
西
魏
時
代
の
敦
焼
計
帳
戸
籍
（
霧
郵
護
文
）

　
　
　
　
　
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題

西

村

兀

佑

酋魏時代の敦煙計帳芦籍に関する二・三の問題（羅村）

　
〔
要
約
】
　
さ
き
に
山
本
達
郎
博
士
が
発
表
さ
れ
た
、
ス
タ
イ
ン
漢
文
文
書
第
六
一
三
畢
（
鎌
取
時
代
の
計
帳
様
文
選
）
は
、
博
士
の
精
緻
な
研
究
に
よ
っ

て
、
そ
の
様
式
・
内
容
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
、
学
界
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
は
実
に
大
き
か
っ
た
。
今
回
わ
た
く
し
は
博
士
の
研
究
に
も
と
づ
い
て
、
つ
ぎ
の

二
・
三
の
問
題
を
考
究
し
た
。
①
本
文
書
に
お
け
る
二
つ
の
記
載
様
式
（
A
・
B
二
種
）
に
つ
い
て
考
え
、
A
種
を
戸
籍
、
B
種
を
計
帳
と
推
定
し
た
。
②

本
文
書
中
の
諜
戸
・
不
鼎
立
・
遊
資
戸
の
内
訳
と
丁
数
に
つ
い
て
、
一
応
の
鋒
定
を
試
み
た
。
③
本
文
書
に
み
え
る
課
日
・
課
戸
・
不
課
戸
・
課
見
輸
出
の

語
は
、
幻
妻
に
お
い
て
汎
粥
さ
れ
る
用
藷
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
内
容
は
西
魏
と
唐
と
で
異
っ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
の
稲
違
か
ら
、
劉
文
成
戸
の
よ
う
に
不

課
口
の
み
の
戸
が
、
課
戸
と
な
る
よ
う
な
事
態
を
招
来
し
て
い
る
と
考
え
た
。

緒

馨
口

　
大
英
博
物
館
所
蔵
ス
タ
イ
ソ
将
来
漢
文
文
書
第
六
二
二
号
は
、
・
も

と
も
と
計
帳
ま
た
は
戸
籍
と
し
て
、
　
一
連
の
文
書
形
体
を
と
と
の
え

た
竜
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
バ
ラ
バ
ラ
に
切
り
は
な
し
、
さ
ら
に
そ

の
一
部
を
と
り
の
ぞ
い
た
ま
ま
、
順
序
も
ま
ち
ま
ち
に
つ
ぎ
あ
わ
ぜ
、

そ
の
紙
背
を
仏
教
経
典
の
書
写
に
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
厄

介
な
文
書
を
、
先
年
、
出
本
達
郎
博
士
が
研
究
さ
れ
、
文
書
の
本
来

の
姿
や
、
記
載
内
容
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
驚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

嘆
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
書
は
、
中
国
西
魏
時
代
の
計

帳
戸
籍
で
、
従
来
、
北
朝
時
代
の
均
田
制
関
係
古
文
書
が
、
全
然
見

当
ら
な
か
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
文
書
の
研
究
が
、
学
界
に
貢
献
す
る

と
こ
ろ
は
実
に
大
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
わ
た
く
し
は
本
文
書
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
結
果
、
本
文
書
の
内
容
お
よ
び
本
文
書
と
唐
代
戸
籍
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と
の
関
係
等
に
つ
い
て
、
二
二
二
気
付
い
た
こ
と
が
あ
り
、
今
回
こ

れ
ら
を
ま
と
め
て
学
界
諸
賢
の
御
批
正
を
仰
ぐ
こ
と
と
し
た
。
小
論

は
も
と
よ
り
山
本
博
士
の
高
論
に
導
か
れ
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
博
士
が
す
で
に
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
を
、
さ
ら
に
重
複
し
て
蛇

足
を
そ
え
る
こ
と
を
な
る
べ
く
さ
け
た
。
そ
の
た
め
交
書
の
全
文
や
、

成
立
年
代
、
そ
れ
か
ら
記
載
内
容
に
関
す
る
諸
事
項
な
ど
、
一
切
周

知
の
事
実
と
し
て
論
を
す
す
め
た
の
で
、
本
論
を
理
解
し
て
い
た
だ

く
に
は
、
山
本
博
士
の
高
論
を
あ
わ
せ
読
ま
れ
ん
こ
と
を
切
望
す
る
。

不
課
戸
・
課
戸
の
三
等
と
戸
数

　
緒
需
に
こ
と
わ
っ
て
お
い
た
よ
う
に
、
本
論
の
資
料
で
あ
る
ス
タ

イ
ソ
漢
・
文
文
書
第
六
一
三
号
の
全
交
は
省
略
し
、
論
述
の
必
要
に
応

じ
て
適
宜
に
引
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
た
め
論
を
す
す
め
る
に

あ
た
っ
て
一
・
二
の
予
備
事
項
を
簡
単
に
の
べ
て
お
こ
う
。
本
文
書

は
西
魏
大
統
二
二
年
に
出
来
た
と
推
定
さ
れ
る
西
魏
の
計
帳
ま
た
は

戸
籍
…
の
一
部
分
で
、
そ
の
原
形
は
お
そ
ら
く
蘇
緯
に
よ
っ
て
考
案
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
文
書
の
様
式
に
は
二
種
類
あ
り
、
山
本

博
士
は
そ
の
様
式
の
相
違
に
よ
っ
て
、
A
種
文
書
と
B
種
文
書
と
に

分
類
さ
れ
た
。
A
種
文
書
は
戸
籍
ま
た
は
そ
の
写
し
と
考
え
ら
れ
る

も
の
で
戸
口
記
事
を
主
体
と
し
て
お
り
、
B
種
交
書
は
こ
れ
ら
三
三

戸
の
一
群
を
総
括
し
て
、
そ
の
戸
口
・
税
役
・
受
田
等
を
集
計
し
た

竜
の
で
あ
る
。
A
種
文
書
に
は
残
欠
が
多
く
、
全
体
の
う
ち
の
一
都

分
を
留
め
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
B
種
文
書
は
初
頭
の
一
部
を
欠
く
の

み
・
で
、
そ
の
他
は
完
全
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
文
書
を
つ
ら
ぬ

く
税
役
・
受
田
の
内
容
を
推
定
す
る
こ
と
が
繊
来
る
。
し
た
が
っ
て

B
文
書
を
主
体
と
し
て
考
え
る
時
、
A
文
書
の
残
欠
し
た
部
分
の
概

略
も
あ
る
程
度
推
測
が
つ
く
の
で
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
当
時
の
儲
役

制
度
の
大
体
が
察
知
出
来
る
。

　
さ
て
わ
た
く
し
は
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
、
本
文
書
の
な
か
に
あ

る
課
戸
・
不
課
戸
の
戸
数
と
戸
等
、
お
よ
び
丁
数
等
に
つ
い
て
の
考

え
を
の
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　
B
文
書
の
受
田
集
計
記
事
の
は
じ
め
に
は

　
戸
　
　
　
　
　
　
　
六
　
　
　
　
　
　
　
　
足

　
　
口
　
　
　
六
　
　
　
男
　
　
　
隆
　
　
　
老
　
　
　
⊥
甲
　
　
　
小

　
牛
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
頭

と
あ
る
。
こ
の
記
事
が
受
田
記
事
の
初
頭
に
お
か
れ
た
の
は
、
そ
の

鮪
弟
一
行
目
に
コ
戸
山
ハ
瞬
に
」
と
あ
る
よ
・
り
に
、
　
こ
の
山
公
P
の
応
イ
実
田
榊
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
べ
て
充
足
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
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魏時代の敦煤計帳芦籍に関する二・三の問題（西村）

　
と
こ
ろ
が
第
二
行
目
に
「
口
六
男
隆
老
中
嬉
し
と
あ
り
、
お
な
じ

よ
う
な
こ
と
は
、
二
分
未
足
の
場
合
に
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

戸
十
豊
二
分

　
ぷ

口
辮
五
良

口
　
　
一

牛

口
十
九
男

口
　
十

　
賎

二

未
　
足

一口

{
八
丁

一
口
一
隆
老

五
　
丁
　
女

　
碑

　
頭

（
＊
口
唱
五
良
は
滑
四
の
誤
）

と
な
っ
て
い
る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
、
　
（
賎
・
牛
の
こ
と
は
除
外
す

る
）
前
者
で
は
、
男
口
六
人
を
隆
老
中
小
と
す
る
に
対
し
、
後
者
で

は
、
男
口
の
う
ち
を
丁
男
一
八
人
と
雄
心
一
人
、
女
口
を
丁
女
一
五

人
に
分
類
し
て
い
る
。
　
こ
れ
は
前
者
の
場
合
が
、
　
六
戸
と
も
に
、

、
丁
男
、
・
丁
女
を
一
人
も
ふ
く
ん
で
い
な
い
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ

る
。
丁
男
．
丁
零
に
受
田
資
格
の
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

老
小
に
受
田
さ
れ
る
の
は
、
本
人
が
戸
主
で
あ
る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
戸
六
足
の
場
合
は
い
ず
れ
も
、
老
小
戸
主
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
は
す
べ
て
不
課
戸
と
み

ら
れ
る
。
ま
た
二
分
未
足
の
な
か
に
み
え
る
口
一
隆
老
も
、
当
然
、

隆
老
戸
主
と
解
さ
れ
、
ま
た
受
田
記
事
の
最
後
に
み
え
る
無
田
の
老

女
も
、
受
田
資
格
を
も
ち
な
が
ら
、
浮
田
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
老
小
筆
戸
を
合
計
す
る
と
、
八
戸
の
不
課
戸
を

摘
娼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
つ
ぎ
に
B
文
書
の
調
布
麻
の
記
事
、
お
よ
び
税
租
の
記
事
を
み
る

と
、
布
は
五
匹
毫
資
、
麻
は
十
斤
台
資
、
税
租
は
五
三
憂
資
口
潤
目

床
税
と
な
っ
て
い
て
、
璽
資
は
丁
床
単
位
で
税
を
負
担
し
、
五
丁
床

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
　
一
応
五
戸
の
豪
資
戸
を
計
出
す

　
　
　
　
　
　
　
③

・
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
つ
ぎ
に
課
戸
上
で
あ
る
が
、
A
文
書
の
配
列
順
序
を
み
る
と
、
右

か
ら
（
1
2
・
1
3
・
1
4
・
1
7
）
と
つ
づ
い
薩
藁
南
は
い
つ
れ
も
課

戸
上
ば
か
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
前
後
に
つ
づ
か
な
い
（
1
6
）
は
、

文
書
面
で
は
戸
等
記
事
を
欠
い
て
い
る
が
、
そ
の
租
額
を
み
る
と
、

こ
丸
は
課
戸
上
の
屯
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
芋
は
「
口
四
課

見
」
で
、
そ
の
内
訳
は
二
丁
男
・
一
丁
妻
と
一
丁
碑
で
あ
り
、
租
額

は
計
鞘
粗
六
γ
伺
四
斗
五
升

　
　
　
　
董
石
濫
淫
五
升
良

四
石
西
三
囲
四
芸
升
掻

｛滑石
二
斗
五
升
折
輸
草
四
囲
半

と
な
っ
て
い
る
。
　
こ
れ
を
、
　
こ
の
文
書
に
あ
ら
わ
れ
た
租
額
の
一
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課
戸
税
額

ド

上

暑卜
覧
表
（
第
1
表
）

租調

折租全
租
額額額

麻布

（
男
女
一
丁
当
）

二
石一

石
面
斗
五
升

七
二
五
升

中

一
石
七
斗
五
升

一
石

七
斗
五
升

下五五一
斗夕霞

二
　
　
丈

一
　
　
斤

　
賎

…（

`
了
当
）

四
斗

　
五
升

八一一

両丈

牛（
一
頭
当
）

一
斗

五
升

二
尺

般
原
則
に
あ
て
は
め
る
と
、
課
戸
上
の
租
額
に
な
る
。
い
ま
参
考
の

た
め
良
・
賎
・
牛
を
通
じ
て
の
、
租
調
の
一
覧
を
第
一
表
に
し
め
し

て
お
こ
う
。

　
さ
て
右
に
よ
っ
て
（
1
6
）
が
、
　
課
戸
上
に
所
属
す
る
と
し
た
場
含
、

A
文
書
に
あ
ら
わ
れ
た
課
戸
上
は
、
劉
文
成
・
侯
老
生
・
其
天
婆
羅

門
の
三
戸
を
…
数
え
る
が
、
さ
ら
に
い
ま
も
う
一
つ
（
1
6
）
を
加
え
る

と
、
合
計
四
戸
と
な
る
。
こ
の
四
戸
の
戸
口
内
訳
を
み
る
と
、
老
小

等
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
丁
男
六
・
丁
女
四
を
数
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
つ
ぎ
に
B
・
卜
書
に
よ
っ
て
、
戸
口
集
計
を
み
る
と
、
課
口
の
部
で

