
一
世
　
～

冨
以
降
は
公
田
手
書
が
馨
ら
れ
・
・
之
な
つ
藷
塁
翁
は
軍
籍
の
笛
に
幸
す
る
一
暴
一
塁
田
を
藻
す
・
蘂
一
・
し
て
用
…

…　

｢
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
公
田
の
変
化
に
伴
な
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
私
田
や
庄
園
の
意
味
す
み
と
こ
ろ
も
ま
た
変
っ
て
く
る
の
が
み
ら
　
一

7
・
の
で
あ
・
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
最
近
こ
の
よ
う
な
研
究
上
の
欠

　
　
　
　
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
平
安
時
代
の
土
地
制
度
は
、
庄
園
の
発
達
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら

れ
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
庄
園
制
の
成
立
過
程
に

つ
い
て
述
べ
た
論
文
の
数
は
少
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
殆
ん

ど
は
、
庄
園
制
と
律
令
制
と
を
単
純
に
対
置
し
、
土
地
泓
有
の
側
面

か
ら
の
考
察
に
終
始
し
た
た
め
、
庄
園
制
の
成
立
過
程
を
充
分
明
ら

陥
が
反
省
せ
ら
れ
、
松
岡
久
人
・
吉
田
晶
・
村
井
康
彦
・
戸
田
芳
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

等
の
諸
氏
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
公
領
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
め
ら
れ
、

律
令
体
制
の
変
質
と
の
関
連
に
お
い
て
庄
園
制
の
成
立
が
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
研
究
は
一
段
と
進
展
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
な

お
残
さ
れ
た
問
題
も
多
い
。
本
稿
は
残
さ
れ
た
問
題
の
一
つ
－
公

田
…
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
公
田
の
考
察
は
同
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時
に
庄
園
制
の
成
立
過
程
を
も
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

　
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
へ
か
け
て
の
諸
史
料
中
に
は
、
公
園
と

い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
現
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
公
田
の
意
味

す
る
内
容
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
し
か
し
、
若
し
無
規
定
に

公
田
と
い
、
2
茎
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
既
に
一

つ
の
書
葉
と
し
て
の
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
こ
に

は
膚
ず
か
ら
一
定
の
用
法
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従
来
こ
れ
ら
の

点
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
注
意
が
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
律
令

制
下
の
土
地
綱
度
を
正
し
く
理
解
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
先
づ
こ
の

公
繊
と
い
う
三
葉
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
本
稿
で
は
、
公
田
の
用
法
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
か
ら
考
察
を
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。

鳳

　
養
老
令
に
お
い
て
公
田
の
文
字
の
み
え
る
の
は
、
田
令
中
の
次
の

二
ヵ
条
だ
け
で
あ
る
。

（
公
田
条
）
凡
諸
国
公
田
、
砦
国
司
随
昌
郷
土
佑
価
一
賃
租
、
其
価
送
昌
太
政

官
柵
以
嬉
鵬
雑
用
嚇

（
荒
廃
条
）
　
凡
公
私
田
荒
廃
、
三
年
以
上
、
有
昌
能
借
痴
者
平
野
昌
官
司
叫
判

借
之
、
難
吊
隔
越
｝
亦
聴
、
私
田
三
年
還
レ
主
、
公
田
六
年
還
レ
官
、
限
満
之
臼
、

所
借
人
千
分
未
レ
二
者
、
公
田
即
聴
レ
宛
喘
「
口
分
輔
私
田
不
レ
合
、
其
官
人
於
昌

所
…
部
界
内
↓
有
戸
空
閑
地
一
書
レ
佃
着
、
任
聴
昌
営
種
嚇
替
解
之
田
還
レ
公
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

大
宝
令
公
田
条
は
、
亀
田
隆
之
氏
の
復
元
に
よ
る
と
、

凡
（
諸
薗
）
二
四
（
皆
国
司
）
販
売
、
其
価
供
公
癬
料
、
二
野
難
胴
、

で
あ
っ
て
、
や
は
り
公
田
と
い
う
文
字
が
あ
っ
た
。
次
に
、
大
宝
令

荒
廃
条
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
公
田
条
と
異
り
、
そ
の
完
全
な
復
元
は

不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
令
集
解
の
荒
廃
条
に
は
大
宝
令
の
註
釈

で
あ
る
古
記
が
多
く
引
か
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
一
部
を
知
る
こ
と

は
出
来
る
。
い
ま
古
記
の
中
か
ら
、
大
宝
令
の
条
文
と
考
え
ら
れ
る

も
の
を
拾
い
出
し
て
並
べ
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

荒
廃
三
年
以
上

主
欲
自
佃
先
尽
其
主

荒
地

任
聴
営
種

替
解
田
興
宮
収
授

僅
か
に
残
っ
た
条
文
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
養
老
令
の
条
文
と
比
較

す
る
と
、
大
宝
令
で
は
養
老
令
と
か
な
り
異
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
大
宝
令
荒
廃
条
に
公
田
と
い
う
文
字
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
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公縢について（撫谷）

右
の
逸
文
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
次
の

二
点
か
ら
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
第

一
点
は
、
令
集
解
を
み
る
と
養
老
令
荒
廃
条
里
の
「
公
私
田
」
　
「
公

田
」
　
「
私
田
」
に
つ
い
て
義
解
を
は
じ
め
と
し
て
釈
・
跡
・
穴
・
朱

等
め
註
釈
が
み
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
古
記
の
註
釈
が
全
く
み
ら

れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
第
二
点
は
、
　
「
主
群
自
佃
先
尽
其
主
」
と
い

う
大
宝
令
だ
け
に
み
え
る
こ
の
部
分
が
有
回
田
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

た
竜
の
で
あ
り
無
主
田
で
あ
る
公
田
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
と

は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
仮
に
無
主
田
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
た
条
文

…
一
「
主
欲
窩
佃
先
尽
聖
主
」
に
対
応
す
る
条
文
－
が
あ
っ
た
と

し
て
も
そ
の
場
合
の
無
主
田
は
「
荒
地
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。

　
養
老
令
荒
廃
条
の
公
田
は
私
田
に
対
立
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。
大
宝
令
荒
廃
条
に
公
田
と
い
う
言
葉
が
右
に
述
べ
た
よ

う
に
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
に
対
立
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
私
田
も
ま
た
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の

こ
と
は
、
私
田
に
つ
い
て
の
古
記
の
註
釈
が
公
田
の
そ
れ
と
共
に
全

く
残
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
恐
ら
く
、
大
宝

令
荒
廃
条
は
、

凡
口
分
田
荒
廃
、
三
年
以
上
、
…
…
…

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
大
宝
令
で
公
田
の
文
字
の
み
え
る
の
は
公
田
条
だ
け
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
公
田
を
註
釈
し
て
古
記
は
「
公
田
不

輸
租
、
以
鵠
十
分
之
二
地
子
一
寸
レ
価
塾
し
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、

古
記
に
よ
る
と
、
公
田
は
不
輸
租
田
で
あ
り
ま
た
地
子
田
で
も
あ
っ

た
。
こ
の
公
田
条
の
公
田
に
つ
い
て
、
養
老
令
に
註
釈
し
た
義
解
は

「
公
田
者
乗
田
也
」
と
述
べ
、
令
集
解
に
み
え
る
同
条
公
田
の
も
う

一
つ
の
註
釈
で
あ
る
釈
説
も
義
解
と
同
様
に
公
田
一
乗
一
説
を
と
っ

て
い
る
。
乗
田
は
地
子
田
で
あ
り
不
輪
租
だ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
、
公
田
条
に
み
え
る
公
田
の
解
釈
に
つ
い
て
、
不
輪
豊
浦
で
あ
り

且
つ
地
子
田
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
諸
説
は
一
致
を
み
る
。
し
か
し
、

古
｝
記
成
立
以
後
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
天
平
十
二
年
の
遠
江
国
浜
名

　
　
　
③

郡
輸
租
帳
に
は
応
輪
地
子
田
と
し
て
乗
田
の
外
に
欠
郡
司
職
田
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

射
田
の
名
が
み
え
、
畏
部
例
に
よ
る
と
不
輸
租
田
の
地
子
田
と
し
て

乗
田
の
外
に
無
主
位
田
・
闘
郡
司
墨
田
・
強
国
造
田
・
闘
采
女
田
・

射
田
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
延
喜
式
に
は
更
に
多
く
の
地
子
田
の
名

　
　
　
　
　
　
　
⑤

が
み
え
て
い
る
か
ら
、
不
輸
租
田
の
地
子
田
は
乗
田
だ
け
と
は
限
ら

ず
、
従
っ
て
若
し
こ
れ
ら
の
乗
田
以
外
の
地
子
田
の
設
定
が
古
記
成
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④

立
の
上
限
と
考
え
ら
れ
て
い
る
天
平
十
年
・
正
月
に
ま
で
遡
珍
う
る
と

す
る
と
、
古
記
が
公
田
一
乗
概
説
を
と
っ
て
い
た
と
は
云
い
切
れ
ず
、

古
記
と
義
解
及
び
釈
の
公
田
解
釈
に
は
違
い
が
み
ら
れ
る
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
古
記
の
説
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
養
老
令
公
田
条
の
公
田
は
乗
田

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
養
老
令
荒
廃
条
の
公
田
に
対
す
る

令
集
解
・
義
解
の
註
釈
で
は
公
田
1
1
乗
田
説
が
と
ら
れ
て
い
な
い
。

即
ち
、
義
解
は
「
位
田
、
賜
田
、
及
口
分
田
、
墾
田
野
業
、
是
為
鼻

私
田
ハ
自
余
者
、
皆
為
昌
公
田
一
也
」
と
註
釈
し
て
お
り
、
公
田
は
乗

田
だ
け
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
穴
説
は

「
公
、
謂
上
条
乗
田
也
」
と
述
べ
て
公
紐
一
乗
口
説
を
と
っ
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
が
、
右
に
す
ぐ
ひ
き
続
い
て
「
其
寺
神
田
、
量
レ
状

亦
可
レ
為
禰
公
田
闘
也
、
（
中
略
）
闘
官
田
為
レ
無
レ
主
導
、
若
有
“
借
佃
一

者
、
心
許
公
田
処
一
」
と
述
べ
て
寺
神
田
・
閾
官
田
も
ま
た
公
田
と
し

て
扱
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
養
老
令
荒
廃
条
で
公
田
と
対
立
す
る
概
念
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
私
田
に
つ
い
て
の
註
釈
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
私

田
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
こ
れ
と
対
立
す
る
概
念

た
る
公
田
の
内
容
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
義
解
が
私
田
と
し
て
具
体
的
に
名
を
あ
げ
て
い
る
の

は
位
田
・
賜
田
・
口
分
田
・
墾
田
で
あ
る
が
、
　
「
位
田
・
賜
田
・
及

　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

口
分
田
・
墾
田
等
割
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
通
り
、
私

田
の
す
べ
て
を
尽
し
た
も
の
で
は
な
い
。
で
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の

田
地
が
こ
の
外
に
泓
沼
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
暴
説
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

朱
云
、
私
田
三
年
還
レ
主
、
公
田
六
年
還
レ
宮
潔
、
未
知
、
野
田
、
位
田
、
功

田
、
賜
田
等
、
為
昌
私
田
｝
為
議
公
田
一
口
、
門
訴
田
亦
聴
二
判
借
｝
不
、
筈
、
皆

可
レ
為
扁
私
田
一
也
、
四
脚
可
昌
証
徴
一
考
、

こ
こ
で
は
義
解
で
み
ら
れ
な
か
っ
た
職
田
と
功
田
が
私
田
と
し
て
み

え
て
い
る
。
そ
の
反
面
口
分
田
と
墾
田
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

朱
説
は
こ
の
両
者
が
私
田
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
職
田
・
位

田
・
功
田
・
賜
田
等
が
私
田
で
あ
る
か
公
田
で
あ
る
か
を
問
う
て
い

る
の
で
あ
り
、
口
分
田
及
び
墾
田
も
ま
た
私
田
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

職
田
及
び
功
田
を
私
田
と
考
え
る
点
に
お
い
て
穴
説
も
朱
筆
と
一
致

す
る
。
穴
記
は
「
公
、
謂
上
条
乗
田
也
、
其
寺
神
田
、
量
レ
状
早
旦

レ
為
曽
欄
公
田
一
也
」
と
公
田
が
乗
田
・
寺
神
田
等
を
指
す
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
後
、
こ
れ
に
す
ぐ
ひ
き
続
き
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

霞
余
雑
色
田
皆
為
昌
私
隈
↓
難
昌
職
位
功
田
嚇
若
盗
作
荘
家
奪
還
墨
留
主
｝
考
、
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可
レ
云
レ
主
故
、
榊
醐
祇
臨
田
閾
官
田
為
レ
売
レ
主
故
、
砦
有
二
借
馬
一
者
、
約
晶

公
田
処
↓

や
や
難
解
な
文
章
で
あ
る
が
、
　
「
そ
の
意
味
は
、
乗
田
及
び
寺
田
神

田
は
公
田
な
れ
ど
も
、
自
余
の
雑
色
田
は
職
位
・
功
田
の
如
き
も
私

田
で
あ
る
、
何
と
な
れ
ば
之
を
盗
作
し
た
者
は
、
播
種
せ
る
苗
子
は

之
を
『
官
主
』
に
返
還
せ
よ
と
い
う
律
の
規
定
に
従
て
『
主
』
に
返

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も
　
　
も

還
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
關
官
田
（
職
田
の
公
に

返
れ
る
も
の
）
は
『
無
主
』
の
田
で
あ
る
か
ら
、
荒
廃
田
と
し
て
借
佃

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ち

を
許
す
場
合
に
は
、
公
田
の
借
佃
と
し
て
取
扱
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ふ
こ
と
で
あ
る
。
」
　
と
す
る
中
田
薫
氏
の
解
釈
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
即
ち
、
穴
説
は
口
分
田
・
墾
田
は
勿
論
の
こ
と
窪
田
・
位
田
・

功
田
の
如
き
有
主
部
は
す
べ
て
私
田
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
無
主
田

は
す
べ
て
公
園
と
し
て
取
扱
う
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
穴
説
が
公
田
と
私
田
と
を
識
別
す
る
方
法
と
し
て
無

主
で
あ
る
か
有
主
で
あ
る
か
と
い
う
基
準
を
出
し
て
き
て
い
る
の
は

注
目
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
義
解
・
朱
説
（
及
び
釈
説
）
が
輪
軸
と

し
て
名
を
あ
げ
て
い
る
の
は
い
ず
れ
も
有
頴
田
で
あ
り
、
従
っ
て
穴

説
の
公
私
田
識
別
の
基
準
は
こ
れ
ら
諸
説
に
も
あ
て
は
ま
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
養
老
令
荒
廃
条
の
r

公
田
及
び
私
田
に
対
す
る
令
集
解
及
び
義
解
の
諸
註
釈
は
、
公
田
1
1

無
主
田
・
私
田
一
壷
三
田
説
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
諸
説
が
私
田
一
瞬
主
群
と
し
て
具
体
的
に
名
を
あ
げ

て
い
る
口
分
田
・
位
田
・
賜
田
・
功
田
・
紅
型
（
治
田
）
・
職
田
等
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

延
姦
式
に
よ
る
と
い
ず
れ
竜
輸
租
田
で
あ
る
。
こ
の
中
の
口
分
田
・

位
田
・
賜
田
・
功
田
・
墾
田
は
古
記
・
罠
部
立
・
幽
艶
等
に
お
い
て

も
輸
租
田
と
記
さ
れ
、
延
喜
式
の
説
く
と
こ
ろ
と
一
致
す
る
の
で
あ

る
が
、
職
田
は
古
記
及
び
敗
亡
に
お
い
て
不
輸
租
田
と
記
さ
れ
て
お

り
、
延
喜
式
と
異
っ
て
い
る
。
江
田
は
古
記
及
び
旧
記
の
説
く
よ
う

に
本
来
不
輸
租
田
だ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
穴
記
の
説
く
と
こ
ろ
は
注

陰
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
酔
払
田
配
置
「
租
稲
荷
東
二
把
、
町
租

廿
二
束
」
の
註
釈
の
中
で
穴
記
は
虻
田
が
不
輸
租
田
で
あ
る
こ
と
を

主
張
し
な
が
ら
屯
、
「
但
輸
レ
租
不
レ
輪
レ
租
委
曲
者
、
説
晶
令
釈
一
了
、

可
二
陣
問
一
也
漏
と
疑
義
を
申
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
令
釈
は
「
其

職
田
亦
無
レ
租
、
亦
為
晶
師
説
ハ
令
釈
聾
唖
師
説
一
飯
、
作
レ
令
日
、
論

レ
無
レ
租
所
レ
定
、
更
不
レ
可
レ
有
レ
別
式
一
也
」
と
不
輪
租
田
説
を
と
つ

　
　
⑨

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
穴
説
が
こ
の
よ
う
に
疑
義
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
穴
説
が
成
立
し
た
当
時
に
お
い
で
職
田
が
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輸
租
田
で
あ
る
か
不
輸
租
田
で
あ
る
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
輸
租
か
不
輸
租
か
が
問

題
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
職
田
が
位
田
・
賜
田
・
功
田
等
と
大
差
の

な
い
有
主
監
だ
つ
た
こ
と
に
起
閃
す
る
と
思
わ
れ
る
。
延
喜
式
に
お

い
て
職
田
は
輸
租
田
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、

有
主
田
は
輸
租
田
で
あ
る
i
無
主
矯
は
不
輸
租
田
で
あ
る
一
と

い
う
原
注
が
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
私
田
（
一
有
主
田
）
は
輸
租
田
で
あ
り
公
田
（
1
1
無
主
田
）

は
不
輸
租
田
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
公

田
一
不
輸
租
田
・
私
田
1
1
輸
租
田
説
は
、
以
後
少
く
と
も
十
一
世
紀
初

頭
の
頃
ま
で
公
私
田
識
別
の
基
準
と
し
て
法
家
の
問
に
伝
え
ら
れ
て

い
っ
た
ら
．
し
い
。
即
ち
、
惟
宗
允
亮
が
、
政
事
要
略
の
中
で
、
公
田
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

不
輸
租
田
を
指
す
と
強
く
主
張
し
て
い
る
の
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
養
老
律
は
一
部
を
残
し
て
多
く
は
國
配
し
、
他
は
僅
か
に
逸
文
が

残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
公
田
と
い
う
文
字
の
用
例
は
戸
婚

律
逸
文
中
に
次
の
二
例
を
み
る
だ
け
で
あ
る
。
即
ち
、

凡
妄
認
昌
公
私
田
↓
若
盗
貿
易
賃
学
者
、
一
段
以
下
答
五
十
、
二
段
溶
血
等
↓

過
昌
杖
一
百
ハ
五
段
加
昌
一
等
り
罪
止
漏
徒
二
年
半
↓
謂
認
為
無
畏
慾
為
二
己
蟄

と
、

諸
学
づ
耕
一
種
公
私
田
一
嚢
、
一
瓢
以
下
答
三
十
、
五
樹
影
鳳
一
等
↓
過
昌
杖
一

団
↓
十
畝
加
昌
一
等
↓
罪
野
田
徒
一
年
半
吋
荒
田
減
画
影
↓
強
者
各
各
二

等
↓
苗
齢
飯
昌
官
主
唱

と
い
う
唐
墨
に
対
応
す
る
養
老
律
で
あ
る
。
右
の
公
私
田
に
対
す
る

法
家
の
註
釈
は
残
っ
て
い
な
い
が
う
そ
れ
が
賛
老
令
荒
廃
条
の
公
私

田
の
そ
れ
と
同
一
内
容
で
あ
る
こ
と
は
、
養
老
令
荒
廃
条
の
公
私
田

に
対
す
る
註
釈
中
の
穴
記
に
後
者
即
ち
戸
婚
律
盗
耕
種
公
私
田
条
が

引
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
朋
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
律
令
に
お
け
る
公
田
の
用
例
と
こ
の
公
田
に
対
す
る
法
家

の
註
釈
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
公
田
と
い
う
前

葉
の
一
般
的
用
法
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二

　
公
田
と
い
う
文
字
は
律
令
以
外
に
も
多
く
み
ら
れ
る
。
私
達
は
、

こ
れ
ら
律
令
以
外
の
史
料
に
み
え
る
公
田
に
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う

な
律
令
の
公
田
に
対
す
法
家
の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
適
応
し
て
い
っ
て

よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
律
令
以
外
の
史
料
と
い
っ
て
も
、
租
帳
・

青
蕾
帳
・
不
堪
佃
帳
・
損
田
帳
等
の
雑
公
文
で
は
公
田
と
い
う
言
葉

を
用
い
て
い
な
い
か
ら
、
主
と
し
て
田
券
の
類
及
び
格
式
（
勅
或
は
官
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符
）
等
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
先
ず
田
町
類
の
用
例
か
ら
み
て
ゆ
く
こ

と
に
し
よ
う
。

　
田
地
売
券
等
に
み
え
る
四
聖
の
記
載
中
に
、
　
「
限
公
田
」
と
し
て

公
田
の
文
字
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
の
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
場
含
の
公
田
が
乗
田
や
無
主
田
或
は
不
輪
租
田
を
意
味
す
る
も

の
で
な
い
こ
と
は
、
そ
の
現
れ
る
回
数
が
余
り
に
竜
多
い
こ
と
か
ら

凡
そ
の
推
定
は
つ
く
が
、
次
の
例
は
こ
の
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

寺
家
伝
法
供
家
牒
　
丹
波
国
衙

　
　
（
申
略
）

　
一
欲
被
下
段
於
多
紀
郡
、
任
国
牒
旨
、
今
免
除
剰
田
収
公
庄
司
寄
人
臨
蒔
雑

　
役
状
．

　
　
三
河
内
郷
一
条
三
大
由
里
八
坪
弐
段
三
三
三
三
三
三
二
重
網
二
一
畑
心
誤

　
　
　
　
二
条
四
里
桃
本
里
十
五
坪
弐
段
被
注
乗
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
丁
山
ハ
坪
弐
段
三
三
三
三
止
少
楠
飲
波
藁
厩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
上
爾
坪
漸
、
七
四
葦
内
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
、
離
臆
判
治
開
寺
田
、

　
　
　
　
廿
六
坪
壱
段
弐
三
下
陸
歩
離
繋
璽

　
　
　
　
婁
一
坪
壱
段
式
一
戸
騨
国
難
謡
い
弩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

右
彼
庄
去
月
廿
六
日
解
状
偶
、
今
年
検
疫
収
納
　
　
以
件
田
称
被
取
誉
田
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

購
、
貴
勘
地
子
井
付
徴
色
色
雑
物
、
　
（
下
略
）

右
の
牒
で
は
公
田
・
乗
田
・
寺
田
が
別
の
も
の
と
し
て
併
記
さ
れ
て

お
り
、
公
田
と
乗
田
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
公
田

は
乗
田
の
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
無
主
田
の
こ
と
で
も
不
輸
租
田
の

こ
と
で
屯
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
、
延
喜
五
年
九
月
十
日
の
日
付
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

あ
る
東
大
寺
領
因
幡
国
高
庭
一
管
田
帳
は
天
平
勝
宝
七
年
・
宝
亀
四

年
・
弘
仁
十
四
年
・
嘉
祥
三
年
置
田
図
を
比
狡
し
た
竜
の
で
あ
る
が
、

天
平
勝
宝
七
年
の
田
図
に
よ
る
と
後
に
高
龍
頭
と
な
っ
た
地
は
一
段

か
ら
四
・
五
段
に
至
る
多
く
の
零
細
な
百
姓
治
田
と
清
水
寺
田
・
乗

田
・
公
田
・
口
分
賑
よ
り
な
っ
て
い
た
し
、
宝
亀
四
年
も
（
口
分
田
こ

そ
み
ら
れ
な
い
が
）
百
姓
治
田
・
寺
田
・
乗
田
・
公
田
よ
り
な
っ
て
い

た
こ
と
が
し
ら
れ
、
こ
の
場
合
の
公
田
も
ま
た
乗
田
或
は
無
主
田
・

不
輸
租
田
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
右
に
あ
げ
た
例
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
田
券
類
に
み
ら

れ
る
公
田
の
用
法
は
田
図
田
籍
に
お
け
る
公
田
の
三
法
に
拠
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
田
図
田
籍
に
記
さ
れ
た
公
田
と
い
う
の