合
、体

的
な
A
文
書
の
記
事
の
方
が
、

一
応
、

誤
わ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

り
も
、

名
減
少
し
て
記
入
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
次
送
に
お
い
て
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
い
ま
は

ふ
か
く
た
ち
い
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
い
つ
れ
に
し
て
も
、
A
・
B

両
文
書
を
対
照
し
て
み
た
結
果
で
は
、
課
戸
上
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

A
文
書
に
あ
ら
わ
れ
た
四
戸
の
戸
口
は
、
す
で
に
リ
ミ
ッ
ト
に
達
し

　
　
は
、
課
戸
上
は
丁
男
六
、
丁
女
三
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
A
・
B
両
文
書
が
一
三
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

　
　
は
、
山
本
博
士
が
す
で
に
説
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

　
　
こ
れ
に
は
疑
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
な
い
か
ら
、
両
者
が

　
　
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
考
え
を
す
す

　
　
め
て
ゆ
く
。
そ
う
し
た
場
合
、
A
・
B
両
文
書
の
記
事
を

　
　
対
照
す
る
と
、
課
戸
上
の
丁
男
は
と
も
に
六
で
、
完
全
に

　
　
一
致
す
る
が
、
丁
女
は
A
文
書
が
四
で
あ
る
に
対
し
、
B

　
　
文
書
で
は
三
で
、
一
人
不
足
を
き
た
す
。
こ
の
よ
う
な
場

B
文
書
の
よ
う
な
集
計
記
事
よ
り
も
、
さ
ら
に
第
一
次
的
、
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
頼
度
が
高
い
と
み
ら
れ
る
か
ら
、

　
A
文
書
の
記
事
が
正
し
く
、
B
文
書
の
そ
れ
は
、
な
に
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
こ
れ
は
誤
記
と
い
う
よ

　
な
に
か
そ
こ
に
別
の
事
情
が
伏
在
し
て
、
故
意
に
丁
女
を
一
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西魏時代の敦煙計帳戸籍に関する二・三の問題（西村）

て
お
り
、
課
戸
上
は
A
文
書
に
み
え
る
四
戸
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　
そ
こ
で
応
受
田
戸
一
二
一
二
の
な
か
か
ら
、
以
上
一
七
戸
を
と
り
の
ぞ

い
た
残
り
の
一
六
戸
は
、
課
戸
中
と
課
戸
下
と
に
相
当
す
る
。
こ
の

一
六
戸
の
う
ち
、
課
戸
中
と
課
戸
下
と
が
そ
れ
ぞ
れ
何
戸
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
は
、
と
れ
を
直
接
決
定
す
る
手
懸
り
は
な
い
。
し
か
し

一
応
の
推
測
を
つ
け
る
こ
と
も
、
無
駄
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

　
A
文
書
の
記
載
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
　
同
一
の
受
田
率
で
も

（
二
分
未
足
の
場
合
を
い
う
）
、
余
剰
労
働
力
（
牛
や
奴
碑
な
ど
）
を
所
有

す
る
場
舎
は
、
戸
等
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な

余
剰
労
働
力
の
あ
る
の
は
、
A
文
書
に
関
す
る
か
ぎ
り
課
戸
上
の
み

で
、
課
戸
中
に
は
そ
の
例
が
み
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
課
戸
中
以
下
に

は
へ
か
り
に
余
剰
労
働
力
が
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
課
戸
中
と
下
と

を
区
分
す
る
規
準
は
、
受
田
率
の
足
・
出
足
の
度
合
だ
け
に
し
ぼ
ら

れ
て
く
る
。
も
し
こ
の
仮
定
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
一
分
未
足
の

七
戸
が
課
戸
下
で
、
二
分
未
足
一
三
戸
の
う
ち
の
九
戸
が
課
戸
中
と

　
　
　
　
　
　
⑤

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
右
に
お
い
て
不
課
戸
の
戸
数
と
、
謀
戸
の
戸
等
別
戸
数
と
を
推
定

し
た
の
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
、
不
課
戸
の
戸
江
別
戸
数
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
手
懸
り
に
な
る
の
は
、

租
の
記
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

都
合

拾
三

陸税

石生

件両

九
石
五
升
上

一一“@A

拾
流
勢
餅

　
所
　
輸
　
糧

四
石
五
升
不
課
戸
上
税

五
石
盛
資
歪
計
丁
床
蘭

貢
石
五
升
折
輸
草

　
石
不
課
戸
　
　
税
租

渠
翻
杯
回
折
輸
草
拾
終
囲

石
折
回
三
六
囲
上

　
　
　
　
　
　
　
　
陰
茎
三

下石

中

B
文
書
の
税

と
あ
り
、
右
の
う
ち
三
行
葭
下
（
左
）
の
応
唱
丁
床
税
に
関
す
る

記
事
を
の
ぞ
け
ば
、
他
は
み
な
不
課
戸
の
税
租
に
関
す
る
記
事
で
あ

る
。
　
（
右
の
第
四
行
目
に
「
六
石
中
」
と
あ
る
の
は
、
　
「
六
石
不
課
戸
中
税

　
　
　
　
　
　
　
⑥

租
」
の
省
略
と
考
え
る
。
）

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
不
課
戸
は
八
戸
あ
る
か
ら
、
右
の
上
・
中
・

下
の
税
租
お
よ
び
折
租
を
、
八
戸
に
分
類
す
る
た
め
の
直
接
の
手
懸

り
は
な
い
が
、
無
田
の
老
女
一
戸
が
、
か
り
に
不
課
戸
下
に
あ
た
る
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不
課
戸
・
戸
等
号
税
黒
鳥
糊
覧
嚢
（
第
5
表
）
㈲

セ
ア不

課
戸
上

不
課
声
中

不
課
戸
下

一五二

税
租
合
計
額

四
石
五
斗

六
　
石

一
　
石

折
租
合
計
額

三
　
石

閤
石
五
斗

｛
戸
当
税
租
額

　石石
馬二二
　斗斗
　　五
　　升

＝
戸
当
折
租
額

九一
　　石

斗五
　　斗

と
し
て
、
上
と
中
と
が
そ
れ
ぞ
れ
何
戸
に
な
る
か
を
考
え
て
み
る
と
、

上
戸
を
二
、
中
戸
を
五
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
も
し
、

こ
れ
以
外
の
数
に
配
分
す
る
と
、
税
額
の
割
当
が
不
合
理
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
で
は
右
の
よ
う
に
配
分
し
た
場
合
の
税
租
額
を
し
め
す

と
第
5
表
㈲
の
よ
う
に
な
る
。

　
不
課
戸
の
税
租
額
を
右
の
よ
う
に
算
出
し
た
場
合
こ
れ

を
課
戸
の
租
額
と
比
較
す
る
と
、
丁
税
・
戸
税
の
単
位
は

こ
と
な
る
が
、
課
戸
よ
り
も
不
課
戸
の
方
が
、
割
増
し
に

な
る
（
不
課
戸
下
を
除
く
）
こ
と
は
第
6
表
に
し
め
す
と
お

り
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
〕
見
不
審
に
思
わ
れ
屯
す
る
が
、
課
戸
に
は
、

調
布
麻
の
負
担
お
よ
び
役
の
負
担
が
あ
る
の
に
対
し
、
不

課
戸
に
は
、
そ
れ
ら
が
全
免
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
丁
税
で

　
⑦

受
田
し
な
い
者
が
不
課
で
あ
る
と
い
う
均
田
法
上
の
一
般
原
則
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
崩
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
不
評
と
い
う
こ
と
と
、
不

税
と
は
こ
と
る
な
も
の
で
あ
り
、
不
課
戸
で
も
税
を
負
担
す
べ
き
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
交
書
が
は
っ
き
り
し
め
し
て
い
る
。
し
か

な
く
雲
集
で
あ
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
不
課
戸
の
負

担
は
、
課
戸
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
軽
い
と
み
ら
れ

る
。　

た
だ
不
課
戸
を
八
戸
と
し
た
場
合
、
無
田
の
老
寡

が
不
課
戸
下
と
な
砂
、
受
田
し
な
い
者
が
一
石
の
税

租
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
の
が
気
が
か
り
だ
が
、

課
戸
・
不
課
戸
・
租
額
お
よ
び
税
租
額
対
照
表
（
第
6
蓑
）

、
／

課
　
戸

～
丁
当

不
課
戸

一
戸
当

二折租

　租

二折税

　租租

上

二七一
　斗石
石五二
　升斗
　　五
　　升

一
石
二
斗
五
升

　
石
五
斗

三
石
七
斗
五
升

中

一
　
石

七
難
五
升

一
石
七
斗
五
升

一
石
二
巴

九
斗

一，

齔
ﾎ
四
斗

　
㈲

一
石
五
斗

一
石
一
斗
二
升
五
合

定
石
六
二
二
升
五
A
口

下
一五五

石斗斗
一
　
石

…
　
石

86　（246）



西魏陣代の敦煙計帳戸籍に関すts　：・三：の問題（酉村）

し
い
ま
の
場
合
、
六
田
の
老
寡
が
ど
う
し
て
一
石
の
不
課
戸
血
税
租

を
納
入
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
彼
女
が
ど
う
し
て
生
活
で
き
た

か
と
い
う
こ
と
と
と
竜
に
、
疑
聞
と
し
て
残
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

魏
書
一
一
〇
食
貨
志
に
「
孤
独
癌
老
篤
疾
貧
窮
、
自
存
す
る
こ
と
能

わ
ざ
る
者
は
、
三
長
の
内
、
迭
い
に
之
を
養
食
す
。
」
　
と
あ
る
以
外

に
は
、
な
に
も
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
世
に
生
を
享
け
、
　
一
戸
を
構
え
・

る
以
上
、
無
田
で
も
田
租
の
負
担
は
免
れ
得
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
と

も
、
こ
れ
は
当
然
免
税
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
後
考
を
ま
つ
の

ほ
か
は
な
い
。

　
以
上
の
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
B
文
書
の
受
田
集
計
記
事
と
、

課
戸
・
不
課
戸
の
戸
等
・
戸
数
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
戸
六
足
の

う
ち
、
牛
一
頭
を
も
つ
一
戸
と
他
の
一
戸
が
上
戸
、
そ
の
他
の
四
戸

は
中
戸
、
二
分
書
足
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
老
前
一
戸
も
中
戸
、
無

田
の
老
女
が
下
戸
と
い
う
こ
ど
に
な
ろ
う
。
　
（
と
い
っ
て
も
推
測
の
域

を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
）
　
そ
こ
で
受
田
率
集
計
と
、
課
戸
・
不
課
戸

の
戸
等
別
配
当
を
第
7
表
に
し
め
し
て
お
こ
う
。

　
な
お
こ
れ
に
関
連
し
て
、
そ
の
丁
数
の
明
瞭
に
わ
か
っ
て
い
る
課

戸
上
・
中
・
下
の
、
戸
等
別
の
了
数
平
均
を
み
る
と
、
課
戸
上
は
四

戸
で
一
〇
丁
、
　
（
男
．
女
を
ふ
く
む
。
た
だ
し
こ
れ
は
A
隠
隠
に
よ
っ
た
も

課
戸
・
不
課
戸
・
戸
等
別
戸
数
「
覧
表
（
第
7
表
）

戸
種
．
三
等
＼

＼
受
田
率

芦
六
足

一
戸
六
～
工
分
一
木
足

戸
十
三
二
分
未
足

戸
七
一
分
未
足

寄
一
無
田

盗
資14

不
課
戸

上
中
下

2
4

1

1

課
　
戸

上
中
下

22
9

7

計

　　nvim
「
0
　
　
　
2
r
O
1
　
　
　
4
9
7

妻
　
　
合
計

5

8

20

計1　7136　633

の
で
、
B
交
書
で
は
丁
女
が
一
人
す
く
な
い
）
課
戸
中
は
九
戸
で
二
九
丁
、

課
戸
下
は
七
戸
で
一
九
丁
で
あ
る
か
ら
、
一
戸
当
平
均
丁
数
は
、
上

が
二
・
五
人
目
中
が
三
・
二
二
人
、
下
が
二
・
七
一
人
と
な
る
。
こ

の
場
合
、
戸
等
の
上
下
と
丁
数
の
多
少
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
射
応