は
一
体
ど
の
よ
う
な
性
格
の
土
地
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
よ
く

物
語
る
の
は
、
、
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
年
）
十
月
二
十
一
臼
付
の
越

　
　
　
⑭

前
国
司
解
の
中
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

東
南
五
条
九
粉
谷
黒
十
九
粉
谷
田
上
分
爾
弐
傭
歩
蝦
珊
留
滞
獅
棚
駐
芋
竃
㎜
・

　
山
斗
案
内
、
上
件
田
地
、
依
去
天
平
感
宝
元
年
四
月
一
日
　
詔
書
、
国
司
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守
従
五
位
下
・
粟
田
朝
臣
欺
爪
勢
麻
呂
、
操
従
六
位
上
大
伴
宿
禰
㎜
潔
足
等
、
以

　
同
年
閏
五
月
四
日
、
占
東
大
寺
田
地
已
詑
、
然
寺
家
占
後
、
百
姓
等
私
治

　
開
寿
地
、
為
己
墾
田
、
今
勘
問
百
姓
、
申
糞
、
誤
治
寺
地
、
無
更
所
申
、

　
己
三
所
治
進
上
寺
家
、
伏
弁
已
詑
、
亦
船
王
井
撫
京
四
条
一
坊
戸
主
従
七

　
位
上
上
毛
野
公
奥
麻
鼠
戸
口
田
辺
来
女
等
、
治
開
寺
地
為
己
墾
田
、
依
有

　
罪
人
支
髄
、
没
官
是
実
、
毒
家
所
占
堺
内
、
傍
改
正
考
田
、
亦
以
天
平
宝

　
字
四
年
目
校
量
駅
使
正
五
薫
香
石
上
朝
臣
爽
継
等
、
響
家
所
開
不
注
寺
田
、

　
只
注
今
新
之
由
、
即
入
公
田
之
目
録
数
、
申
官
金
詑
、
侮
以
天
平
日
宇
五

　
年
班
田
遅
日
、
擾
百
姓
R
分
、
井
所
注
公
田
、
分
改
革
、
並
為
寺
家
田
已

　
詑
、
但
百
姓
口
分
代
者
、
以
乗
田
替
授
之
、

右
で
注
目
す
べ
き
は
、
校
田
使
が
公
田
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
し
て

図
帳
に
記
入
し
、
公
田
と
決
つ
允
竜
の
は
班
田
の
際
に
口
分
田
と
し

て
農
民
に
班
給
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
百
姓
口
分
田
と
し
て

班
給
さ
れ
た
こ
と
は
公
田
が
無
主
田
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、

公
田
と
乗
田
が
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
を
考
え
る
と
、
公
田

と
い
う
の
は
無
主
田
で
あ
り
次
の
班
田
の
際
に
口
分
田
と
な
る
か
乗

田
と
な
る
か
将
た
そ
の
他
の
諸
田
に
な
る
か
そ
の
帰
属
が
決
定
さ
れ

る
べ
き
は
ず
の
田
地
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
引
用
の
史
料
は
た
ま
た

ま
新
開
田
が
公
田
と
さ
れ
た
場
合
の
竜
の
で
あ
っ
た
が
、
新
開
田
だ

け
で
な
く
、
死
亡
等
に
よ
っ
て
堰
堤
さ
れ
た
口
分
田
も
公
田
と
し
て

狡
田
の
際
の
図
帳
に
寵
載
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
公
差
の

こ
の
よ
う
な
用
法
は
、
貞
観
の
頃
に
お
い
て
も
な
お
み
る
こ
と
が
出

来
る
。
即
ち
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
年
）
の
元
興
寺
領
近
江
退
治
智
庄

　
　
⑭

丁
田
帳
に
、

掛
…
五
三
古
家
田
五
段
二
百
歩
下

　
豪
雪
、
田
刀
依
知
大
窟
愁
云
、
此
田
唯
有
名
自
恕
、
光
由
進
地
子
、
難
語

　
≧
使
愁
申
、
而
都
不
弁
、
以
強
迫
元
実
地
子
、
御
影
民
大
愁
蒋
、
細
工
勘

　
推
算
、
前
≧
寺
所
領
三
段
二
頁
歩
、
被
奪
公
田
二
段
也
、
被
二
郎
由
、
口

　
分
戸
主
依
知
真
象
申
云
、
己
不
知
寺
田
給
口
分
、
今
承
賢
者
教
、
更
不
二

　
作
申
、
避
已
畢
、
即
進
地
子
、

八
里
二
家
田
七
段
百
冊
歩
、

　
右
回
、
東
　
段
二
百
僻
歩
巾
上
、
先
≒
一
三
公
田
、
不
平
地
子
、
禿
入
勘

　
匡
、
遂
被
給
秦
咋
丸
口
分
、
転
光
由
勘
、
而
令
別
当
三
豊
保
推
決
、
令
進

　
避
文
、
即
地
子
勘
収
之
、

と
み
・
え
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
公
田
と
さ
れ
た
後
に
口
分
田
と
し
て

班
給
さ
れ
て
い
っ
た
状
態
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

　
田
券
類
に
み
え
る
公
田
と
い
う
言
葉
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ

の
は
、
公
田
と
さ
れ
た
土
地
が
す
べ
て
口
分
田
・
乗
田
等
に
宛
て
ら
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れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
一
寸
触
れ
た
延
喜
五

年
の
東
大
寺
領
因
幡
国
高
庭
庄
検
笹
葺
に
よ
る
と
、
高
専
層
累
二
条

土
浦
東
里
外
の
二
十
三
か
ら
三
十
四
に
至
る
坪
は
天
平
勝
宝
七
年

（
七
五
五
年
）
に
は
二
十
三
・
二
十
四
の
両
坪
が
山
で
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
外
は
無
冠
の
状
態
だ
つ
た
が
、
宝
亀
四
年
．
（
七
七
三
年
）
の

田
図
に
は
す
べ
て
山
と
記
さ
れ
、
弘
仁
十
四
年
（
八
≡
二
年
）
に
は
開

墾
が
進
ん
だ
ら
し
く
こ
こ
に
、
四
町
八
段
余
の
公
田
の
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
が
、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
年
）
の
田
図
で
は
ま
た
す
べ
て
も

と
の
山
と
記
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
度
開
墾
さ
れ

た
と
こ
ろ
が
再
び
山
に
逆
も
ど
り
し
た
の
は
、
こ
の
地
が
耕
地
と
し

て
不
適
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
弘
仁
十
三
年

頃
の
校
章
に
お
い
て
公
田
と
は
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
の
地
は
収
穫
の

極
め
て
少
い
田
で
あ
る
た
め
、
口
分
田
と
し
て
農
斑
に
班
給
さ
れ
る

こ
と
も
な
く
、
ま
た
乗
田
と
し
て
賃
租
に
出
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、

弘
仁
十
四
年
の
班
田
図
に
は
公
田
と
し
て
そ
の
ま
ま
記
載
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
格
式
（
勅
或
は
官
符
）
等
に
み
え
る
公
田
に
つ
い
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。
但
し
式
に
つ
い
て
は
そ
の
成
立
年
代
が
不
明
な
た
め
、

一
応
考
察
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
す
る
。
格
式
等
に
お
け
る
公
田
の

初
見
は
、

太
政
官
奏
、
諸
国
公
田
、
国
司
随
昌
郷
土
沽
価
一
賃
租
、
以
昌
其
価
一
送
晶
太
政

官
丙
以
供
荒
塗
癖
↓
奏
可
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十

と
い
う
続
日
本
紀
天
平
八
年
（
七
三
六
年
）
三
月
庚
子
の
条
で
あ
る
。

令
の
規
定
と
類
似
し
た
文
章
で
、
何
故
こ
の
よ
う
な
奏
上
が
な
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

た
の
か
明
ら
か
に
な
し
え
な
い
が
、
公
田
と
い
う
言
葉
が
令
の
条
文

の
公
田
と
同
様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
次

に
公
田
の
文
字
の
み
え
る
の
は
、
続
日
本
紀
天
平
宝
字
元
年
（
七
五

　
　
　
　
骨
五

七
年
）
八
月
辛
摺
餌
の
次
の
勅
で
あ
る
。

勅
日
、
治
国
大
綱
、
在
昌
文
与
7
武
、
廃
レ
一
不
可
、
言
薯
昌
前
経
輔
三
号
放
レ

勅
、
為
レ
勧
当
文
才
↓
随
昌
織
閑
要
司
量
鷺
二
公
田
鴫
但
至
レ
備
レ
武
、
未
レ
有
晶
処

分
嚇
今
故
六
衛
、
腰
昌
射
三
田
ハ
毎
年
季
冬
、
二
丁
試
晶
優
劣
↓
以
給
晶
超
群
↓

令
糞
武
芸
↓
其
申
衛
府
辮
町
、
「
衛
門
府
、
左
右
衛
士
府
、
左
右
兵
衛
購
三

十
町
、

こ
の
勅
と
同
様
、
諸
司
要
三
田
の
三
三
に
つ
い
て
述
べ
た
天
応
元
年
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

（
七
八
一
年
）
一
二
月
八
日
の
太
政
官
符
は
、

　
合
二
条

　
一
請
レ
加
昌
鮒
田
一
事

　
　
　
（
中
略
）

　
一
請
レ
概
嘉
学
校
六
田
一
事
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（
中
略
）

以
前
得
昌
大
宰
府
解
一
構
、
管
内
諸
国
財
田
多
レ
数
、
報
身
、
麗
昌
上
件
勲
賞

以
勧
レ
人
者
、
右
大
臣
宣
、
奉
レ
勅
、
宜
レ
依
レ
請
、

と
、
先
の
勅
が
公
田
と
述
べ
た
と
こ
ろ
を
乗
田
と
記
し
て
い
る
。
だ

が
v
天
平
宝
字
年
間
に
乗
田
と
い
う
雷
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
わ
け
で
な
い
か
ら
、
勅
の
公
田
は
イ
コ
ー
ル
乗
田
で
は
な
い
よ
う

で
あ
り
、
こ
の
点
も
注
音
心
し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
公
田
の
文
字
の
み
え
る
の
は
、
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
年
）
と

な
る
。
即
ち
、

越
前
國
坂
井
郡
公
田
二
町
、
荒
田
八
十
町
場
レ
講
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乎
菰

と
い
う
座
本
後
紀
延
暦
十
五
年
九
月
発
卯
条
の
記
事
で
あ
る
。
以
後
、

公
田
の
文
字
は
斯
か
る
賜
田
記
事
の
中
に
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
の
場

合
の
公
顯
は
、
賜
田
に
宛
て
ら
れ
た
田
で
あ
る
か
ら
無
主
田
で
あ
る

と
考
え
て
よ
い
。
そ
う
し
て
続
日
本
後
紀
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三

近
江
国
野
洲
郡
公
田
井
荒
廃
田
二
百
八
十
五
町
、
賜
二
親
子
内
親
王
ハ
（
承
和

七
年
　
　
　
三
十

四
年
二
月
癸
亥
条
）

と
い
う
記
事
と
共
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三

以
出
摂
津
国
八
部
郡
［
〕
公
田
丼
乗
田
昔
一
町
一
書
昌
後
院
勅
旨
田
嚇
（
承
卸

八
年
　
　
　
六

五
年
三
月
癸
亥
条
）

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
公
田
は
乗
田
惣
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と

が
知
ら
れ
る
か
ら
、
賜
田
寵
事
の
公
田
が
田
螺
類
に
み
え
る
公
田
と

同
種
の
田
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
推
定
し
て
誤
の
な
い
。
従
っ
て
、
賜

田
記
事
に
お
け
る
公
田
は
、
正
し
く
は
現
下
公
田
と
す
べ
き
で
あ
り
、

荒
田
は
荒
廃
公
田
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
延
暦
以
降
に
お
け
る

官
符
類
の
公
田
の
用
法
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
弘
仁
五
年
（
八
一
四
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