し
な
い
。

　
こ
れ
は
一
見
不
審
で
あ
る
が
、
し
か
し
事
実
A
文
書
の
み
に
よ
っ

て
み
て
も
、
課
戸
中
は
一
戸
平
均
三
人
と
な
っ
て
、
B
文
書
を
竜
と

に
し
て
考
え
た
一
戸
正
平
均
三
・
二
二
人
と
略
岡
に
な
る
。
A
文
書

で
は
、
課
戸
中
の
部
分
に
お
び
た
だ
し
い
断
簡
が
あ
っ
て
、
統
計
資

料
と
し
て
の
価
値
は
低
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
右
の
結
果
を
得
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る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
事
実
が
、
当
戸
籍
内
の
実
情
で
あ
っ
た

と
考
え
て
も
大
過
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
事
実
か
ら
、
当
戸
籍
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
勲
等
の
上
下
は
、

受
田
お
よ
び
動
産
の
多
少
を
、
重
要
な
決
定
要
素
と
し
て
い
た
と
み

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
高
戸
多
々
と
い
う
語
は
、
近
代
に
お
い
て
は
、

し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
る
語
で
あ
る
が
、
当
戸
籍
に
お
い
て
は
、
多
丁

か
な
ら
ず
し
も
高
戸
な
ら
ず
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
丁
数
そ
の
も
の

よ
り
も
、
丁
数
に
対
応
し
て
、
物
的
資
財
が
ど
の
よ
う
に
充
足
し
て

い
た
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

二
　
A
・
B
両
文
書
の
性
格

　
わ
た
く
し
は
第
一
節
に
お
い
て
、
A
・
B
両
文
書
を
竜
と
に
し
て
、

一
・
二
の
問
題
を
の
べ
た
が
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
　
一
体
ど
う
い
う

目
的
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
ホ
博
±
は
、
A
文
書

が
戸
口
お
よ
び
均
田
制
度
の
黒
土
・
税
期
に
関
す
る
具
体
的
記
事
で

あ
り
、
B
文
書
が
そ
の
集
計
で
、
両
文
書
が
た
が
い
に
栢
倹
っ
て
、

一
連
の
文
書
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
こ
れ
を
計
帳
様
文
書
と

名
付
け
ら
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
曾
我
部
静
雄
博
士
は
「
西
面
お
よ
び
砂
丘
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

戸
籍
と
我
が
古
代
芦
籍
と
の
関
係
」
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、
正

倉
院
文
書
中
の
筑
前
国
嶋
郡
川
辺
里
大
宝
二
年
戸
籍
、
お
よ
び
下
総
・

国
葛
上
郡
大
嶋
郷
養
老
五
年
戸
籍
が
、
戸
口
を
あ
げ
た
の
ち
に
、
戸

口
統
計
を
行
な
っ
て
い
る
事
実
を
指
重
し
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
ス

タ
イ
ソ
第
六
二
二
号
文
書
と
同
系
統
の
も
の
で
、
と
も
に
北
魏
源
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
戸
籍
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
曾
我
部
博
士
が
、
本
文
書
を
日
置
戸
籍

対
照
の
う
え
に
位
…
慣
づ
け
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
こ
と
は
、
文
書

の
性
格
を
考
え
る
う
え
に
、
一
つ
の
指
標
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
・

前
掲
の
筑
前
国
等
の
戸
籍
様
式
が
、
唐
の
も
の
と
は
ち
が
っ
て
お
り
、

西
魏
の
も
の
に
共
通
す
る
要
素
を
一
部
分
で
も
も
っ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
こ
れ
は
た
し
か
に
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
　
仁
井
田
陞
博
士
は
こ
の
文
書
を
計
帳
と
さ
れ
、

「
訓
声
と
の
比
較
の
上
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
奈
良
時
代
の
計

帳
の
様
式
内
容
と
の
の
比
較
か
ら
み
る
と
、
私
は
『
計
帳
様
』
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
計
帳
と
い
う
こ
と
に
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
。
」
　
と
の
べ
、
年
月

不
詳
∵
阿
波
国
計
帳
、
お
よ
び
神
亀
王
年
・
山
背
国
愛
宕
郡
雲
上
心

計
帳
を
掲
げ
て
、
山
本
博
士
の
考
え
を
支
持
さ
れ
る
。

　
日
本
の
古
文
書
中
に
は
、
計
帳
と
称
し
て
戸
口
の
具
体
的
記
事
を

記
載
す
る
も
の
が
あ
9
、
ま
た
戸
籍
と
称
し
て
戸
欝
の
統
計
記
事
を
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西魏時代の敦煙計帳戸籍に関する二・三の問題（酉村）

記
載
し
た
も
の
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
記
載
様
式
の
み
を

手
懸
と
し
て
、
戸
籍
と
計
帳
と
の
分
界
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
や

や
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の
戸
籍
・
計
帳
の
源
流
が
中
国
の
そ

れ
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
屯
と
つ
く
と
こ
ろ
は

様
式
的
に
も
種
々
の
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
日
本
に
お
い

て
は
、
中
国
の
文
書
に
拠
り
な
が
ら
竜
、
か
な
ら
ず
し
も
、
そ
の
様

式
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
と
は
い
え
ず
、
し
た
が
っ
て
日
本
の
も
の

を
も
と
に
し
て
中
国
の
も
の
に
醐
及
す
る
こ
と
も
、
方
法
的
に
は
制

約
が
あ
る
。
し
か
し
い
つ
れ
に
し
て
も
、
曾
我
部
博
士
の
戸
籍
説
、

山
本
・
仁
井
田
両
博
士
の
計
帳
説
は
、
こ
の
文
書
の
性
格
を
考
え
る

場
合
に
、
多
く
の
示
唆
に
富
み
、
充
分
傾
聴
す
べ
き
屯
の
で
あ
る
。

　
た
だ
こ
こ
で
一
考
を
要
す
る
こ
と
は
、
本
文
書
が
従
来
学
界
に
多

く
知
ら
れ
て
い
る
唐
代
の
戸
籍
と
比
較
し
た
場
合
、
戸
籍
と
い
う
よ

り
は
む
し
ろ
計
帳
と
し
て
の
要
素
を
多
く
ふ
く
ん
で
お
り
、
し
た
が

っ
て
全
般
と
し
て
は
、
誹
帳
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ

と
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
善
書
継
母
伝
に
よ
っ
て
み
て
も
、
西

魏
に
は
計
帳
の
み
な
ら
ず
戸
籍
が
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

い
ま
本
交
書
が
計
帳
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
戸
籍
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、

に
わ
か
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
A
・

B
両
文
書
を
比
較
し
て
、
　
一
つ
の
仮
説
を
た
て
て
み
る
こ
と
と
し
た

い
。　

い
ま
文
書
そ
の
も
の
に
即
し
て
考
え
て
み
・
た
時
、
A
文
書
は
詳
細

な
芦
口
記
事
で
あ
る
と
と
も
に
、
当
戸
の
追
孝
記
事
を
も
か
ね
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
戸
籍
と
し
て
の
要
素
を
充
分
に
そ
な
え
て
い
る
こ

と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
B
交
書
は
、
あ
る
地
域
の
、

い
く
つ
か
の
戸
の
集
団
の
受
田
・
寒
声
負
担
等
を
ま
と
め
て
集
計
し

A
・
B
両
文
書
、
記
載
内
容
対
照
裏
（
第
8
表
）

擁

A
　
文
　
書

125　4　376
戸
口
（
良
鰻
）
の
姓
名
・
生
年
；

年
令
・
身
分
・
丁
中
別
。
牛
の

頭
数
・
種
類
お
よ
び
戸
等
（
上

段
）戸

口
の
課
・
不
課
別
集
計
（
下

段
）二

戸
の
布
・
麻
・
租
・
負
撞
額

受
田
口
数

受
田
の
応
護
・
己
受
・
未
受
額

（
上
段
）

受
田
の
未
足
率
（
下
段
）

地
心
記
事

居
住
薗
宅

B
　
文
　
書

な
し

戸
口
の
課
・
実
装
別
、
牛
の
課
・

不
課
別
集
計

窃
・
麻
・
秘
・
役
の
負
担
額
集
計

受
田
の
充
足
率
の
区
分
と

受
田
口
数
受
田
の
応
受
・
己
受
・
未

　
受
額
の
集
計

なな
しし
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た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
当
然
、
A
文
書
が
出
来
あ
が

っ
て
か
ら
、
こ
れ
を
も
と
に
し
て
、
一
定
の
法
規
に
照
ら
し
て
、
統

計
し
た
結
果
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
両
文
書
の
性
格
を

あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
、
便
宜
上
、
両
巻
の
記
事
内
容
を
列
挙
し
て
、

比
較
対
照
す
る
と
第
8
表
の
よ
う
に
な
る
。

　
す
な
わ
ち
B
文
書
で
は
、
A
文
書
の
は
じ
め
に
あ
る
戸
口
の
姓
名
・

生
年
．
年
齢
と
、
お
わ
り
に
あ
る
各
人
の
地
段
記
事
お
よ
び
居
住
薗

宅
に
関
す
る
記
事
（
－
と
6
・
7
）
と
を
欠
い
て
お
り
、
適
役
の
課
・

不
課
、
受
田
の
足
・
未
足
す
な
わ
ち
均
田
制
の
給
付
と
、
反
対
給
付

に
関
す
る
集
計
の
み
に
終
始
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
A
文
書
は
、
各

戸
別
の
戸
籍
と
し
て
の
性
格
を
具
え
て
い
る
が
、
B
文
書
に
は
戸
籍

と
し
て
の
要
素
を
欠
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
A
文
書
は
ま
さ
し
く

戸
籍
で
あ
る
と
し
て
も
、
B
文
書
は
戸
籍
と
は
い
え
な
い
。

　
つ
ぎ
に
両
文
書
の
長
講
内
容
の
同
異
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
A

文
書
は
各
戸
毎
の
臭
体
的
記
事
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
記
事
に
対
す

る
信
頼
度
は
高
い
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
集
計
酒
事
で
あ

る
B
文
書
に
は
、
集
計
上
の
誤
り
の
お
こ
る
可
能
性
が
な
い
と
は
い

え
な
い
。
纂
実
、
戸
十
三
、
二
分
差
足
の
な
か
の
記
事
に

口
糧
五
良

　
　
　
　
口
十
八
丁

口
十
九
男

　
　
　
　
口
一
隆
老

口
十
五
丁
女

と
あ
る
口
翫
五
良
は
、
　
あ
き
ら
か
に
帯
四
の
誤
り
で
あ
る
。
　
し
か

し
こ
れ
は
B
文
書
の
み
の
誤
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
A
・
B
両
文
書

を
比
較
し
た
場
合
、
両
者
の
間
に
、
不
一
致
な
点
を
い
く
つ
か
指
摘

　
　
⑫

で
き
る
。
す
な
わ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
嗣
　
A
文
書
の
侯
老
生
の
戸
に
あ
る
「
牛
一
頭
黒
特
大
」
は
、
笹

戸
の
受
田
集
計
記
事
か
ら
、
二
四
畝
の
受
田
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
が
、
B
文
書
に
は
、
こ
れ
に
該
当
す
る
記
事
が
で
て
こ

な
い
。
こ
れ
は
全
部
で
六
頭
の
牛
が
あ
る
う
ち
、
四
頭
が
撫
牛
で
受

田
し
て
い
る
の
に
、
他
の
二
頭
は
不
課
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
お
そ