正
月
十
五
日
の
　
「
応
レ
給
温
単
毅
…
獄
田
一
事
」
を
定
め
た
太
政
窟
符
に

は
、望

請
、
以
属
校
出
公
田
嚇
准
二
陸
奥
国
軍
毅
（
給
二
件
職
田
一
者
、

と
あ
る
が
、
こ
の
公
田
の
用
法
は
田
券
類
に
お
け
る
公
田
の
用
法
と

同
じ
で
あ
る
。
官
符
類
に
は
用
法
の
明
確
な
も
の
が
少
い
た
め
一
例

し
か
引
き
え
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
官
符
類
に
み
え
る
公
田
も
田
頭

類
に
み
え
る
公
田
と
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
変
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
公
田
に
は
現
作
田
と
荒
廃
田
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

現
作
田
の
面
積
は
荒
廃
田
に
比
べ
る
と
非
常
に
少
な
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
賜
田
記
事
を
み
る
と
、
現
作
公
田
が
賜
田
に
宛
て
ら
れ

た
場
合
そ
の
面
積
は
極
め
て
小
さ
く
二
町
前
後
か
せ
い
ぜ
い
十
町
余

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
荒
廃
公
田
の
場
合
は
響
町
乃
至
二
百
町
と
い

う
の
が
普
通
で
あ
り
、
現
作
公
田
の
比
率
の
小
さ
か
っ
た
こ
と
が
知
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・
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
田
は
口
分
田
に
屯
乗

田
に
も
す
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
生
産
力
の
低
い
土
地
だ
つ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
大
部
分
は
荒
廃
田
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
、

荒
廃
公
田
の
多
か
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
荒
廃
公
田
の
多

く
あ
っ
た
こ
と
は
、
天
長
元
年
（
八
二
四
年
）
八
月
二
十
日
の
太
政
官

⑲符
に
「
夫
除
二
不
堪
田
一
之
外
、
別
有
昌
常
荒
田
ハ
百
姓
耕
作
、
国
司

徴
レ
租
、
民
畏
二
等
迫
｛
常
第
二
耕
食
暗
伏
望
、
一
身
之
閥
、
永
聴
柵
謂
混

食
ハ
優
六
年
牛
後
徴
レ
租
如
レ
法
者
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
証
せ
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
官
符
で
冥
土
す
べ
き
は
、

荒
廃
公
田
を
農
民
が
耕
作
し
た
場
合
、
輸
租
田
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
こ
そ
、
一
般
的
用
法
に
お
け
る
公
田
が
乗
田
と
同

様
に
無
主
田
で
あ
り
な
が
ら
、
乗
田
と
非
常
に
異
る
点
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
平
安
時
代
の
初
頭
ま
で
に
隈
っ
て
公
田
の
一
般
的
用
例
に

考
察
を
加
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
み
ら
れ
た
公
田
の
用
法

は
法
家
の
公
田
に
薄
す
る
註
釈
と
非
常
に
異
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
何

故
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

三

令
文
中
の
公
田
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
諸
家
の
誰
釈
と
公
田
と
い

う
言
葉
の
一
般
的
用
法
と
は
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
令
集
解
・
義
解
の
公
田
に
対
す

る
諸
家
の
註
釈
と
い
う
の
は
、
公
磁
と
い
う
言
葉
の
一
般
的
用
法
に

随
っ
て
令
の
公
田
条
或
は
荒
廃
条
を
解
釈
し
た
の
で
は
条
文
の
意
味

が
通
じ
な
く
な
っ
て
き
た
た
め
、
公
田
条
の
公
田
は
乗
田
の
こ
と
で

あ
る
と
か
、
荒
廃
条
の
公
田
は
無
主
照
1
1
不
宣
租
田
の
こ
と
で
あ
る

と
か
い
う
註
釈
を
加
え
る
必
要
が
生
じ
て
出
来
た
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
義
解
が
「
公
田
者
乗
田
也
」
と
公
田
条
で
述
べ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
公
田
1
1
乗
田
説
を
あ
ら
ゆ
る
公
田
の
用
例
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

あ
て
は
め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
考
え
方
が
本
末
顛
倒
し
た
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
か
ろ
う
。
で
は
何
故
公
田
の
令
文
に
お
け
る
用
法
と
一
般
的
用

法
が
註
釈
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
異
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ

の
間
の
事
情
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
天
平
八
年
（
七
三
六
年
）
三
月
二
十
黛
の
太
政
官
奏
で
は
公
田
と
い

う
書
葉
が
大
宝
令
公
田
条
中
の
公
田
と
同
様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
先
に
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
本
来
は
令
文
の
用
法

と
一
般
的
用
法
は
矛
盾
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
当
時

に
お
い
て
は
、
口
分
田
・
位
田
・
職
田
そ
の
他
の
雑
色
田
に
宛
て
ら
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れ
て
残
っ
た
田
地
は
i
公
田
は
一
i
す
べ
て
地
子
田
と
し
て
賃
租

に
出
さ
れ
て
お
り
、
荒
廃
公
田
が
開
墾
さ
れ
て
そ
れ
が
輸
租
田
と
さ

れ
る
と
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
宝
令
を

註
釈
し
た
肯
記
が
「
公
田
不
レ
輸
レ
租
、
以
昌
十
分
之
二
地
子
一
事
レ
価

也
」
と
だ
け
述
べ
、
公
田
は
乗
田
の
こ
と
で
あ
る
と
限
定
し
な
か
っ

た
の
は
恐
ら
く
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
天
平
十
年
（
七
三
八
年
）

頃
に
は
ま
だ
公
田
は
乗
田
の
こ
と
で
あ
る
と
限
定
し
て
邪
言
田
の
公

田
と
区
別
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

天
応
元
年
（
七
八
一
年
）
三
月
八
日
の
太
政
官
符
で
乗
田
と
記
さ
れ
た

と
こ
ろ
が
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
年
）
八
月
二
十
五
日
の
勅
で
は
公

田
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
先
に
指
摘
し
た
が
、
こ
の
こ
と
も
右
の
よ

う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
理
な
く
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
荒
廃
公
田
を
耕
作
し
た
場
合
、
そ
れ
が
輸
租
田
と
さ
れ
る
に

至
っ
た
の
は
何
時
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
大
宝
令
荒
廃
条
に
は
荒
地

を
開
墾
し
た
場
合
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
荒

廃
公
田
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
大
宝
令

荒
廃
条
の
中
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
荒
地
と
い
う
言
葉
は
、
古
記

が
「
未
熟
荒
野
望
地
、
先
客
荒
廃
者
非
」
と
註
釈
し
て
い
る
こ
と
で

明
ら
か
な
通
り
荒
廃
公
田
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
養
老
令
荒
廃
条

で
は
荒
廃
公
田
の
耕
作
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
養
老
令

が
施
行
さ
れ
た
天
平
勝
宝
九
歳
（
七
五
七
年
）
以
前
の
格
式
で
荒
廃
公

闘
の
耕
作
に
触
れ
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
し
、
こ
れ
以
降
に
お
い
て

公
田
の
令
掌
中
の
用
法
と
一
般
的
用
法
の
異
っ
て
く
る
の
が
み
ら
れ

る
か
ら
、
荒
廃
公
田
の
耕
作
に
つ
い
て
の
規
定
は
恐
ら
く
養
老
令
が

最
初
で
あ
り
、
養
老
令
の
施
行
に
よ
っ
て
六
年
と
い
う
期
限
付
で
は

あ
る
が
は
じ
め
て
荒
廃
公
田
は
古
意
田
と
し
て
耕
作
が
許
さ
れ
る
こ

と
に
胤
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
養
老
令
荒
廃
条
の
本
文
は
、

荒
廃
公
田
が
耕
作
さ
れ
た
場
合
そ
れ
が
輸
租
田
と
な
る
こ
と
を
何
ら

規
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
義
解
及
び
釈
説
が
荒
廃
条
中
の
「
私

田
　
二
年
還
㌦
土
、
公
田
六
年
還
レ
官
」
　
の
註
釈
に
お
い
て
「
難
箔
班
田

年
ハ
未
レ
満
レ
限
巻
、
不
レ
合
レ
収
、
其
限
内
渚
輪
レ
租
、
限
外
者
輸
晶
地

エ
」
一
」
　
「
難
二
班
第
一
開
講
木
レ
至
二
一
一
一
。
山
ハ
な
＋
艦
之
闇
凹
者
、
　
不
レ
収
也
、
　
案

三
年
忌
年
之
間
可
レ
出
レ
租
也
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
輸
租
田
だ

つ
た
こ
と
は
推
定
し
て
誤
り
な
か
ろ
う
。
竜
つ
と
も
、
義
解
の
完
成

し
た
天
長
十
年
（
入
三
三
年
）
に
は
既
に
天
長
元
年
（
八
二
四
年
）
八

月
二
十
日
の
太
政
官
符
に
よ
っ
て
荒
露
公
田
を
開
墾
し
た
場
合
は
輸

租
田
と
し
て
一
身
の
間
耕
食
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
に
至
っ
て
お
り
、

こ
の
義
解
の
註
釈
は
机
上
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
し
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て
も
こ
れ
払
註
釈
は
在
来
の
慣
例
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
か
ら
、
養
老
令
施
行
の
頭
初
か
ら
荒
廃
公
田
が
耕
作
さ
れ
た

場
合
は
輸
租
田
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
輪
租
田
と
し
て
の
公
田
は
、
荒
廃
田
で
あ
る
た
め
そ

の
耕
作
の
初
年
こ
そ
多
大
の
労
力
を
費
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
が
、
地
子
田
で
あ
る
乗
田
に
比
べ
る
と
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ

」
ど
負
担
の
少
な
い
田
地
で
あ
り
、
ま
た
墾
田
ほ
ど
も
開
墾
に
困
難
を

伴
な
わ
な
い
か
ら
中
小
農
民
で
も
容
易
に
耕
作
す
る
こ
と
が
出
来
、

こ
れ
が
た
め
急
激
に
増
え
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
こ

の
よ
う
な
輸
租
田
で
あ
る
公
田
の
増
大
し
た
結
果
は
、
公
田
と
い
え

ば
地
子
田
（
乗
田
）
よ
り
竜
一
般
に
は
輸
租
田
の
方
を
指
す
に
至
り
、

か
く
し
て
養
老
令
公
田
条
の
用
法
と
一
般
的
用
法
が
相
違
す
る
に
至

め
、
養
老
令
公
田
条
の
公
田
は
乗
田
の
こ
と
で
あ
る
と
の
註
釈
が
必

要
に
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
養
老
令
荒
廃
条
の
公
田
に
対
す
る
諸
家
の
註
釈
は
公
田
1
1
無
主
田

（
不
輸
租
田
）
説
を
と
り
、
公
田
条
の
そ
れ
と
少
し
異
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
荒
廃
条
に
お
い
て
公
田
は
私
田
に
対
立

す
る
雷
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
私
田
と
い
う
言
葉
の
用
例
は

我
国
で
は
非
常
に
少
く
、
田
券
類
に
至
っ
て
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い

状
態
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
私
田
と
い
う
言
葉
が
我
国
で
一
般
に

殆
ん
ど
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
私
田
に
対
立
さ
せ
て
公
命
と
い
う
言
葉
を
用

い
る
こ
と
も
一
般
に
は
余
砂
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

り
、
荒
廃
条
に
お
け
る
公
私
田
と
い
う
用
法
は
我
国
の
一
般
的
用
法

に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
く
て
唐
令
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
現
存
唐
令
中
か
ら
公
私
田
と
い
う
言
葉
を
み
つ
け
出

す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
唐
律
で
は
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
唐
令

で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
誤
り
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

養
老
令
荒
廃
条
は
最
初
か
ら
註
釈
を
必
要
と
す
る
条
交
だ
つ
た
の
で

あ
る
。
か
く
の
如
く
、
養
老
令
公
田
条
の
公
田
が
大
宝
令
の
用
法
を

そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
の
に
対
し
て
同
令
荒
廃
条
の
公
田
は
唐
令
に
お

け
る
用
法
を
踏
襲
し
た
と
思
わ
れ
、
両
者
に
対
す
る
諸
家
の
註
釈
の

違
い
は
こ
こ
か
ら
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

太
政
宮
符

　
慈
三
諸
国
荒
田
命
昌
民
再
訂
一
事

右
参
議
左
近
衛
中
将
従
四
位
上
兼
行
下
総
守
清
原
真
人
夏
野
奏
状
構
、

夫

57　（557）



除
二
不
堪
佃
一
之
外
、
別
有
一
㎜
常
荒
田
納
百
姓
耕
作
、
国
司
徴
レ
租
、
民
畏
昌
此

迫
嚇
常
椰
回
忌
食
↓
伏
望
、
一
身
之
闘
、
永
安
目
耕
食
叫
但
六
年
之
後
徴
レ
租

如
レ
法
者
、
右
大
臣
宣
、
奉
レ
勅
、
依
レ
奏
、
墨
池
溝
堰
等
加
二
公
功
一
巻
、
不
レ

聴
レ
用
呂
其
水
丙
復
不
レ
得
昌
因
レ
此
勢
家
耕
作
↓

　
　
天
長
元
年
八
月
廿
日

　
右
は
先
に
少
し
引
用
し
た
天
長
元
年
（
八
二
四
年
）
の
太
政
官
符
で

あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
養
老
令
の
施
行
に
よ
っ
て
荒
廃
公
田

は
輪
租
田
と
し
て
六
年
間
耕
食
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ

七
い
た
の
で
あ
る
が
、
右
の
官
符
に
よ
っ
て
そ
の
三
食
の
期
間
は
延

長
さ
れ
一
身
の
間
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
右
の
官
符

に
よ
っ
て
、
荒
廃
公
田
が
農
民
に
よ
．
つ
て
耕
作
さ
れ
た
場
合
、
そ
の

公
田
は
口
分
田
と
同
じ
扱
い
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
開
発
の
功
と
し
て
六
年
間
は
輸
租
が
免
ぜ

ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
・
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
颪
観
十
二
年

（
八
七
〇
年
）
に
更
に
ゆ
る
め
ら
れ
、
耕
作
者
が
初
墾
の
年
よ
り
六
年

以
内
に
死
亡
し
た
場
合
で
も
六
年
間
は
収
公
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
輸
租
も
免
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
公
田
を
耕
作
し
た
場
合
こ
の
よ
う
に
口
分
田
と
岡
ゼ
扱
い
が
な
さ

れ
だ
と
す
る
と
、
口
分
田
と
公
田
が
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
ゆ
く
の
は
必
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
既
に
先
に
引
用

し
た
寅
観
元
年
（
八
五
九
年
）
の
元
興
寺
領
近
江
国
費
智
庄
検
田
帳
の

欝
三
下
古
家
田
の
二
段
は
口
分
田
と
し
て
班
給
さ
れ
た
後
も
公
田
と

称
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、

次
の
場
合
は
明
ら
か
に
口
分
田
と
公
田
が
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
。

○
　
東
大
島
影
二
四
至
は
、
東
土
名
張
河
、
南
限
斎
宮
登
道
大
、
西
町
蘇
尾

野
井
小
引
町
立
、
北
限
同
名
張
河
井
八
多
高
峯
者
、
因
之
捻
案
内
、
三
三
尤

多
、
故
何
者
、
東
大
寺
使
所
三
四
二
内
爾
、
所
有
田
地
山
林
皆
所
領
也
岩
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
無
脱
力
）

件
四
至
内
三
三
寺
領
掌
潜
、
此
四
至
内
敢
・
有
他
人
所
領
、
然
而
百
姓
口
分

井
私
田
地
、
他
人
所
領
亦
巨
多
也
、
浦
不
旧
領
件
他
領
、
三
一
砒
纏
也
、

○
　
倶
三
三
杣
粟
四
至
、
若
州
名
張
河
、
爾
四
至
指
斎
宮
上
路
者
、
其
内
地

併
記
家
計
町
民
歩
数
、
可
被
領
掌
者
也
、
国
策
南
四
望
内
、
敢
不
可
有
他
領
、

然
而
件
名
張
河
西
、
薦
生
御
牧
上
方
、
添
山
所
在
寿
神
領
田
畠
、
私
人
領
地

公
田
、
其
数
已
多
、
或
号
大
屋
戸
、
或
冬
夏
焼
、
然
而
其
領
主
各
別
也
、
併

非
東
大
奪
領
、
以
有
畜
潜
艦
、

前
者
は
康
保
元
年
（
九
六
四
年
）
九
月
二
十
五
日
付
の
板
蝿
杣
四
至
砒

薮
の
蔀
で
あ
り
・
後
老
康
保
三
年
（
九
山
ハ
穴
年
）
四
旦
百
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
伊
賀
国
夏
見
郷
刀
禰
等
解
の
一
部
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
を
述
べ
た

部
分
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
前
者
で
「
百
姓
口
分
井
私
田
地
」
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と
述
べ
た
と
こ
ろ
を
後
者
で
は
「
私
人
領
地
公
田
」
と
述
べ
て
い
る

か
ら
、
口
分
田
が
公
田
と
も
称
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
ま
た
、
後
者
即
ち
伊
賀
国
夏
見
郷
刀
禰
等
解
の
他
の
部
分
に
は
、

右
件
杣
四
璽
井
御
牧
四
至
、
相
分
尤
顕
然
也
、
其
故
何
者
、
所
謂
板
蝿
講
者
、

是
在
笠
間
河
西
方
、
焼
原
杣
者
在
笠
間
河
菓
方
、
笠
間
遊
者
是
従
南
流
北
、

其
末
出
会
名
張
河
、
是
即
薦
生
御
牧
西
四
至
也
、
御
牧
一
三
領
主
、
又
牧
内

治
田
新
開
賑
井
公
田
、
本
自
任
図
帳
公
験
、
牧
可
領
之
、
以
牧
領
掌
他
人
可

領
之
、
以
其
人
領
掌
、
公
田
又
官
物
租
税
三
色
弁
進
、
其
来
尚
夷
、

と
あ
り
、
　
「
公
田
又
官
物
租
税
毎
回
弁
進
、
一
一
尚
　
」
と
述
べ
て

い
る
か
ら
、
公
田
が
輸
租
田
だ
つ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
の
で
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
公
田
と
い
う
三
葉

は
、
天
長
以
降
に
な
る
と
、
従
来
の
よ
う
に
無
主
の
荒
廃
田
を
借
回

し
た
場
合
の
輪
租
田
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
口
分
田

を
も
含
む
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
公
田
の
内
容
の
拡
大
は
、

太
政
官
符
等
に
み
え
る
公
田
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
。

太
政
官
符

　
応
下
諸
国
按
田
図
准
コ
拠
大
二
一
返
却
上
坐

右
得
昌
属
部
省
解
一
著
、
検
昌
諸
国
所
レ
進
恩
田
帳
↓
損
多
二
一
、
相
コ
折
両
数
｛

所
レ
損
或
国
四
千
町
已
下
、
或
国
二
百
町
以
上
、
豊
野
、
凡
勘
扁
斗
帳
一
考
損

進
同
レ
数
無
レ
所
扁
増
益
｝
者
、
熊
掌
レ
夢
魔
レ
帳
、
夫
一
両
損
丁
三
権
不
レ
軽
、

況
件
狡
損
公
田
三
四
千
町
、
応
レ
輸
租
稲
且
　
四
五
万
束
↓
一
損
之
後
軍
復
無

レ
期
、
是
劇
格
式
無
レ
制
、
二
野
忘
レ
公
之
所
レ
致
也
、
望
講
、
白
目
今
以
後
、

准
コ
拠
大
帳
一
不
レ
許
昌
損
減
↓
若
有
レ
所
レ
損
、
為
レ
例
返
レ
帳
、
但
非
常
損
者
、

令
一
㎜
別
録
言
上
一
越
、
右
大
匿
宣
、
依
レ
講
、

　
（
八
六
二
年
）
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
滑
蝋
機
甲
四
年
六
月
五
口
B

右
の
官
符
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
公
田
が
口
分
田
を
含
む
も
の
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
亀
な
か
ろ
う
。

　
右
に
述
べ
た
よ
う
な
公
田
と
口
分
田
の
岡
三
化
は
、
班
田
収
三
綱

の
崩
壊
に
伴
な
う
郷
戸
制
の
崩
壊
に
よ
っ
て
徹
底
さ
れ
、
両
潜
の
区

別
は
全
く
な
く
な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
班
田
の
目
的
は
い
う
ま
で
も
な
く
租
庸
調
等
の
収
取
を
確
実
に
行

う
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
郷
戸
を
単
位
と
し
て
行

わ
れ
る
の
が
原
則
だ
つ
た
。
延
喜
二
年
（
九
〇
二
年
）
三
月
十
三
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

班
田
勤
行
を
命
じ
た
太
政
官
符
に
よ
る
と
、
畿
内
で
は
元
慶
五
年

（
八
八
一
年
）
に
狡
班
田
が
行
わ
れ
て
以
来
延
姦
に
至
る
ま
で
一
度
も

狡
班
田
は
行
わ
れ
ず
、
自
余
の
諸
国
に
お
い
て
は
五
六
十
年
間
行
わ

れ
な
い
ま
ま
に
来
た
と
こ
ろ
菟
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
延
喜
の
頃
に
は

「
遂
使
蕊
不
整
之
戸
多
領
節
田
畷
ハ
正
清
之
燗
未
レ
授
降
口
分
（
調
乳
難

レ
済
大
概
由
レ
此
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
。
右
の
こ
ど
か
ら
、
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少
く
と
も
畿
内
に
お
い
て
元
慶
の
頃
に
は
ま
だ
郷
戸
単
位
の
収
取
が

行
わ
れ
て
お
り
、
延
喜
に
至
っ
て
も
な
お
政
府
は
郷
戸
制
に
執
着
し

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
に
お
い
て
、
延

喜
頃
に
は
郷
戸
制
の
維
持
し
難
い
状
態
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
も

知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
寛
平
六
年
（
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

九
四
年
）
二
月
二
十
三
鶏
の
太
政
官
符
が
正
税
を
要
望
貴
賎
の
区
別

な
く
耕
田
数
に
準
じ
て
班
挙
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

承
平
二
年
（
九
三
二
年
）
八
月
二
十
二
臼
の
丹
波
国
酒
に
よ
る
と
、
調

絹
は
「
郷
毒
莚
等
名
」
に
付
徴
さ
れ
て
急
・
こ
の
よ
う
に
郷

戸
制
は
延
喜
を
堺
と
し
て
急
速
に
崩
壊
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
私
は

別
稿
で
戸
籍
が
十
世
初
頭
即
ち
延
喜
の
頃
を
堺
と
し
て
有
名
無
実
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
ゆ
く
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
の
戸
籍
の
有
名
無
実
化
は
郷
戸
制

の
崩
壊
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
天
長
以
降
は
荒
廃
公
田
を
耕
作
し
た
場
合
口
分
田
と
同
じ
扱
い
が

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
先
に
述
べ
た
が
、
本
来
口
分
田
は
戸
田

と
し
て
郷
戸
単
位
に
班
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
荒
廃

公
田
は
個
人
に
面
食
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
実
際
の
取
扱
い
に
お

い
て
は
違
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
郷
戸
制
の
崩
壊

は
こ
の
よ
う
な
違
い
も
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
、
秋
分
田
は
郷
戸
単
位
で
は
な
く
個
人
に
定
食
が
許
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
口
分
田
と
公
田
の
同
質
化
が
こ
こ
に
完
成
す
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
こ
の
段
階
の
公
田
は
口
分
沼
と
荒
廃
公
田
の
二
つ
の

系
統
を
引
く
竜
の
で
あ
り
、
そ
の
性
質
は
両
者
の
そ
れ
を
併
せ
も
つ

も
の
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
公
田
は
耕
作
を
続
け
る
限
り
に
お
い
て

終
身
的
用
益
が
認
め
ら
れ
る
が
、
耕
作
者
は
租
ば
か
り
で
な
く
田
数

に
応
じ
て
庸
・
調
・
出
挙
等
の
負
担
を
有
し
た
の
で
あ
る
。
寛
弘
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

年
（
一
〇
一
二
年
）
正
月
二
十
二
璃
の
和
泉
国
符
案
に
み
え
る

既
謂
公
田
、
何
有
私
領
、
然
則
寛
弘
五
年
以
往
蒐
廃
公
田
者
、
縦
是
難
称
大

名
之
古
作
、
可
令
労
作
小
人
之
申
請
、
離
開
本
名
不
荒
春
作
、
猶
共
草
加
作

者
、
郡
司
髄
検
其
新
古
之
坪
、
雲
斎
君
名
里
雪
講
也
、

と
い
う
国
衙
の
主
張
は
、
こ
の
よ
う
な
公
田
の
性
格
を
よ
く
物
語
る

　
　
　
　
　
⑳

も
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
口
分
田
と
公
田
の
同
質
化
が
、
厳
重
に
よ
る
負