ら
く
こ
の
不
課
の
な
か
に
か
ぞ
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

で
竜
A
文
書
に
は
、
こ
れ
が
詳
録
と
な
っ
た
場
合
の
、
応
受
田
額
を

算
定
記
載
し
て
い
る
の
に
対
し
、
B
文
書
で
は
、
現
実
に
不
課
で
あ

る
た
め
に
、
こ
れ
を
削
除
し
て
い
る
。

二
　
A
文
書
の
劉
文
成
戸
に
は
、
　
二
男
・
庶
女
の
規
定
応
受
田
以
外

に
、
二
〇
畝
の
余
剰
応
受
田
が
算
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
劉
文
成

が
聖
資
で
あ
る
た
め
、
勲
田
の
応
受
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
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西魏時代の敦煙計帳声籍に関するnn・三の問題（西村）

う
。
し
か
し
当
戸
は
現
在
課
戸
と
な
っ
て
い
て
、
税
制
上
で
は
、
毫

資
と
し
て
の
恩
典
を
う
け
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
豪
資
と
し

て
雑
任
役
に
就
き
、
税
租
を
納
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
に
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
二
〇
畝
の
応
受
田
が
授
与
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
つ
れ
に

し
て
も
、
劉
交
軍
戸
が
所
属
す
る
は
ず
の
、
B
文
書
の
二
分
未
足
の

項
の
応
受
田
集
計
記
事
・
に
は
、
二
〇
畝
の
余
剰
田
は
見
出
だ
せ
な
い
。

し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
も
、
A
文
書
に
箕
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、

B
文
書
で
は
、
現
実
に
あ
る
が
ま
ま
の
事
清
に
即
し
て
、
削
除
さ
れ

て
い
る
竜
の
と
み
ら
れ
る
。

　
三
　
A
文
書
に
お
い
て
、
課
戸
上
の
丁
男
口
数
が
六
、
丁
女
が
四

で
あ
る
の
に
、
B
文
書
に
お
い
て
は
丁
男
六
、
丁
女
三
と
な
っ
て
い

て
、
丁
男
数
が
両
者
で
一
致
す
る
の
に
、
丁
女
数
は
B
文
書
に
お
い

て
一
名
滅
少
し
て
い
る
。
こ
の
場
含
、
一
応
、
B
文
書
の
集
計
上
の

誤
り
と
考
え
ら
れ
表
す
る
が
、
し
か
し
鰯
世
語
の
事
情
に
よ
っ
て
、

一
時
不
二
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
そ
う
考
え
た
場
舎

に
も
、
課
戸
上
の
租
の
集
計
が
、
　
一
〇
石
一
斗
五
升
と
な
っ
て
い
て
、

男
女
九
丁
分
の
一
八
石
よ
り
も
、
な
お
二
斗
五
升
す
く
な
い
こ
と
は
、

あ
る
い
は
誤
記
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
も
断
言
の
か
ぎ
り

で
は
な
い
。

　
以
上
、
A
・
B
両
文
書
の
集
計
記
事
に
関
す
る
不
一
致
の
点
を
指

摘
し
た
が
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
共
通
す
る
点
は
、
A
文
書
に
登
載
さ

れ
て
い
る
も
の
が
、
B
文
書
で
は
い
つ
れ
も
削
除
ま
た
は
削
減
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
A
文
書
に
お
い
て
は
、
令
制

上
あ
る
べ
き
形
が
そ
の
ま
ま
登
載
さ
れ
る
に
対
し
、
B
文
書
に
お
い

て
は
、
現
在
あ
る
が
ま
ま
の
形
、
あ
る
い
は
近
い
将
来
に
そ
う
あ
る

べ
き
形
に
修
正
し
た
う
え
で
、
集
計
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
B
文
書
は
、
A
文
書
を
そ
の
ま
ま
集
計

し
た
も
の
で
は
な
く
、
来
歳
の
課
役
の
集
計
を
、
上
司
に
報
告
す
る

た
め
の
書
類
、
す
な
わ
ち
計
帳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
爾
魏
…
の
宇
多
泰
は
、
地
方
政
治
に
と
く
に
力
誰
宏
注
ぎ
、
山
ハ
条
餌
蘭
盤
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
第
六
「
均
賦
役
」
に
は
、

甘
バ
牧
｛
寸
A
7
長
。
非
レ
一
望
氏
ハ
条
及
計
帳
＝
蒋
。
　
不
塩
江
ジ
居
レ
官
。

と
の
べ
て
あ
る
。
六
条
詔
書
は
、
蘇
紳
が
大
行
台
度
支
尚
書
領
著

作
，
兼
司
農
卿
と
な
っ
た
時
、
す
な
わ
ち
大
統
一
〇
年
（
五
四
四
A
．
D
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
発
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
周
書
画
緯
伝
の
記
事
内
容
そ
の

他
か
ら
判
断
す
る
と
、
計
帳
戸
籍
の
法
が
辺
境
の
敦
燦
地
方
に
ま
で

徹
底
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
大
統
一
〇
年
以
後
の
こ
と
だ
ろ
う
と
お

　
　
　
⑭

も
わ
れ
る
。
し
か
し
か
れ
が
、
計
帳
を
作
っ
た
の
は
こ
れ
よ
り
竜
は
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や
く
、
大
行
台
左
丞
と
な
っ
た
時
で
あ
り
、
本
伝
に
よ
れ
ば

紳
始
制
繍
文
案
程
式
・
朱
幽
墨
入
・
及
計
帳
戸
籍
之
法
一
。

と
あ
る
。
　
こ
れ
は
資
治
通
鑑
一
五
七
・
梁
紀
一
三
に
よ
れ
ば
、
梁

の
大
同
元
年
（
西
魏
の
大
統
元
年
、
正
三
五
A
．
D
）
三
月
の
こ
と
で
あ

る
。
通
鑑
の
本
文
は
周
書
の
文
と
等
し
く
、
お
そ
ら
く
同
一
資
料
に

も
と
づ
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
が
、
た
だ
そ
の
後
に
つ
け
く
わ
幻

て
、後

入
多
矯
昌
遵
之
魂

と
の
べ
て
い
る
。
胡
一
二
省
は
通
鑑
本
文
に
注
し
て

計
帳
者
。
呉
昌
来
歳
課
役
之
大
数
4
以
報
一
一
度
支
ご
戸
籍
潜
。
戸
口
之
籍
。

と
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
蘇
紳
の
発
案
し
た
、
計
帳

と
戸
籍
と
は
、
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
が
、
後
人
に
遵
用
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
唐
代
に
お
い

て
も
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
新
誌
書
五
一
・
食

貨
志
に
は
、
計
帳
を
説
明
し
て

　
又
有
ユ
計
帳
4
具
当
来
歳
課
役
⑩
以
報
二
度
支
司

と
の
べ
て
あ
り
、
湖
三
省
の
註
も
お
そ
ら
く
、
こ
の
記
事
を
も
と
と

し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
B
文
書
の
初
頭
部
は
、
戸
口
の
課
・

不
課
別
、
男
女
別
集
計
か
ら
は
じ
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
B
文

書
に
お
い
て
欠
け
て
い
る
の
は
、
不
課
口
の
集
計
記
事
の
一
部
の
み

で
あ
り
、
課
口
以
下
の
す
べ
て
の
記
事
は
完
全
で
あ
る
。
　
（
B
文
書

の
末
尾
は
多
く
の
空
白
が
あ
り
、
完
全
な
こ
と
が
わ
か
る
。
）
　
し
た
が
っ
て

こ
の
B
文
書
は
、
西
魏
の
計
帳
の
、
ほ
ぼ
完
全
に
近
い
形
と
考
え
ら

れ
、
ま
た
当
時
の
税
役
舗
度
を
う
か
が
う
た
め
に
、
必
要
な
部
分
を

そ
な
え
た
、
天
与
の
好
資
料
と
い
え
る
。
六
典
三
・
戸
部
郎
中
員
外

郎
の
条
、
・
自
註
に
、

諸
造
籍
。
起
走
多
畢
二
脊
凶
暫
須
紙
筆
。
装
漬
軸
帳
。
新
出
・
当
戸
箆

　
獄
別
一
銭
。
計
帳
所
レ
須
。
戸
別
一
銭
。

と
あ
り
、
戸
籍
作
製
の
費
用
は
、
」
人
ご
と
に
一
銭
を
徴
収
す
る

が
、
計
帳
の
そ
れ
は
、
一
戸
ご
と
に
一
銭
で
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

戸
籍
に
比
し
て
計
帳
の
記
事
が
、
す
く
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。
三
三
戸
分
の
計
帳
が
、
B
文
書
の
よ
う
な
竜
の
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
の
作
製
費
が
安
価
で
す
む
理
由
も
、
お
の
つ
か
ら
あ
き

ら
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
一
つ
つ
け
く
わ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

以
上
に
よ
っ
て
、
か
り
に
B
文
書
を
計
帳
、
A
文
書
を
戸
籍
と
し
た

場
合
、
こ
の
戸
籍
は
、
単
に
戸
口
の
籍
と
い
う
に
は
、
あ
ま
り
に
集
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3魏時代の敦燈計帳戸籍に関する二・三の問題（酒村）

計
記
事
や
租
調
の
説
載
が
多
く
、
と
く
に
計
帳
の
集
計
記
事
を
つ
く

る
素
材
と
し
て
用
意
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
も
過
書
で
な
い
ほ
ど
に
、

計
帳
と
緊
密
な
関
係
を
も
つ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
回
忌
の
戸
籍
は
、

計
帳
本
位
の
戸
籍
で
あ
っ
た
と
竜
考
え
ら
れ
る
。
謹
書
蘇
紳
伝
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
文
案
程
式
。
朱
出
墨
入
。
計
帳
戸
籍
之
法
。

と
い
い
、
ま
た
六
条
詔
書
の
な
か
に
も
、
り
牧
守
令
長
は
、

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
北
介
レ
樽
想
二
六
条
及
計
摺
帳
一
出
伺
。
　
不
レ
桐
得
レ
居
レ
官
回
。

と
あ
っ
て
、
計
帳
を
第
一
に
掲
げ
、
ま
た
計
帳
を
あ
げ
て
戸
籍
を

省
略
し
て
い
る
語
勢
か
ら
み
て
、
宇
文
泰
が
、
と
く
に
計
帳
を
重
視

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
A
・
B
両
文
書
を
比
較
し
た
場

合
、
一
応
前
者
を
戸
籍
、
後
者
を
計
帳
と
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
、

こ
の
両
者
は
緊
密
不
離
の
関
係
に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら

く
「
計
帳
戸
籍
」
は
、
　
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
追
記
。
本
文
の
草
稿
作
製
後
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
は
昭
和
三
五
年
・
一
一

月
七
日
の
東
京
大
学
史
学
会
・
東
洋
史
部
会
に
お
け
る
、
山
本
達
郎
縛
土
の

「
敦
燦
発
見
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
グ
及
び
ペ
リ
オ
将
来
戸
三
田
制
関
係
文
諜
十
種
」