　
　
　
　
　
　
　
⑳

田
1
1
名
の
請
作
制
度
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
成
立
と
同
一
の
現
象

を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
名
の
成

立
に
つ
い
て
は
周
知
の
通
り
諸
説
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
注
目
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

べ
き
は
村
井
康
彦
氏
の
説
で
あ
る
。
村
井
氏
は
、
従
来
の
名
成
立
に

関
す
る
諸
説
が
い
ず
れ
も
土
地
所
有
権
と
直
接
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
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公田について（県谷）

れ
て
い
る
点
を
批
判
し
、
律
令
制
的
収
取
形
態
の
転
換
過
程
に
お
い

て
名
成
立
を
考
え
よ
う
と
す
る
石
母
田
正
氏
の
説
を
発
展
さ
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
名
の
本
質
を
つ
い
た
も
の
で
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
負
担
内
容
の
変
化
に
重
点
を
置
き
、

収
取
形
態
そ
の
も
の
の
変
化
に
つ
い
て
殆
ん
ど
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た

た
め
「
名
成
立
の
歴
史
的
前
提
」
を
論
じ
た
に
止
ま
り
、
名
の
成
立

ま
で
説
明
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
私
は
、
，
名
の
成
立
は
、
先
に
述

べ
た
郷
戸
制
の
崩
壊
に
よ
る
個
人
を
単
位
と
す
る
収
取
形
態
の
成
立

に
求
め
る
べ
き
だ
ど
考
え
て
い
る
。
名
は
人
で
な
く
土
地
を
指
す
の

が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
出
挙
を
は
じ
め
と
し
て
調
庸
等
の
諸
負

担
が
人
別
賦
課
か
ら
田
率
賦
課
へ
変
っ
て
ゆ
き
、
個
人
の
耕
作
地
の

多
寡
が
収
取
の
基
準
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
結
果
で
あ
る
。

口
分
田
は
戸
田
よ
り
な
っ
て
い
た
が
、
か
く
の
如
く
口
分
田
の
系
譜

を
引
く
公
田
は
名
か
ら
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
上
述
の
如
き
公
田
の
変
化
に
伴
な
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

私
田
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
変
っ
て
く
る
の
が
み
ら
れ
る
。
次
に
引

用
す
る
の
は
、
私
田
の
用
例
の
初
見
で
あ
る
日
本
書
紀
天
武
天
皇
五

年
（
六
七
七
年
）
条
で
あ
る
。

　
是
年
、
将
レ
都
踊
薪
城
↓
而
限
内
田
薗
者
不
レ
汗
馬
公
私
一
悪
不
レ
耕
悉
荒
、
山
面

不
レ
都
夷
、

右
の
私
田
は
天
平
十
五
年
（
七
四
三
年
）
の
墾
田
永
年
私
財
法
発
布
以

前
の
用
例
で
あ
る
か
ら
、
永
年
私
財
田
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、

r
恐
ら
く
令
文
中
の
私
田
と
同
様
に
有
都
田
を
意
味
し
た
屯
の
で
あ
ろ

う
。
令
集
解
田
令
荒
廃
条
の
「
其
官
人
於
欄
所
部
界
内
ハ
有
二
空
閑
地
一

願
レ
佃
者
、
妊
三
二
営
種
一
」
に
対
す
る
跡
記
に
は
「
問
、
一
二
六
年
、

及
任
内
佃
食
、
田
租
何
、
答
、
私
田
及
墾
田
輸
レ
租
、
正
則
於
輔
空
閑

些
輪
組
無
レ
疑
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
私
田
と
墾
田
－
永
年
泓
財

田
を
区
別
し
て
い
る
の
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
私
田
は
・
有
墨
田

で
あ
り
、
本
来
は
墾
田
1
1
永
年
私
財
田
を
含
ま
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
鴨
河
堤
平
話
西
水
陸
田
二
十
二
町
百
九

十
五
歩
の
耕
作
を
許
し
て
寛
平
八
年
（
八
九
六
年
）
四
月
十
三
臼
の
太

　
　
　
⑳

政
官
符
に
は
、

　
但
諸
家
井
百
姓
墾
田
多
在
漏
玉
薬
　
皆
朋
昌
中
河
水
↓
今
加
晶
実
検
一
撮
レ
聴
二
開

　
墾
↓
何
者
等
等
田
、
以
昌
堤
西
中
河
水
一
挙
口
腔
之
↓
不
レ
可
レ
為
一
褒
防
面
諭
↓

　
又
聾
畝
与
昌
百
姓
口
分
一
海
錨
、
縦
難
レ
不
レ
耕
、
而
不
レ
可
レ
為
扁
放
牧
之
地
（

　
　
（
大
脱
力
）

　
但
三
条
・
路
以
南
有
司
荒
廃
私
田
五
六
町
↓
黙
然
昌
百
姓
口
分
納
然
則
件
田
当

　
レ
致
昌
放
牧
之
煩
一
者
、

と
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
の
私
田
と
い
う
の
は
口
分
田
を
意
味
せ
ず
、
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墾
田
一
永
年
私
財
田
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
有

三
田
で
あ
る
口
分
田
が
公
田
の
中
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ

の
よ
う
に
口
分
田
等
よ
り
も
よ
り
所
有
権
の
輩
固
な
有
主
簿
で
あ
る

永
年
私
財
田
だ
け
が
私
田
と
称
さ
れ
る
に
至
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
べ
つ
。

延
喜
式
巻
二
十
二
畏
部
内
に
、

凡
私
墾
田
用
昌
公
水
一
考
、
論
二
多
少
↓
収
晦
日
公
田
↓
配
水
饒
無
レ
妨
処
者
、

不
レ
論
漏
年
之
遠
近
一
聴
為
昌
私
田
吋

と
み
え
る
公
私
田
の
用
法
は
斯
か
る
段
階
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
公
田
が
輸
租
田
で
あ
り
所
当
官
物
を
国
衙
に
納
め
る
の
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
に
対
立
す
る
私
田
は
不
輸
租
田
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
が
生

ず
る
の
は
ま
た
当
然
で
あ
ろ
う
。
政
事
要
略
第
五
十
三
の
、

問
、
治
田
、
武
雄
↑
主
税
式
称
二
霞
余
田
一
之
内
上
、
働
可
レ
徴
レ
租
云
々
、
案

レ
之
、
格
云
、
墾
田
任
レ
為
扁
私
財
一
尤
凱
型
三
世
嚇
一
身
永
年
莫
レ
取
云
々
、

称
昌
治
田
一
者
是
墾
田
鰍
、
已
為
二
私
田
一
贈
爵
晶
宮
私
物
一
曹
、
称
踊
自
余
｝
者
本

載
昌
図
籍
一
租
賑
鰍
、
又
如
レ
此
私
田
、
禿
＝
本
頴
一
翌
翌
付
負
昌
正
税
一
哉
如
何
、

と
い
う
問
は
こ
れ
を
物
語
る
。
こ
の
間
に
対
し
て
著
者
の
惟
宗
允
亮

は
、
墾
田
・
泓
田
は
輪
租
田
で
あ
り
「
出
挙
興
其
来
尚
奥
、
式
依
二

人
言
開
出
挙
、
格
准
二
作
田
一
班
挙
、
偏
称
二
墾
田
齢
非
レ
可
轟
遁
避
一
」
と
述

べ
て
い
る
。
し
か
し
現
実
に
は
私
田
一
墾
田
の
不
輸
租
田
化
は
進
展

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
次
に
少
し
述
べ
て
お
こ
う
。

　
九
世
紀
末
に
出
挙
は
田
率
賦
課
と
な
り
、
十
世
紀
後
半
に
は
調
庸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

等
亀
田
率
賦
課
へ
変
っ
て
ゆ
く
が
、
こ
の
こ
と
は
、
地
方
豪
族
層
の

墾
田
寄
進
行
為
を
活
濃
化
ぜ
し
め
る
と
共
に
、
寄
進
を
受
け
た
権
門

寺
社
の
墾
田
不
輪
租
田
化
運
動
を
活
澄
化
せ
し
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な

る
。
何
故
な
ら
ば
、
広
大
な
作
田
を
有
す
る
地
方
豪
族
に
と
っ
て
出

挙
・
調
庸
等
の
田
率
賦
課
は
負
担
の
著
し
い
増
大
で
あ
る
か
ら
、
彼

等
は
寄
進
を
通
し
て
中
央
の
権
門
寺
社
と
結
託
し
租
税
の
対
客
を
企

て
る
の
で
あ
り
、
一
方
墾
田
を
地
子
田
と
し
て
請
作
に
ゆ
だ
ね
て
き

た
権
門
寺
社
は
、
請
作
者
に
地
子
と
同
率
の
所
当
官
物
が
か
か
る
こ

と
に
な
っ
た
結
果
墾
田
経
営
は
危
機
に
直
面
す
る
に
至
り
、
彼
等
の

得
分
維
持
の
た
め
に
は
そ
の
不
輸
租
田
化
が
必
要
と
な
り
、
不
輸
租

化
の
運
動
を
熱
心
に
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
延
喜
以
降
に
墾
田
一
庄

園
不
輸
租
の
問
題
が
起
っ
て
く
る
の
は
右
の
事
情
に
よ
る
の
で
あ
り
、

東
大
寺
等
の
広
大
な
庄
園
が
こ
の
頃
多
く
荒
廃
に
帰
し
て
い
っ
た
の

も
右
の
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
現
高
の
墾
田

一
弐
私
田
（
永
年
私
財
田
）
は
不
輸
租
田
と
い
う
結
果
に
な
り
、
私
田

（
永
年
私
財
田
）
は
雌
蕊
租
で
あ
る
と
の
原
則
が
成
立
し
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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公旺iについて（泉谷）

五

　
前
節
に
お
い
て
十
世
紀
以
前
の
史
料
に
即
し
て
公
田
の
考
察
を
行

っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
十
一
世
紀
以
降
に
な
る
と
再
び
公
田
の
意
味

す
る
内
容
が
変
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
斯
か
る
点
か
ら
先
ず
注
目

さ
れ
る
の
は
、
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
年
）
十
一
月
九
賢
付
の
弘
福
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

牒
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
国
司
免
判
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

見
作
州
注
寺
田
、
或
無
色
略
図
藩
、
至
干
寺
田
注
者
、
免
除
租
税
先
覚
、
至

干
無
色
無
図
注
者
、
田
隈
公
田
、
難
可
付
徴
官
物
、
寺
家
所
愁
領
掌
年
久
者
、

依
事
功
徳
、
二
代
≧
国
運
免
除
租
税
又
了
、

右
の
文
中
の
「
至
無
色
無
図
注
者
、
巳
為
公
田
」
と
い
う
言
い
方
は
、

今
ま
で
述
べ
七
き
た
公
田
の
用
法
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
と
墾
田
永

年
私
財
法
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
無
色
無
図
と
註

し
た
土
地
即
ち
田
図
に
今
ま
で
記
載
さ
れ
な
い
で
き
た
土
地
は
未
開

の
荒
地
で
あ
の
、
公
水
さ
え
用
い
な
い
で
開
墾
す
れ
ば
開
墾
丁
私
田

と
し
て
永
年
私
財
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
墾
田
永
年

私
財
法
が
廃
止
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
当
然
公
田
の
意

味
す
る
内
容
に
変
化
が
お
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
．

　
次
の
文
書
に
注
意
し
よ
う
。

政
断
下
　
黒
田
杣
司
井
住
人
等

　
可
早
随
公
田
領
主
蔵
人
所
勘
、
造
進
材
木
醸
、

　
右
、
件
田
堵
等
、
寄
事
三
役
、
不
随
領
主
之
所
勘
之
由
、
甚
不
便
事
也
、

早
件
材
木
可
造
進
、
若
有
致
難
渋
三
三
者
、
有
後
三
三
満
、
所
仰
三
一
、
不

可
三
三
、
故
下
、

　
二
〇
九
〇
年
〉

　
寛
治
四
年
十
【
月
六
臼

　
　
　
　
　
　
㊥

（
三
綱
暑
判
省
略
）

右
で
「
公
田
領
主
蔵
人
」
と
い
う
の
は
藤
原
保
房
の
こ
と
で
あ
る
。

彼
の
所
領
は
伊
賀
国
名
張
郡
矢
掛
・
中
村
の
地
に
あ
っ
た
。
こ
の
保

房
の
所
領
は
電
と
庄
野
を
称
し
て
い
た
が
、
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
年
）