と
題
す
る
研
究
発
蓑
を
聞
き
、
そ
の
な
か
で
、
博
士
が
さ
き
に
『
東
洋
文
化
研

究
所
紀
要
』
第
一
〇
m
樹
に
お
い
て
、
計
帳
と
し
て
発
表
さ
れ
た
ペ
リ
オ
第
三
五

置
七
号
文
書
（
m
）
す
な
わ
ち

　
（
前
妻
）

1234567

　
畝
～

□
（
中
墨
）

戸
主
郎
寿
寿

女
娘

亡
弟
妻

　
　
計

　
　
計

　
　
計

　
　
黍
伍
拾
陸
歳

子
　
黍
拾
参
歳

孫
　
黍
参
拾
陸
乾

布
二
丈
五
尺

麻
三
菱

租
二
石

　
寡小白東～
）女丁渠

西
［
目
爾
　
渠
　
　
北
［
U

課
戸
見
輸

89！9　18　！7　！6　15　14　13　12・　！1 10

　
　
　
　
　
　
二
三
一
業

　
　
　
蹴
拾
難
畝
巴
受

一
団
受
田
一
三
参
拾
壱
畝

　
　
　
八
十
七
三
三
三

景
難
馨
感
恩
孝
行

一
段
伍
　
城
策
珊
里

　
　
　
　
　
　
　
　
東
寝
相

畝
永
業
　
両
支
渠

熟
難
醐
魏
里
東
荒

骸
認
膝
醐
麟
黒
垂
生

一
段
弐
　
城
東
細
田

　
　
　
　
　
　
　
　
東
桑
田

畝
口
分
　
両
支
渠

一
段
壱
　
城
東
辮
里

　
　
　
　
　
　
　
　
東
自
田

敵
口
分
　
両
支
三

三
謹
話
糧
東
端
径

甑
舷
醐
隷
里
東
畠 二

三
畝
口
分

　
一
畝
居
住
園
宅

西
耶
娑

西
曹
石
生

西
自
田

酉
毛
毛

酉
　
揚

西
唐
田

西
　
道

西
郡
文
相

伸
張
善
貫

南
自
田

南
談
叢
謙

南
索
仲
謙

南
　
渠

南
　
渠

南
霞
田

南
　
道

服
荒

北
豊
平
謙

北
劉
海
相

北
索
仲
謙

譲
　
渠

北
慮
田

北
道
　
　
の

　
　
　
　
　
2
5

北
繭
　
　
（

　
　
　
　
　
9
3
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銑
商
議
轄
f
康
重

重
姫
君
才
謹
言
　
北
渠

年
籍
」
と
書
か
れ
て
お
り
、

る
こ
と
を
の
べ
ら
れ
た
。

A
文
書
と
類
似
の
点
が
あ
り
、
わ
た
く
し
が
A
文
書
を
戸
籍
と
す
る
考
え
に
、

一
つ
の
支
柱
が
得
ら
れ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　
し
か
し
わ
た
く
し
が
A
文
書
を
戸
籍
と
考
え
る
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
前
述

し
た
よ
う
に
、
A
文
書
に
は
多
分
に
計
帳
と
の
相
互
関
連
が
予
測
さ
れ
る
か
ら
、

A
文
書
が
戸
籍
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
戸
籍
が
他
に
別
に
存
在
し

て
、
計
帳
を
作
る
さ
い
に
計
帳
と
照
合
す
る
冒
的
の
た
め
に
、
戸
籍
を
写
し
と

っ
て
、
こ
れ
に
計
帳
と
の
関
連
を
も
た
せ
た
集
計
記
事
を
書
き
添
え
た
も
の
が

A
文
書
と
な
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
ま
だ
考
慮
の
余
地
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
A
文
書
は
戸
籍
そ
の
も
の
か
、
そ
れ
と
も
戸
籍
に
近
似
し
た
計
帳

　
一
段
壱
畝

　
居
住
蘭
宅

鍵
三
皇
拾
護
馨
黍
戸
不
課
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ロ

　
　
夫
郡
毛
モ
黍
伍
拾
壱
歳
白
丁
塁
暦
二
年
年
後
軍
玉
繭
串
三
座
帳
後
死

　
　
男
長
命
　
黍
拾
弐
歳
　
　
小
男
璽
暦
二
年
帳
後
死

　
　
　
ひ
　

　
　
女
娘
子
　
黍
弐
拾
歳
　
　
中
女

　
　
ひ
ロ
　
　
　
つ
ロ

　
　
［
口
王
　
黍
拾
二
歳
　
　
小
女

（
後
闘
）

が
、
そ
の
後
再
調
査
さ
れ
た
さ
い
、
こ
の
文
書
に
は
あ
き
ら
か
に
「
大
足
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
計
帳
で
は
な
く
、
戸
籍
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
が
唐
初
の
戸
籍
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
西
魏
の

様
文
書
か
に
つ
い
て
は
、
い
つ
れ
と
も
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
お
留
保
し
て
、
後
考
を
ま
つ
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
　
三
　
本
丈
書
に
お
け
る
課
目
・
課
戸
と
遷
代
戸
籍
に
お

　
　
　
　
　
　
け
る
課
口
・
課
戸

　
西
魏
計
帳
戸
籍
に
お
い
て
は
、
課
口
・
課
戸
、
不
課
口
・
不
課
戸

の
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
課
の
語
を
賦
役
用
語
と
し
で
使
用
す

る
こ
と
は
、
階
以
前
に
お
い
て
は
概
し
て
少
な
く
、
魏
菅
南
北
朝
の

正
史
を
通
じ
て
み
た
と
こ
ろ
で
は
、
三
輪
・
課
調
・
正
課
・
戸
課
・

三
一
等
の
用
語
が
か
な
り
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
租
・
調
・

三
等
の
用
語
を
使
用
し
て
賦
役
の
内
容
を
し
め
す
こ
と
の
方
が
は
る

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

か
に
多
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
西
魏
計
帳
戸
籍
の
直

接
影
響
下
に
お
か
れ
て
い
る
は
ず
の
周
書
に
お
い
て
も
、
お
な
じ
こ

と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
周
書
三
・
孝
関
帝
紀
、
一
7
6
年
三

月
壬
申
の
詔
に

　
（
前
略
）
租
輸
未
レ
畢
潜
。
悉
宜
レ
免
レ
之
。

と
あ
り
、
同
五
・
武
帝
紀
上
、
保
定
二
年
五
月
庚
午
の
条
、
山
斗
の

衆
瑞
を
記
す
る
と
こ
ろ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
南
陽
宛
県
。
三
足
鳥
所
レ
集
。
免
＝
今
年
役
及
三
男
国
記
。

同
、
建
徳
元
年
三
月
癸
亥
の
詔
に
は
、
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西脚靴の敦煙計帳戸籍に関する二・…三の問題（西村）

　
趨
レ
今
。
正
調
以
外
。
無
昌
妄
徴
発
刈

同
六
、
武
帝
紀
下
、
隷
処
飾
ゆ
四
年
正
月
壬
由
コ
の
塑
購
に
「
は

通
馬
懸
調
。
兵
役
残
功
。
並
宜
二
鱗
免
4

と
あ
る
な
ど
、
こ
れ
ら
は
復
除
に
関
す
る
屯
の
で
あ
り
、
そ
の
内

容
を
具
体
的
に
指
示
す
る
必
要
か
ら
、
租
と
か
調
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ

の
税
種
目
を
し
め
し
た
た
め
、
課
と
い
う
用
語
で
総
括
的
に
表
現
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
も
あ
る
が
、
し
か
し
総
括
的

な
用
語
を
使
用
す
る
場
合
で
屯
、
周
書
三
三
、
趙
客
冬
に
、

　
方
州
生
撮
。
自
レ
此
始
従
昌
賦
役
4

同
三
五
、
蘇
慎
伝
に

　
有
レ
詔
。
調
昌
其
賦
役
⑩
於
レ
是
風
化
大
行
。

と
あ
る
よ
う
に
、
総
括
的
税
役
胴
語
と
し
て
は
、
　
「
賦
役
」
と
い

う
書
葉
を
使
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
管
見
で
は
あ
る
が
、
稀
書
を
通

じ
て
み
た
と
こ
ろ
で
は
、
右
の
諸
例
以
外
に
競
役
関
係
用
語
の
使
胴

丸
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
間
接

的
に
し
か
関
係
を
も
ち
え
な
い
と
は
い
え
、
北
側
書
を
通
じ
て
み
た

結
果
に
お
い
て
屯
お
な
じ
こ
と
が
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
降
っ
て
晴
書
に
な
る
と
、
三
役
用
語
に
課
の
字
を
使
用

す
る
こ
と
が
や
や
多
く
な
り
、
唐
紅
お
よ
び
唐
代
史
書
に
な
る
と
屡

女
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

北
斉
書
は
論
外
に
お
く
と
し
て
、
周
密
・
階
書
は
と
も
に
唐
人
の
撰

述
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
周
書
の
み
が
こ
と
さ
ら
に
、

税
役
用
語
に
課
の
文
字
を
使
用
す
る
こ
と
を
回
避
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
理

由
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
周
書
編
纂
の
資
料
そ
の
も
の
に
、

原
因
が
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
昏
怠
に
お
い
て
、

課
の
文
宇
を
使
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
交
書
の
あ
き
ら

か
に
し
め
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
計
帳
戸
籍
嗣
語
以
外
に
は
、

あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
反
面
、
本
文
書
に
お
い
て
は
、
租
調
負
担
を
す
べ
て
課
・
不
課

に
よ
っ
て
処
理
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
計
帳
・
戸
籍
に
お
い

て
は
、
課
・
不
同
の
語
が
常
用
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
と
に

課
口
・
課
戸
、
不
課
口
・
不
課
戸
、
課
見
輸
等
の
期
語
は
、
本
文
書

に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
、

北
魏
の
戸
籍
に
使
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
実
物
が
な
い
た
め
ま
っ

た
く
不
明
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
資
料
に
…
徴
し
て
あ
き
ら
か
な
と
こ
ろ

で
は
、
西
魏
の
計
帳
戸
籍
に
そ
の
源
を
発
す
る
も
の
と
考
え
ら
覧
る
。

　
周
書
二
三
・
蘇
緯
伝
に
よ
る
と
、
託
泣
が
文
案
程
式
・
朱
嶺
墨
入

お
よ
び
計
帳
戸
籍
の
法
を
作
っ
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
資
治
通
鑑
・
梁
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紀
ニ
ニ
に
よ
れ
ば
、
梁
の
大
同
元
年
三
月
の
こ
と
で
あ
り
、
爾
魏
で

は
大
統
元
年
に
あ
た
る
。
し
か
し
こ
れ
を
六
条
詔
書
と
と
も
に
全
圏

に
施
行
し
た
の
は
、
大
統
一
〇
年
の
こ
と
ら
し
く
、
千
早
伝
に
は

　
⑳

　
十
年
。
　
受
昌
大
行
台
度
支
尚
書
。
領
著
作
兼
司
河
霧
司
太
祖
方
欲
丁
革
二
易
時

　
政
ゆ
務
ゆ
弘
彊
国
冨
民
之
道
毒
。
…
…

と
の
べ
て
、
そ
の
の
ち
に
六
条
詔
書
を
あ
げ
、
さ
ら
に
そ
の
の
ち
に

お
い
て

　
其
旧
主
｛
寸
ム
羽
突
。
非
レ
㎞
趨
ニ
ハ
条
及
計
略
帳
一
者
。
　
不
レ
得
レ
居
レ
官
【
。

と
の
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
計
帳
戸
籍
は
大
統
一
〇
年
以
後
に
お

い
て
、
地
方
長
官
を
通
じ
て
全
面
的
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

前
掲
・
通
鑑
梁
紀
、
大
同
元
年
三
月
の
条
に
は

　
紳
始
制
　
文
案
程
式
。
朱
出
墨
入
。
及
計
帳
戸
籍
之
愛
心

と
の
べ
、
胡
三
省
註
に
は
、

後
人
多
遵
轟
用
之
一

と
書
き
そ
え
て
い
る
。
胡
三
省
の
い
う
後
人
と
は
、
爾
唐
の
人
、
こ

と
に
唐
人
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
前
節
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
資
料
の
実
際
に
徴
し
て
み
て
竜
、
課
口
・
課
戸
、
不
課
口
・
不
．

課
戸
等
の
用
語
が
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
る
の
は
唐
か
ら
で
、
晴
ご
ろ
か

ら
次
第
に
普
及
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
は
じ
め
は
も

っ
ぱ
ら
計
帳
戸
籍
用
語
で
あ
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
一
般
官
庁
用
語

と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
聖
代
で
は
官
庁
用
語
律
令
用

語
と
し
て
ひ
ろ
く
使
用
さ
れ
、
こ
と
に
直
接
そ
の
系
統
を
引
く
も
の

と
し
て
の
戸
籍
胴
語
に
は
、
当
然
使
用
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
西
魏
戸
籍
に
お
け
る
課
口
と
、
唐
鋤
の
そ
れ
に
お
け
る

課
口
と
は
、
そ
の
意
味
内
容
に
相
違
の
あ
る
こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
西
魏
に
お
け
る
課
口
と
は
、
A
文
書
の
戸
口
集

計
記
事
に
つ
い
て
み
る
と
、
例
を
侯
老
生
戸
に
と
っ
て
み
た
場
合

戸
主
侯
老
生

　
　
　
ぞ

　
妻
三
遍
騰
々

息
男
阿
顕

　
息
男
顕
祖

息
女
顕
親

息
女
胡
女

　
息
男
諾
々

水
晶
生

丙
子
生

丁
未
生

辛
亥
生

乙
卯
生

戊
午
生

甲
子
生

計計牛
　　一年年年年年年年
麻布頭騨拾拾拾両件杵
ニー黒　　 参渠拾拾拾
斤匹特　　　　壱両｛午
　二大
　丈　小中死中白丁白
　　　男女　男面妻丁

課
戸
上
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魏時代の敦燈計帳戸籍に関する＝二・三の問題（西村）

　
　
　
　
　
　
ひ
コ

計
租
六
石

計
　
受
田
口

二
丁
男

　
丁
妻

　
　
　
　
口
一
中
年
＋
七

　
　
　
　
口
一
小
年
四

　
口
一
中
女
年
十

　
　
二
丁
男

　
　
一
丁
妻

三
石
七
斗
五
升
租

二
重
二
斗
五
升
輸
血
四
囲
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
略
）

と
あ
る
よ
う
に
、
課
ロ
と
は
、
見
在
口
六
人
の
う
ち
課
見
輸
の
ご
一
人

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
同
時
に
受
田
口
三
人
と
相
対
応
す
る
竜
の

で
あ
る
。
課
藁
蕎
の
内
容
は
調
（
布
．
麻
）
と
租
を
負
担
す
る
こ
と

を
意
味
し
、
当
戸
は
課
戸
上
で
あ
る
か
ら
、
布
・
麻
・
租
の
負
担
額

が
課
戸
の
な
か
で
は
一
番
高
額
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
竜
な
い
。

た
だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
課
見
受
の
課
口
三
人
の
内
容
が
、

二
丁
男
・
一
丁
妻
と
あ
る
よ
う
に
、
丁
年
男
女
を
包
含
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
ま
た
B
文
書
の
集
計
記
事
に
お
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
口
五
十
三
　
　
旧

口
　
件
拾
捌
課
見
輪

　
　
　
　
　
　
　
　
日
　
　
五
　
　
新

口

　
　
フ
ロ

下
也

　
下

口口

欝
二
男

明

口口口

　　　口口十十六
　　　　ナlt一

　
　
　
　
　
口

両
拾
件
妻
妾

　
　
　
　
　
口

　　口口口

　十
一

工

み／x

廿
　
二

　
　
三

　三
三

九

里

下中上新旧組下中上新狽
　　Vl

と
あ
る
よ
う
に
、
逸
見
輸
の
課
口
に
は
、
良
賎
男
女
を
包
含
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
本
文
書
に
お
い
て
は
（
本
文
書
以
前
の
北
朝
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
る
が
）
課
口
の
概
念
に
は
男
女
・
良
賎
を
ふ
く
ん
で

い
る
。
と
こ
ろ
が
お
な
じ
本
文
書
に
お
い
て
も
、
B
・
文
書
の
集
計
記

事
を
み
る
と

都
合
課
丁
男
参
拾
隼
人

　
　
　
五
　
　
人
　
　
雑
任
　
　
　
役

　
　
　
　
　
一
　
　
　
人
　
　
鶉
　
　
陥
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乗六　：二二
　　拾
　丁

　兵両人入
　　人
　　　虞防
　　定
人人減勢閤

と
あ
っ
て
、
役
は
雑
無
役
と
六
丁
兵
と
を
あ
わ
せ
て
三
七
人
が
、

す
べ
て
電
器
の
任
務
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
藩
儒
役
を
の
ぞ
く

三
二
人
の
役
の
定
見
（
六
丁
兵
三
〇
人
、
乗
二
人
）
は
、
布
．
麻
．
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
集
計
記
事
に
お
け
る
課
見
輪
の
丁
男
三
二
人
と
対
応
す
る
。
そ
こ

で
本
文
書
の
税
役
記
事
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
、
布
・
麻
・
租
の
負

担
額
が
、
あ
る
一
定
の
規
準
に
達
す
る
竜
の
（
戸
等
に
上
中
下
の
別
は

あ
る
が
）
は
、
男
女
を
問
わ
ず
課
見
輸
の
課
口
と
す
る
の
で
あ
り
、

こ
の
課
口
の
あ
る
戸
を
課
戸
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
役
負

担
は
、
も
ち
ろ
ん
課
見
輸
の
課
口
に
賦
課
さ
れ
る
屯
の
で
は
あ
る
が
、

男
丁
の
み
に
か
ぎ
ら
れ
、
女
丁
や
賎
丁
に
は
賦
課
さ
れ
ず
、
し
た
が

っ
て
課
・
不
課
の
分
界
線
は
、
　
一
応
役
負
担
の
有
無
に
よ
る
こ
と
な

く
、
　
租
調
（
布
麻
）
負
担
の
有
無
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み

て
よ
い
。
す
な
わ
ち
本
文
書
に
お
け
る
課
口
と
は
、
男
女
を
問
わ
ず

租
調
の
定
額
を
負
担
す
る
も
の
を
意
映
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か

で
屯
、
男
丁
に
か
ぎ
っ
て
役
負
担
が
附
随
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
役
の
有
無
に
よ
っ
て
課
・
不
課
を
定
め
る
わ
け
に
は
行
か

な
い
。
何
故
な
れ
ば
役
を
中
心
に
課
・
不
二
を
区
別
す
る
と
、
女
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
課
口
が
す
べ
て
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
唐
代
に
お
い
て
は
、
課
口
は
す
べ
て
丁
男
に
限
定
さ
れ

る
か
ら
、
課
口
と
い
え
ば
、
租
・
調
・
役
お
よ
び
雑
揺
の
す
べ
て
を

負
担
す
る
も
の
と
な
り
、
課
の
概
念
に
は
役
が
妾
然
ふ
く
ま
れ
て
く

る
。
こ
れ
は
辿
書
二
四
・
食
貨
志
に
よ
れ
ば

煽
帝
即
位
。
是
時
戸
口
益
多
。
府
庫
盈
盗
。
乃
除
扁
婦
人
及
奴
碑
部
曲
之
課
帰

と
あ
る
よ
う
に
、
階
の
揚
帝
が
即
位
に
あ
た
っ
て
、
女
子
・
奴
碑
・

部
曲
の
課
を
全
廃
し
た
こ
と
に
よ
り
、
課
口
が
男
女
・
良
賎
の
す
べ

て
に
わ
た
る
こ
と
な
く
、
丁
男
の
み
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

唐
竜
こ
れ
に
な
ら
っ
た
の
で
、
課
口
と
は
丁
男
の
み
を
指
す
こ
と
と

な
り
、
し
た
が
っ
て
課
口
は
租
調
の
み
な
ら
ず
、
役
を
も
負
担
す
る

も
の
と
の
概
念
規
定
が
成
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
階
の
蝪
帝
以
前
の
課
口
と
以
後
の
課
口
と
は
、
そ
の
負
担
内

容
を
異
に
し
、
し
た
が
っ
て
前
考
に
お
い
て
は
課
な
い
し
課
口
と
は
、

租
調
の
一
定
額
を
負
担
す
る
も
の
の
意
で
あ
る
に
適
し
、
後
者
の
平

な
い
し
課
口
と
は
、
租
調
役
お
よ
び
広
徳
の
負
担
者
の
意
味
に
な
る
。
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魏時代の敦煙計帳戸籍豪こ関すig　：t三の悶題（酉村）

す
な
わ
ち
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
唐
代
で
は
賦
役
四
種
冒
の
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
負
担
す
る
者
が
課
口
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
唐
六
典
に

　
凡
賦
役
之
制
有
レ
四
。
一
日
租
。
二
臼
調
。
三
日
役
。
四
日
雑
衝
。

と
あ
る
賦
役
の
全
種
月
が
、
課
ロ
に
賦
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
唐
代
に
お
い
て
は
、
第
四
の
病
覚
を
除
外
し
て
、
租
戦

役
（
庸
）
の
三
考
だ
け
を
賦
役
の
内
容
と
す
る
考
え
も
存
在
し
た
。

こ
の
こ
と
は
い
ま
当
面
の
課
題
と
し
て
い
る
課
口
の
負
担
内
容
に
も

直
接
関
係
す
る
事
項
で
あ
り
、
ま
た
従
来
、
唐
代
賦
役
内
容
の
四
本

建
・
三
本
建
の
関
係
に
つ
い
て
と
く
に
専
乾
し
た
も
の
も
な
い
の
で
、

二
・
三
言
及
し
て
お
く
と
、
陸
蟄
は
陸
庭
藤
集
巻
二
二
・
中
書
奏
三

六
、
均
節
賦
税
櫨
百
姓
第
一
条
に

　
国
朝
著
レ
令
。
賦
役
三
法
有
レ
三
。
　
一
日
租
。
二
日
調
。
三
日
鷹
。

と
し
て
い
る
¢
ま
た
唐
令
の
条
文
に
お
い
て
も
、
雑
誌
に
は
ふ
れ
ず
、

こ
と
に
賦
役
令
に
お
い
て
竜
、
課
役
の
内
容
を
租
爾
調
の
三
者
に
よ

っ
て
説
明
し
て
い
る
。
　
一
例
を
し
め
す
と
、

　
諸
田
。
有
｛
水
早
三
三
｝
為
レ
災
之
処
。
州
県
検
レ
実
。
具
レ
帳
申
レ
省
。
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
損
昌
四
分
已
上
一
免
レ
租
。
損
ユ
ハ
已
上
一
体
5
租
調
の
七
已
上
課
役
倶
免
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
紫
黒
に
お
い
て
、
律
令
絹
語

と
し
て
は
課
役
を
租
調
役
（
庸
）
の
三
本
建
と
す
る
方
式
が
あ
っ
た

こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
わ
た
く
し
が
い
ま
当
面
の
課
題
と
し
て
い
る
の
は
、
戸

籍
用
語
と
し
て
の
課
口
・
不
課
口
で
あ
る
。
そ
こ
で
唐
薯
戸
籍
に
お

け
る
課
口
の
負
担
内
容
が
、
三
本
建
で
あ
っ
た
か
四
本
建
で
あ
っ
た

か
を
検
討
す
る
と
、
ス
タ
イ
ソ
漢
文
文
書
、
第
五
一
四
号
紙
背
・
大

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

暦
四
年
手
証
残
留
に
は
、

　
戸
主
令
狐
二
三
　
年
弐
拾
歳
　
　
中
男
　
　
　
大
暦
三
年
頃
後
逃
還
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
父
門
戸
　
下
下
戸
　
不
課
戸

妹妹姉姉母父
嗣
宗
　
年
伍
拾
玖
歳

　
任
年
捌
拾
壱
歳

仙
仙
年
弐
拾
陸
歳

妙
紀
年
軸
捻
歳

伽
羅
　
年
壱
拾
陸
歳

歳
妃
　
年
壱
拾
騨
歳

老
男
呼
疾

宣中
女

中
女

小
女

小
女

乾
元
三
年
帳
後
瀬

乾
光
三
年
帳
暴
死

乾
元
三
年
帳
後
死

乾
元
三
年
今
後
死

亡
元
三
年
割
後
死

倉
応
受
田
壱
頃
参
拾
壱
畝
紅
樹
墾
貿
緊
業
夫
畝
口
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
地
段
記
事
省
略
）

と
あ
り
、
　
こ
れ
に
よ
る
と
、
中
豊
が
不
課
口
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
中
男
が
雑
藩
の
負
担
者
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
不
課
口
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
　
畑
鼠
役
（
庸
）
以
外
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の
雑
鋳
の
み
を
負
担
す
る
も
の
を
、
上
代
戸
籍
に
お
い
て
は
課
口
の

圏
外
に
お
い
た
竜
の
と
み
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
唐
代
に
お
い
て
は
、

律
令
の
み
な
ら
ず
戸
籍
に
お
い
て
竜
、
課
・
不
課
の
分
界
線
を
租
調

、
役
の
一
二
者
の
有
無
に
お
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
こ
の
場
合
、
注
意
せ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
租
面
恥
の
三
者