に
国
司
藤
原
清
家
が
庄
号
を
廃
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
相
論
が
起

り
、
応
徳
元
年
（
一
〇
八
四
年
〉
の
官
宣
旨
に
よ
っ
て
保
房
の
領
掌
が

認
め
わ
れ
は
し
た
が
、
爵
号
を
称
す
翫
に
は
至
ら
ず
、
官
物
は
園
衙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
弁
済
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
の
政
所
下

文
で
は
こ
の
土
地
が
公
田
と
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
永
保
三
年

（一

Z
八
三
年
）
の
相
姦
に
お
い
て
国
司
は
「
件
処
是
数
代
之
間
為
公

田
、
勤
仕
国
役
、
専
不
可
得
庄
号
、
称
庄
園
者
、
依
公
験
絹
伝
、
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

代
免
判
、
証
拠
分
明
、
所
得
之
号
也
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
国
鶏

の
主
張
に
よ
る
と
、
公
田
と
い
う
の
は
、
領
主
権
の
有
無
は
問
題
で
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な
く
、
国
役
を
勤
仕
す
る
即
ち
国
衙
に
所
当
租
税
官
物
を
納
…
め
る
べ

き
土
地
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
公
田
に
対
立
す
る
言
葉

は
私
田
で
な
く
、
免
判
を
得
た
と
こ
ろ
の
庄
園
で
あ
っ
た
。

　
以
上
述
べ
た
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
十
一
世
紀
初
頭
以
降
に

な
る
と
、
輸
租
か
不
輸
租
か
と
い
う
こ
と
だ
け
が
公
田
で
あ
る
か
否

か
を
決
定
す
る
要
素
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
永
年
私
財
の
認
め

ら
れ
た
土
地
で
あ
る
か
否
か
は
問
題
で
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
．
こ
の
よ
う
な
公
田
に
対
し
て
所
当
租
税
官
物
を
免
除
さ

れ
た
田
地
即
ち
不
輸
の
地
は
庄
園
と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
変
化
は
何
故
起
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
関
博
し
て
考

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
公
田
私
領
化
の
問
題
で
あ
る
。
公
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
私
領
化
に
つ
い
て
は
別
訴
で
詳
細
に
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
再
説
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
い
が
、
十
世
紀
以
前
に
は
「
既
謂
公
田
、
何
有
私
領
」
と
い
わ
れ

た
公
田
に
十
一
世
紀
初
頭
以
降
に
な
る
と
全
面
的
に
領
主
権
が
認
め

ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
公
田
は
す
べ
て
私
領
化
し
、

私
領
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
庄
号
を
称
す
る
の
で
あ
る
が
、
前
節
で
述

べ
た
よ
う
に
当
時
に
蔚
い
て
は
墾
田
（
永
年
私
財
田
）
不
輸
租
の
原
則

が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
墾
田
（
永
年
私
財

田
）
が
二
号
を
称
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
ら
両
者
の
間
が
ま
ぎ
ら
わ
し

く
、
国
衙
と
し
て
は
特
に
「
称
庄
園
者
、
依
公
験
相
伝
、
数
代
免
判
、

証
拠
分
明
、
断
得
之
号
也
」
と
主
張
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
公
田
一
輸
租
田
、
庄
田
一
不
輸
租
田
の
原
則
が
成
立
す
る

に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
十
一
世
紀
初
頭
以
降
に
お
い

て
は
、
立
庄
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
不
輸
権
を
得
る
こ
と
を
も
意
味

す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
年
）
の
武
蔵
国
大
璽
郡
坪
付
は
か
な
り
大
部
・

な
も
の
で
あ
る
が
、
坪
女
に
註
記
さ
れ
て
い
る
田
種
は
「
菱
」
「
公
」

「
乗
田
」
　
「
庄
」
の
四
種
類
だ
け
で
あ
る
。
　
「
菱
」
が
何
を
意
味
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
　
「
公
」
は
公
田
（
贔
）
で
輸
租
田
（
贔
）
、

「
乗
田
」
は
輪
地
子
田
、
　
「
庄
」
は
庄
園
で
不
輸
祖
田
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
次
の
文
章
に
よ
る
と
、
乗
田
（
輪
地
子
田
）
も
公
田
と
称
さ
れ
る
場

合
が
あ
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

観
世
音
寺
三
綱
等
解
、
申
事
　
國
裁
事

　
請
被
選
任
先
判
旨
裁
免
、
号
黒
歯
庄
勘
返
公
田
壱
町
捌
段
落
分
鎚
骨
糸
綿

　
等
状

　
　
八
丈
糸
弐
両
　
綿
弐
両
参
分
参
朱

二
士
勘
返
田
、
従
満
町
坪
之
内
、
被
勘
出
剰
田
堵
、
而
去
年
注
子
細
、
蒙
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国
裁
之
罠
、
早
事
被
　
裁
免
先
了
、
随
則
仰
　
明
政
貴
之
処
、
乾
食
件
分
、

八
丈
糸
井
白
綿
之
使
、
押
責
之
旨
、
尚
不
知
其
理
者
、
任
　
先
例
、
為
被
裁

免
、
言
上
如
件
、
望
諺
国
裁
、
被
裁
免
、
重
仰
厳
重
尖
、
以
解
、

　
（
一
〇
八
八
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
寛
治
二
年
壬
十
月
八
二
　
　
　
（
三
綱
三
二
雀
略
）

右
に
お
い
て
勘
返
せ
ら
れ
た
公
田
一
町
八
段
大
と
い
う
の
は
、
庄
内

の
満
町
の
坪
の
内
か
ら
勘
出
さ
れ
た
乗
田
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
こ
の
場
合
、
乗
田
一
公
田
と
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
乗
田
を
公
田
と
称
す
る
の
は
、
恐
ら
く
、

乗
田
の
地
子
率
と
公
田
■
の
所
当
租
税
官
物
の
量
が
殆
ん
ど
同
じ
で
あ

り
、
共
に
国
衙
の
収
納
の
及
ぶ
田
地
で
、
両
者
の
問
に
実
質
的
な
差

違
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
平
安
時
代
竜
末
期
に
な
る
と
乗
田

と
い
う
欝
葉
の
用
例
が
み
ら
れ
な
く
な
る
が
、
こ
れ
は
界
磁
（
輸
地

子
田
）
が
公
田
（
輪
租
田
）
の
中
に
含
ま
れ
て
全
く
同
質
化
し
て
い
っ

た
結
果
で
あ
ろ
う
。

む
　
　
す
　
　
び

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
公
田
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
内
容
は

一
様
で
な
く
、
律
令
制
的
土
地
制
度
め
変
遷
に
伴
な
っ
て
変
っ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
過
程
を
詳
細
に
あ
と
づ
け
て
い
っ

た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
以
上
の
考
察
に
基
づ
い
て
庄
園
制
の
成

立
過
程
を
概
観
し
、
結
び
と
し
た
い
。

　
庄
園
の
系
譜
を
大
化
前
代
の
屯
倉
田
荘
に
求
め
る
こ
と
は
さ
て
お

く
と
し
て
、
庄
園
成
立
の
起
点
を
天
平
十
五
年
（
七
四
三
年
）
の
墾
田

永
年
私
財
法
の
発
布
に
求
め
る
こ
と
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
十
世
紀
初
頭
頃
ま
で
の
庄
園
と
い
う
の
は
大
部
分

が
輸
租
田
で
あ
り
、
中
央
の
権
門
寺
社
の
熱
心
な
墾
田
獲
得
運
動
に

も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
田
積
は
決
し
て
多
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

十
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
地
方
豪
族
の
墾
田
寄
進
行
為
が
活
議
化
し
庄

園
は
増
大
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
墾
田
自
体
が
公
田
（
口

分
田
を
含
む
）
に
比
べ
て
非
常
に
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が

ら
そ
れ
ほ
ど
庄
園
が
増
大
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
の
拡
大
も
諸

官
符
に
み
え
て
い
る
よ
う
な
非
合
法
な
方
法
に
よ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
じ
め
て
庄
園
不
輪
租
の
問

題
が
お
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
中
央
の
権
門
寺
社
は
自
己

の
得
分
を
維
持
す
る
た
め
に
も
寄
進
者
た
る
豪
族
の
要
望
を
満
た
す

た
め
に
も
庄
園
の
不
輸
租
界
化
が
必
要
と
な
り
、
熱
心
に
運
動
を
行

っ
て
庄
園
不
輸
租
の
原
則
を
つ
く
り
あ
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
ゆ
十
一

世
紀
に
入
る
と
国
衙
に
よ
っ
て
公
田
に
領
主
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
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に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
庄
園
を
飛
躍
的
に
増
大
さ
せ
る
最
大
の
原

因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
、
作
田
の
大

部
分
を
占
め
る
公
田
が
中
央
の
権
門
寺
社
の
所
領
と
な
る
途
が
は
じ

め
て
ひ
ら
か
れ
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
地
方
豪
族

の
私
領
寄
進
等
を
通
じ
て
、
一
国
の
半
ば
近
く
或
は
そ
れ
以
上
が
庄

園
で
占
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
現
象
が
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
場
合
、
墾
田
の
系
譜
を
引
く
以
前
か
ら
の
庄
園
は
本
免
田
と
し
て

特
に
不
輸
権
が
輩
固
に
認
め
ら
れ
た
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
か
く

し
て
庄
園
制
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
庄
園
領
主
は
、
不
母
権
を

更
に
確
実
な
も
の
と
し
て
ゆ
塵
た
め
に
不
入
権
を
も
獲
得
し
て
い
っ

た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
庄
園
制
の
成
立
に
つ
い
て
は
な
お
詳
細
に
述
べ
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
が
多
い
い
が
、
本
稿
の
主
題
か
ら
離
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
、

別
の
機
会
に
ゆ
つ
る
こ
と
に
し
、
こ
れ
で
一
応
筆
を
欄
く
こ
と
に
し

た
い
。

①
　
松
岡
久
人
氏
「
百
姓
名
の
成
立
と
そ
の
性
絡
」
（
『
日
本
封
建
制
成
立
の

　
研
究
』
所
収
）
門
郷
司
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
一
五
号
）
、

　
吉
田
贔
氏
「
田
堵
の
成
立
に
つ
い
て
扁
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
六
号
）
　
「
郷

　
司
制
成
立
に
関
す
る
若
干
の
陶
題
」
　
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
「
鷹
二
三
号
）
、
村
井

　
康
彦
氏
「
名
成
立
の
歴
史
的
前
提
」
（
　
、
歴
史
学
研
究
』
二
一
五
弩
）
　
「
庄

　
　
鰹
と
燦
可
作
　
人
偏
　
（
鷹
、
中
世
社
会
の
基
本
・
癖
造
』
所
収
）
、
戸
隅
芳
実
氏
「
購

　
衛
領
の
名
と
在
家
に
つ
い
て
」
（
『
中
世
社
会
の
基
本
構
造
』
所
収
）
等
の

　
諸
論
文
。

②
　

「
賃
租
制
の
｝
考
察
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
六
二
編
九
弩
、
六
八
頁
）
。

③
愛
楽
遺
文
上
巻
、
二
八
　
頁
。

④
令
集
解
巻
十
二
、
田
麩
蜀
長
条
「
段
語
調
二
東
二
把
、
町
鼠
径
廿
二
束
」

　
の
註
釈
に
所
引
。

⑤
延
喜
式
巻
第
二
十
六
、
主
税
上
、
勘
租
帳
条
。

⑥
古
記
成
立
年
代
の
上
限
は
坂
本
太
鄭
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
天
平
十
年
正

　
月
ま
で
繰
下
げ
ら
れ
（
『
、
史
学
雑
誌
』
四
三
ノ
七
、
一
一
六
頁
）
、
下
限
は
管

　
木
和
夫
氏
に
よ
っ
て
天
平
十
一
年
五
月
ま
で
繰
上
げ
ら
れ
（
『
史
学
雑
誌
』

　
六
三
ノ
ニ
、
　
一
ご
頁
）
、
大
体
こ
の
閲
に
古
記
は
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ

　
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

⑦
「
律
令
時
代
の
土
地
所
有
権
し
（
『
法
潮
史
論
集
第
二
巻
』
一
〇
～
一
一

　
頁
）
。

⑧
延
喜
式
巻
第
こ
十
六
、
竈
税
上
、
獲
麟
帳
条
。

⑨
令
集
解
巻
十
二
、
田
令
六
年
　
班
条
「
神
田
寺
田
不
ぴ
在
扁
此
限
孤
の

　
註
釈
中
。

⑩
　
政
螺
要
略
巻
五
十
三
、
交
替
雑
事
（
雑
腿
）
。

⑧
平
安
遺
文
、
三
〇
二
丹
文
需
。

⑫
　
平
安
遺
文
、
　
一
九
三
号
交
書
。

⑱
　
寧
楽
遺
文
下
巻
、
六
六
二
～
六
八
九
頂
。
な
お
引
用
の
部
分
は
六
七
〇

　
頁
。

⑭
　
平
安
遺
文
、
ρ
一
二
八
琴
文
素
。
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公田について（泉谷）

⑮
　
こ
の
太
政
官
奏
で
は
「
販
売
」
が
「
賃
秘
」
に
な
り
、
ま
た
公
繊
の
価

　
を
雑
用
に
あ
て
る
こ
と
を
述
べ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
が
大
宝
令
の
歌
正
点

　
と
は
考
え
難
い
か
ら
、
今
ま
で
公
隔
の
価
は
地
方
で
溝
費
さ
せ
て
い
た
の

　
を
改
め
て
中
央
に
送
ら
し
め
る
よ
う
に
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
5
か
。

　
早
川
庄
八
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
奏

　
上
の
行
わ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
（
「
公
界
稲
制
度

　
の
成
立
」
　
『
史
学
雑
誌
』
　
六
九
ノ
一
二
）
。

⑯
類
聚
三
代
格
巻
十
五
、
諸
司
田
事
。

⑰
　
類
聚
三
代
絡
巻
十
五
、
引
田
伎
田
公
島
田
事
。

⑧
　
類
聚
三
代
格
巻
八
、
農
桑
薯
。

⑲
「
公
田
と
い
う
の
は
本
来
乗
田
を
呼
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
賃
と
租
と

　
の
二
つ
の
方
法
で
佃
…
し
た
こ
と
が
集
解
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
班
繊
地

　
が
公
田
と
呼
ば
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
に
、
こ
れ
ら
の
土
地

　
の
経
営
の
仕
轟
力
が
も
と
の
山
事
租
的
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
相
心
像
さ
せ

る
。
」
（
松
本
新
八
部
薯
『
中
世
社
会
の
研
究
』
一
閥
O
頁
）
と
い
う
よ
う

　
な
見
解
が
あ
り
、
こ
れ
は
或
程
度
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
様
で
あ
る
。
同
部

　
猛
氏
は
．
「
『
名
』
の
発
生
に
つ
い
て
扁
　
（
『
史
潮
』
五
五
号
）
の
中
で
右
の

　
松
本
氏
の
説
を
祖
述
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
恥
し
村
井
康
彦
氏
は
「
口

　
分
田
の
公
田
化
と
は
、
口
分
田
を
講
作
地
と
し
こ
れ
を
品
箕
租
経
営
に
切
り

　
換
え
た
こ
と
で
は
な
く
、
口
分
隣
か
ら
地
子
弼
官
物
を
徴
序
す
る
象
り
で
、

　
す
な
わ
ち
そ
の
負
担
関
係
に
お
い
て
公
田
－
本
来
の
公
田
且
乗
田
は
地

　
子
田
で
あ
る
一
化
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
」
　
（
「
名
成
立
の

　
歴
史
的
三
星
提
偏
）
　
と
」
松
本
氏
の
｝
読
に
批
判
を
加
え
ら
れ
た
が
、
　
公
邸
民
奨
　

　
田
説
を
あ
ら
ゆ
る
公
田
の
獅
鑓
に
あ
て
は
め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
点
に
お
い

　
て
松
本
氏
の
考
え
方
と
異
る
も
の
で
な
い
。

⑳
類
聚
三
代
春
巻
八
（
農
桑
事
）
所
載
、
頁
観
十
二
年
十
二
月
廿
五
日
付

　
太
政
官
符
。

⑳
　
平
安
遺
文
、
二
七
五
号
文
書
。

⑫
平
安
遺
交
、
二
八
四
号
交
書
。

⑳
　
類
聚
三
代
格
三
十
五
、
校
班
田
事
。

⑳
　
類
聚
三
代
格
巻
十
五
、
校
班
田
凄
。

㊧
　
類
聚
三
代
格
巻
十
四
、
鐵
挙
事
。

⑳
　
平
安
遺
文
、
二
四
〇
号
交
書
。
こ
の
牒
に
み
え
る
名
が
人
を
指
す
か
土

　
地
を
指
す
の
か
両
説
あ
っ
て
定
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
名
が
律
令

　
側
的
収
販
に
用
い
ら
れ
た
悪
葉
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
こ
れ
を
論
ず
る
な

　
ら
ば
無
意
味
な
議
論
と
な
ろ
う
。
本
来
か
ら
い
え
ば
名
は
あ
く
ま
で
人
を

　
振
す
欝
葉
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
収
取
と
関
係
し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
に

　
は
名
が
耕
地
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か

　
か
る
観
点
か
ら
い
え
ば
収
取
と
関
係
し
て
用
い
ら
れ
た
名
は
す
べ
て
土
地

　
を
意
嘱
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
収
取
が
人
別
に
行
わ
れ
る
場
合
は
名
の

　
保
有
地
が
強
く
意
識
さ
れ
な
い
た
め
、
名
の
有
す
る
土
地
の
意
味
は
表
菰

　
に
は
現
れ
て
こ
な
い
。
こ
れ
に
反
し
耕
隣
数
に
准
じ
て
収
取
が
行
わ
れ
る

　
に
至
れ
ば
当
然
名
の
保
有
地
の
多
寡
が
間
．
題
に
さ
れ
、
土
地
に
対
す
る
関

　
心
が
深
ま
り
、
今
迄
表
面
化
し
な
か
っ
た
名
の
有
す
る
土
地
の
意
味
が
強

　
く
荊
面
に
押
し
掲
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
承
平
二
年
に
は
出
挙
し
か
ま

　
だ
田
率
賦
課
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
名
は
人
を
指
す
が
少
し
土
地
の
意

　
味
を
辞
む
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
お
か
し
な
表
現
を
と
ら

　
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
名
が
人
を
指
す
か
土
地
を
指
す
か
と
い
う
議
論
そ
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の
も
の
が
お
か
し
い
か
ら
で
あ
る
。

⑳
　
　
「
規
存
平
安
晦
代
戸
籍
の
考
察
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
九
号
）
。

⑳）

@
平
安
遺
文
、
四
五
七
号
文
欝
。

⑳
　
松
岡
久
人
氏
は
「
百
姓
名
の
成
立
と
そ
の
性
格
」
第
四
節
に
お
い
て
公

　
田
と
い
う
の
は
口
分
田
を
さ
す
の
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、

　
既
述
の
如
く
公
田
は
口
分
関
の
系
譜
を
引
く
土
地
を
含
む
も
の
で
は
あ
る

　
が
、
松
岡
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
公
田
1
1
口
分
田
で
は
な
い
。

⑳
負
名
に
つ
い
て
は
戸
濁
芳
実
氏
前
掲
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳
　

「
名
成
立
の
歴
史
的
前
提
」
。

⑫
　
類
聚
三
代
格
巻
八
、
農
桑
築
。

⑳
　
出
挙
の
国
率
賦
課
へ
の
過
程
に
つ
い
て
は
村
尾
次
郎
氏
の
論
文
．
「
官
稲

　
分
班
の
蓋
準
」
（
『
芸
林
』
九
ノ
三
）
が
詳
細
で
あ
る
。
永
酢
元
年
（
九
八

　
九
年
）
の
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
で
は
調
庸
等
が
細
率
に
賦
課
さ
れ
て
い

　
た
こ
と
が
明
ら
か
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
言
及
さ
れ
て
い
る
の

　
で
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑧
　
平
安
遺
文
、
繭
六
八
号
文
書
。

⑳
　
平
安
遺
文
、
　
＝
一
九
〇
号
文
書
。

⑳
　
平
安
遺
文
、
一
一
九
三
・
一
二
〇
五
・
一
二
一
〇
魯
母
文
書
参
照
。

⑳
　
平
安
遺
句
、
　
一
二
〇
五
・
＝
コ
○
追
号
文
書
。

⑯
　

「
公
田
変
質
の
一
考
察
」
　
（
『
歴
史
評
論
』
一
〇
六
）

⑳
　
平
安
遺
文
、
四
五
七
丹
文
書
。

⑩
　
　
並
丁
安
遺
ガ
〈
、
　
閃
ニ
四
一
〇
口
写
ガ
〈
澄
“
。

⑪
V
．
こ
の
地
は
利
根
川
と
荒
測
の
薄
河
に
は
さ
ま
れ
た
平
顔
な
地
で
あ
り
、

　
し
ば
し
ば
両
河
の
氾
濫
・
河
流
の
変
動
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
低

　
湿
地
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
門
菱
」
と
い
う
の
は
菱
の
繁

　
茂
し
た
沼
沢
地
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑫
平
安
額
髪
、
＝
一
六
八
丹
文
書
。
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tm‘nsition．　Correet　knowledge　should　be　supplied　by　the　then　fact，

the　Peloponnesos　Wa．　r，　which　followed　mi，　ny　disasters　that　evef　had

and　gac　ve　chances　of　many－sided　investigation　in　human　character．

The　constancy　of　hu皿anness　helps　one　to　have　foresight　correspond－

ing　to　similar　facts．　Supported　by　the　spirit　thftc　t　a　brave　and　farse－

eing　leader　could　make　a　honourable　polis　in　history，　he　thought　cor－

rect　writing　of　facts　made　‘　eternal　possession’．

伽κ∂46％公田

by

Yasuo　lzumiya

　　Because　of　a　wide－spread　and　easy－going　conception　that刀467z乗

田st。od　for　the　very　K6den公田meant　by　Ry6π・shi2ge令集解、

in　spite　of　a　frequent　appearance　of　the　word‘K∂4θガiロresources

of　！？itsur3；o”　f”il’Arr：　em．，　the　fundamental　study　on　this　point　seems　to

be　untouqhed，　but　without　this　full　recognition　one　cac　nnot　fully　uncler－

st’and　the　transition　of　landholcling　systera　in　Ritsi・””pt6　system　and．the

forma．　tion　of　manorlal　system．　From　this　point　of　view　this　artlcle

trieg　to　research　Ko”den　fundamentally．　1〈o”den　meant　originally　farm

1狐dbefore　l〈ubunden口分田，　while　it，　by　being　cultivated，　seemed

to　be　treated　as　IVIuchishiden　i瞼地子田，　By　enforcement　of　the　y67’6

養老1aw，　however，　it　wE　s　authorized　to　eam　by　cultivating　for　six

years　as　Yusoden輸租田；in　the　fi　1’st　year　of、Tench6天長　the

period　to　earn　by　ctiltivating　was　poptponed　to　life－time．　Along　with

the　dissolution　of　the　G6ko郷芦system，κ646π　was　ident玉fied　with

．1〈ubunden．　After　the　eleventh　century　the　au£horiza，　tion　of　lord　rlght

on　Ko”den　resulted　ln　the　use　of　the　word　1〈o“den　which　meant　vat・一

soden　correlative　against　FuNnso不輸租manor．　Such　transition　of

J〈6　den　naturally　followed　change　in　meaning　of　Shiden　私田and

lnft，　nor．

Life　of　City　Nobles　at　the　Beginning　of　the　Tokugawa　Era

by

ShUichi　Murayama

　　The　life　of　city　nobles，　from　the　A2uchi－Momo），ama　安土桃山

period　to　the　first　Edo江戸period，　so－called　reorganized　feudalistic
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