を
負
担
す
る
こ
と
が
課
口
の
標
識
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
課
口
に

雑
癌
の
負
担
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
で
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
課
口
は
租
課
役
（
鵬
）
を
負
担
す
る
と
と

も
に
、
鰯
免
等
特
別
の
事
情
の
お
こ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
雑
催
を
竜
当

然
負
担
す
る
の
で
あ
っ
て
、
課
口
の
全
負
担
は
賦
役
四
種
目
の
す
．
へ

て
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
そ
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ち
雑
儒
は
中
男
に
も
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
の
、
丁
男
の
み
の
負
担

で
は
な
い
か
ら
軽
く
取
扱
わ
れ
て
い
る
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

理
由
は
単
調
役
の
三
者
が
中
央
官
庁
の
所
管
事
項
で
あ
る
に
対
し
、

雑
催
の
み
は
地
方
官
庁
の
所
管
事
項
に
所
属
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
唐
代
に
お
い
て
は
、
律
令
用
語
ま
た
は
戸
籍
用
諮
と
し
て

は
、
課
役
・
聖
断
［
等
は
、
租
意
思
（
籍
）
の
有
無
を
そ
の
標
識
と
す

る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
実
負
担
は
雑
径
を
も
加
え
た
賦
役
四
種
目
と

す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
地
方
的
な
雑
藩
催
課
の
た

め
に
作
ら
れ
た
心
血
簿
に
よ
っ
て
み
る
と
よ
り
明
確
で
あ
る
。

　
わ
た
く
し
は
先
年
「
唐
心
敦
煙
差
科
簿
の
研
究
」
と
題
し
て
ペ
リ

オ
漢
文
文
書
第
三
五
五
九
号
を
中
心
と
す
る
一
連
の
文
書
の
調
査
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

果
を
発
表
し
て
お
い
た
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
一
県
の
う
ち
を
郷
別
・

戸
薫
別
に
わ
け
て
、
男
子
の
氏
名
年
齢
を
記
入
し
、
そ
の
下
に
宮
名
・

勲
官
・
継
子
・
白
丁
・
中
京
・
老
廃
等
を
書
き
い
れ
、
さ
ら
に
雑
任

役
の
あ
る
も
の
は
そ
の
名
称
を
屯
註
記
し
て
あ
る
。
こ
の
文
書
を
役

負
担
の
｝
嘲
か
ら
考
え
る
と
、
雑
課
役
の
よ
う
な
特
定
の
番
役
・
長
上

役
の
負
担
者
と
、
白
丁
・
中
男
の
よ
う
な
雑
衝
負
担
者
と
を
一
覧
し

て
、
墨
画
差
配
の
資
料
に
使
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。
す
な
わ

ち
こ
の
文
書
に
中
飛
・
白
丁
と
記
入
さ
れ
た
も
の
で
、
特
定
の
番
役

長
上
役
を
竜
た
な
い
竜
の
は
、
雑
癌
差
配
要
員
な
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
文
書
が
唐
代
に
存
在
し
た
こ
と
は
、
了
男
に
雑
揺
の
必
須
で

あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。
戸
籍
面
に
お
け
る
「
白
丁
」

が
課
口
で
、
垂
範
に
お
け
る
課
戸
見
輸
の
要
因
と
な
る
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
、
差
科
簿
に
お
け
る
「
白
丁
」
が
雑
種
の
要
員
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
者
と
後
者
が
そ
れ
ぞ
れ
中
央
・
地
方
の

所
管
区
分
、
ま
た
は
そ
の
国
家
財
政
上
に
お
け
る
重
要
度
の
差
異
な

ど
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
こ
と
と
は
別
に
、
税
役
賦
課
の
対
象
自
体
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で
あ
る
白
丁
・
課
口
そ
の
も
の
に
つ
い
て
み
る
と
き
は
、
そ
の
負
担

は
当
然
四
本
建
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
か
く
し
て
唐

代
戸
籍
に
あ
る
課
見
輸
の
課
口
は
、
た
と
え
官
庁
用
語
に
お
い
て
、

租
庸
調
の
三
本
建
が
汎
用
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
租
・
調
・
役
（
欄
）

雑
徳
の
囚
つ
を
負
担
し
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
西
魏

の
計
帳
戸
籍
に
お
け
る
課
口
の
課
が
、
租
調
の
み
を
意
味
す
る
に
対

し
、
唐
代
戸
籍
に
お
け
る
課
口
の
課
は
、
租
調
の
ほ
か
に
役
・
雑
揺

を
ふ
く
む
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
以
上
、
西
魏
の
課
口
と
三
代
の
課
口
と
の
意
味
内
容
の
相
違
に
つ

い
て
の
べ
た
の
で
、
お
わ
り
に
西
田
文
書
の
課
口
・
不
課
口
に
関
し
、

残
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
本
文
書
の

A
種
文
書
初
頭
に
み
え
る
劉
文
成
の
戸
が
h
幽

戸
主
劉
文
成

、
妻
任
芸
事

　
息
男
子
可

　
息
男
子
義

　
　
　
ひ
サ

　
息
女
黄
口

　
息
男
子
炭

　
繋
累
黄
口

、
己
丑
生

甲
午
豊

春
輪
生

丁
自
生

水
心
生

辛
酉
生

甲
子
生

年
参
拾
三

年
参
拾
曄

年
拾
参

年
拾
壱

年
件

年
毎

年
騨

蕩
竃
将
軍
　
　
課
戸
上

砂
資
池

中
小

中
男

小
女

小
男

小
男

計計

麻冷

斤匹

計
　
租
四
石

三
石
五
斗
租

一
石
五
斗
輪
草
三
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
略
）

と
あ
り
、
三
戸
の
戸
口
集
計
記
事
に
は
「
凡
口
回
不
課
」
と
み
え
、

そ
の
う
ち
五
人
は
「
口
五
三
税
」
、
二
人
は
「
口
二
憂
資
掟
一
回
課
」

で
、
こ
れ
は
一
戸
七
人
全
員
が
不
課
口
で
あ
り
、
そ
の
な
か
を
五
人

の
不
三
口
と
、
　
二
人
の
豪
資
一
環
口
（
豪
資
は
B
種
文
書
に
よ
れ
ば
、

本
来
税
租
を
納
入
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
税
口
と
考
え
ら
れ
る
）
と
（

わ
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
網
戸
の
二
丁
（
一
丁
男
二
丁
妻
）
は
、

本
来
税
口
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
不
課
口
と
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。
　
し
か
し
戸
全
体
と
し
て
は
課
戸
上
と
な
っ
て
い
る
。
　
こ

れ
は
当
戸
の
布
・
麻
・
租
の
納
入
額
が
課
戸
上
の
額
に
達
し
て
い
る

点
で
課
戸
と
さ
れ
た
竜
の
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
当
戸
の
戸
主
の
劉
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文
成
は
藩
憲
将
軍
で
、
こ
れ
は
魏
書
一
ご
二
・
三
三
志
に
よ
る
と
、

太
和
一
六
年
の
制
で
は
正
七
品
下
階
、
同
二
一
二
年
・
の
綱
で
は
従
七
品

上
階
、
周
書
二
四
・
盧
弁
伝
に
あ
る
後
周
官
品
に
よ
る
と
、
三
里
の

官
（
従
七
品
に
あ
た
る
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
散
華
で
は
あ
ろ
う

が
、
し
か
し
役
の
免
除
は
当
然
と
も
な
う
竜
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、

唐
代
に
お
け
る
課
口
の
概
念
か
ら
す
れ
ば
、
劉
文
成
が
税
犠
で
あ
る

か
な
い
か
は
論
外
に
お
く
と
し
て
も
、
役
負
担
の
な
い
こ
と
か
ら
し

て
当
然
不
課
口
で
あ
り
、
三
戸
は
も
ち
ろ
ん
不
課
戸
と
な
る
は
ず
で

あ
る
が
、
た
と
え
籍
役
に
関
係
な
く
と
も
、
租
調
の
全
額
を
支
払
つ

　
　
　
　
　
⑱

て
い
る
場
合
に
、
課
戸
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
西
魏
計
帳
戸
籍
に
お
い

て
は
、
租
調
負
担
の
有
無
が
課
・
不
意
の
分
界
線
と
な
っ
て
い
た
こ

と
を
し
め
し
て
い
る
。
三
代
戸
籍
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

は
ま
っ
た
く
あ
診
え
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
西
魏
計
帳
戸
籍
に
は
こ

の
よ
う
な
課
の
使
用
法
の
あ
る
こ
と
が
、
唐
代
の
そ
れ
と
ち
が
っ
た

一
特
徴
と
い
え
る
。
な
お
劉
文
成
戸
の
税
と
課
と
の
関
係
や
、
　
「
擢

税
令
課
」
の
内
心
味
な
ど
、
本
文
書
の
重
役
記
事
に
は
ま
だ
い
ろ
い
ろ

論
究
す
べ
き
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
別
に
藩
論
す
べ
き
事
項
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
り
、
紙
数
の
関
係
も
あ
る
か
ら
別
稿
に
の
べ
る
こ
と
と
し
た
。

結

聾pp

　
以
上
の
べ
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
る
と
、
e
ス
タ
イ
ソ
第
六
一
三
号

文
書
は
、
二
つ
の
異
っ
た
様
式
の
文
書
を
ふ
く
む
が
、
そ
の
う
ち
の

A
種
の
も
の
は
戸
籍
ま
た
は
そ
の
転
写
で
あ
り
、
B
種
の
も
の
は
計

帳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
⇔
A
寒
雲
書
中
に
お
い
て
、
課
戸
上
は
、

一
部
欠
け
た
も
の
竜
あ
わ
せ
て
四
戸
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
れ
は
お
そ
ら
く
課
戸
上
の
す
べ
て
で
あ
ろ
う
。
ま
た
本
文
書
に
は

不
課
戸
が
八
戸
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
と
み
ら
れ
、
こ
れ
か
ら
推
し

て
、
憂
資
五
戸
・
課
戸
中
九
戸
・
課
戸
下
七
戸
を
歳
出
で
き
る
。
繭

本
文
書
に
お
け
る
課
戸
上
の
平
均
丁
数
は
一
一
・
五
入
、
　
課
戸
中
は

三
・
二
二
人
課
戸
下
は
二
・
七
一
人
で
、
戸
等
の
上
下
と
丁
数
の
多

．
少
と
は
か
な
ら
ず
し
も
対
応
し
な
い
。
画
B
文
書
は
そ
の
初
頭
部
を

欠
い
て
い
る
が
、
そ
の
他
は
完
全
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
西
魏
計
帳
の

ほ
ぼ
完
全
な
形
体
が
わ
か
る
。
㈹
本
文
書
に
は
課
口
・
課
戸
、
不
課

口
・
不
課
戸
、
課
見
輸
等
の
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
唐

代
戸
籍
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
錯
簡
に
は
一
般

に
ひ
ろ
く
使
用
さ
れ
る
用
語
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
北
朝
の
正
史
に
は
、

賦
役
用
語
と
し
て
は
課
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
概
し
て
少
く
、
租
・
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調
・
役
等
の
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。
私
考

す
る
と
こ
ろ
で
は
西
魏
の
計
帳
戸
籍
に
こ
れ
ら
の
用
語
が
使
用
さ
れ
、

こ
れ
が
唐
に
遵
用
さ
れ
た
竜
の
と
思
わ
れ
る
。
㈹
と
こ
ろ
で
西
魏
計

帳
戸
籍
に
お
け
る
課
口
と
は
男
女
を
包
含
す
る
も
の
で
、
こ
の
場
合

「
課
」
と
は
租
調
を
意
味
し
、
役
を
一
応
除
外
し
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
唐
代
の
課
口
と
は
丁
男
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
、
課
口
と
は
租
調

役
（
膓
）
雑
徳
の
負
担
者
を
意
味
す
る
。
　
㈹
西
魏
の
課
口
に
は
役
を

か
な
ら
ず
し
も
ふ
く
ま
な
い
か
ら
、
役
を
免
除
さ
れ
て
い
る
と
み
ら

れ
る
叢
竃
将
軍
の
譲
文
竜
台
の
よ
う
に
、
不
課
口
の
み
の
戸
で
も
、

租
調
の
一
定
額
を
納
入
す
る
場
合
は
諜
戸
と
さ
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス

が
お
こ
り
得
る
。
不
課
口
が
課
戸
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
唐
代
戸
籍

に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
相
違
点
は
西
魏
と
唐
と
の
課

の
内
容
の
相
違
に
由
来
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
①
出
本
達
郎
「
敦
煙
発
見
計
帳
様
文
聲
残
簡
（
上
・
下
）
－
大
英
博
物
館

　
所
蔵
ス
タ
イ
ソ
将
来
漢
文
文
書
六
＝
二
号
」
。
　
（
『
東
洋
学
報
』
第
三
七
の

　
　
二
・
三
号
）

　
⑨
　
B
種
文
書
の
終
り
に
あ
る
応
受
田
集
計
記
事
に
、
　
ω
「
戸
穴
足
」
、
②

　
　
「
戸
六
三
分
未
足
」
、
㈲
「
戸
十
三
二
分
未
足
」
、
ω
「
戸
七
一
分
未
足
」
、

　
㈲
　
コ
戸
一
無
田
」
と
あ
る
も
の
は
、
ω
は
応
受
田
を
一
〇
〇
％
充
足
し
た

　
　
も
の
。
⑤
は
応
受
田
の
全
然
不
足
す
る
も
の
。
す
な
わ
ち
○
％
の
も
の
。

　
　
荷
者
の
中
野
に
あ
る
鋤
㈲
伺
は
そ
れ
ぞ
れ
、
　
一
〇
〇
％
と
○
％
と
の
澗
を

　
三
分
し
て
、
九
九
％
以
下
％
以
上
を
三
分
未
足
と
し
、
％
以
下
一
％
以
上

　
を
一
分
置
足
、
さ
ら
に
両
春
の
中
醐
を
二
分
未
定
と
す
る
も
の
ら
し
い
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
由
本
博
士
が
、
昭
和
三
四
年
三
月
の
東
洋
史
談
話

　
会
に
お
い
て
、
　
「
課
と
計
帳
」
と
題
し
て
、
前
論
の
補
正
を
か
ね
て
所
見

　
を
発
表
さ
れ
た
な
か
で
の
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

③
＝
月
に
二
丁
床
あ
る
場
含
も
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ま
は
か
り
に
五
戸
と

　
推
測
し
て
お
く
。

④
山
本
前
掲
・
（
上
）
二
九
頁
、
文
讃
配
列
表
参
照
。

⑤
　
二
分
未
足
＝
三
戸
の
う
ち
、
二
戸
が
課
戸
上
、
　
＝
戸
が
不
課
戸
、
九
戸

　
が
課
戸
中
と
す
れ
ば
、
丁
他
の
一
戸
は
台
資
で
あ
ろ
う
。

⑥
「
六
石
中
」
を
「
六
石
不
課
戸
中
税
租
」
の
省
略
と
考
え
る
こ
と
は
左

　
の
理
由
に
よ
る
。

　
e
B
文
書
の
税
租
関
係
記
事
に
は

　
1
都
合
税
租
雨
捨
瞭
凱
頭

　
2
　
　
　
　
　
拾
　
　
陸
　
　
石
杵
所
輸
祖

∴87654

九
石
五
引
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
不

　
　
　
　
　
研
渠
欧
露
断
面
輸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薫
　
石
　
折

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
石
五
斗

　
と
あ
っ
て
、
第
一
行
臼
は
税
租
の
総
括
的
集
計
記
購
で
あ
る
。

醤
と
第
六
行
臼
と
拡
、
そ
の
内
訳
を
輪
租
と
折
幽
草
と
に
わ
け
た
も
の
で

　　論一　 A

四
石
五
斗
不
課
戸
上
税

五
石
蟹
詠
口
懐
疑
床
用

　
石
　
　
　
　
　
　
中

課
　
戸
　
下
　
税
　
租

　
草
　
拾
　
件
　
醐

輸
　
草
　
六
　
囲
　
上

髭
下
草
九
囲
中

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
行
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あ
る
が
、
そ
の
な
か
を
輸
租
は
上
・
巾
・
下
に
叢
分
し
、
折
草
は
上
・
中

に
二
分
し
て
い
る
。
そ
し
て
輸
租
の
上
と
下
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
白
下
戸
上

税
と
不
課
戸
反
税
と
が
み
え
る
に
対
し
、
第
四
感
謝
の
み
は
単
に
「
六
石

中
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
前
後
と
の
関
係
か
ら
み
る
と
、
　
「
不
課
戸

中
税
租
」
の
省
賂
と
考
え
ら
れ
る
。
⇔
し
か
し
輪
租
の
上
に
は
壁
資
零
丁

床
税
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
「
六
石
中
」
の
な
か
に
も
下
口
口

丁
床
税
の
中
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
中
の

全
部
が
射
的
口
丁
床
税
租
の
中
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も

お
こ
り
得
る
が
、
税
租
関
係
記
事
の
な
か
で
仁
心
口
丁
床
税
と
い
う
記
事

の
あ
る
の
は
、
第
三
行
9
の
b
の
み
で
あ
り
、
不
課
戸
税
租
の
場
合
の
よ

う
に
、
第
三
行
目
の
a
と
第
五
行
巨
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
不
課
戸
上
・
不
課

戸
下
の
順
風
と
し
て
出
て
こ
な
い
こ
と
、
お
よ
び
第
三
期
目
の
b
に
あ
る

軍
資
口
丁
床
離
は
「
五
辻
簗
出
口
計
丁
義
母
」
と
あ
っ
て
、
璽
資
口
の
糠
床

税
は
こ
れ
が
す
べ
て
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
か
ら
、
結
齎
、
第
四
行
目
の

「
六
石
中
」
は
「
六
石
不
課
戸
中
幕
租
」
の
省
略
と
考
え
ら
れ
る
。
⇔
し

か
し
そ
う
し
た
場
合
、
憂
資
口
欝
丁
床
税
の
～
丁
床
当
税
額
は
わ
っ
か
に

一
石
で
、
低
額
の
も
の
に
な
り
、
不
興
戸
上
税
と
比
肩
す
る
に
は
あ
ま
り

に
低
く
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
は
税
額
の
高
低
と
い
う
こ
と

よ
り
も
、
台
資
と
い
う
地
位
の
高
さ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
税
租
上
の
範
購

に
い
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
調
布
麻
の
項
に
お
い
て
、
台

資
が
課
戸
上
の
右
側
に
書
か
れ
て
い
る
の
と
同
一
意
國
に
出
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
㈱
つ
ぎ
に
調
謝
麻
の
詑
蟻
を
み
る
と
、
蜜
資
の
調
布
麻
に
は

上
・
中
・
下
の
別
を
設
け
ず
、
こ
れ
に
対
し
課
戸
の
そ
れ
に
は
上
・
中
・

下
の
別
が
あ
り
、
し
か
も
調
布
麻
の
税
額
は
、
課
戸
の
上
・
中
・
下
お
よ

　
ぴ
壁
資
を
髄
じ
て
、
す
べ
て
問
顕
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
盗
資
戸
に

　
は
上
一
甲
・
下
の
区
別
を
設
け
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
㈲
し
た
が
つ

　
て
租
・
税
租
の
記
事
を
逓
じ
て
、
上
・
中
・
下
の
戸
等
区
別
の
あ
る
の
は
、

　
課
戸
・
不
課
戸
で
あ
っ
て
、
盗
宇
戸
は
一
応
こ
れ
か
ら
除
外
さ
れ
た
も
の

　
と
み
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
戸
等
の
上
下
と
い
う

　
こ
と
が
課
戸
・
不
課
戸
を
通
じ
て
、
賦
税
の
面
で
は
租
の
み
に
関
係
の
あ

　
る
こ
と
と
な
り
、
租
と
凝
集
と
の
関
係
お
よ
び
賦
税
に
お
け
る
租
の
性
格

　
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に

　
つ
い
て
は
後
考
を
倹
っ
こ
と
と
し
た
い
。
建
網
資
口
画
聖
床
爆
心
を
融
資

　
丁
床
税
租
の
す
べ
て
と
考
え
た
場
含
、
豪
資
は
五
丁
床
と
考
え
ら
れ
る
か

　
ら
、
塁
資
一
丁
床
の
税
租
は
一
石
（
盗
資
一
下
当
は
五
斗
と
な
る
）
で
、

　
き
わ
め
て
低
額
と
な
る
が
、
こ
れ
は
唐
代
戸
籍
の
事
例
と
対
照
し
た
場
合
、

　
雑
任
役
（
本
文
書
の
雑
下
役
五
人
は
搾
出
の
五
丁
床
に
あ
た
る
も
の
と
畿
4
5

　
え
る
）
の
就
任
者
、
た
と
え
ば
衝
…
士
や
侍
丁
等
が
、
必
見
不
輸
…
の
恩
典
に

　
浴
し
て
い
る
こ
と
は
、
特
定
の
番
役
ま
た
は
長
上
役
あ
る
い
わ
は
老
者
の

・
侍
養
等
の
関
係
か
ら
、
田
作
に
察
欠
く
場
合
が
あ
り
得
る
こ
と
、
し
た
が

　
つ
て
租
調
の
う
ち
と
く
に
租
の
減
免
が
行
わ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
考

　
え
ら
れ
る
こ
と
と
も
薄
応
ず
る
か
ら
、
憂
薄
口
丁
霊
税
租
の
低
額
な
こ
と

　
は
あ
り
得
べ
き
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
　
以
上
の
諸
理
由
に
よ
っ
て
、
税
租
の
記
事
の
な
か
に
あ
る
「
憂
資
財
計

　
丁
床
税
」
は
台
資
の
二
幅
の
全
額
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

　
「
六
石
中
」
は
「
六
石
不
課
戸
中
皮
租
」
の
省
略
と
考
え
る
。

⑦
し
か
し
こ
の
税
額
計
繊
は
、
無
恥
の
老
女
を
、
不
課
戸
下
に
あ
た
る
も

　
の
と
仮
定
し
た
う
え
の
計
算
で
、
も
し
こ
の
仮
定
が
誤
っ
て
お
れ
ば
、
は
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じ
め
か
ら
考
え
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
無
照
の
脇
戸
を
除
外

し
た
場
合
を
考
え
る
と
、
e
、
上
三
・
中
三
・
下
一
と
す
る
場
合
と
、
⇔
、

上
二
・
中
四
・
下
一
と
す
る
場
合
の
二
つ
し
か
な
く
、
そ
の
う
ち
e
の
場

合
は
、
上
の
税
租
が
一
戸
当
～
石
五
斗
と
な
る
に
対
し
、
申
の
そ
れ
が
二

石
と
な
っ
て
、
辻
昴
償
が
ム
ロ
わ
な
い
か
ら
、
⇔
の
場
ム
ロ
し
か
な
い
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
で
こ
の
場
合
の
税
額
を
し
め
す
と
、
第
5
表
働
の
よ
う
に
な
る
。

　
不
課
戸
・
乱
逆
町
税
落
話
一
覧
表
（
第
5
表
）
働

不
課
戸
上

不
課
戸
中

出
課
戸
下

一四二

一
戸
当
姦
直
額

二
石
二
斗
五
升

　
石
五
斗

一
　
石

一
戸
当
折
租
額

五一一
合置石
一五
斗斗

升

　
　
右
は
無
二
の
老
女
を
不
課
戸
下
と
し
た
場
合
に
、
税
租
一
石
の
負
担
が

　
不
合
理
な
も
の
と
考
え
ら
れ
も
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
除
外
し
た
時
の
計
算

　
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
不
課
…
戸
は
合
計
七
戸
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
よ

　
う
に
考
え
る
こ
と
は
誤
り
で
、
藍
田
の
老
女
を
不
課
戸
下
と
す
る
の
が
正

　
し
い
で
あ
ろ
う
。

⑧
こ
れ
は
当
然
、
均
濁
制
下
の
土
地
所
有
問
題
に
も
関
連
す
る
こ
と
で
あ

　
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
専
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

⑨
『
法
働
史
研
究
』
七
所
双
。

⑩
　
曾
我
部
博
士
が
本
文
書
を
戸
籍
と
さ
れ
る
意
見
は
「
そ
の
後
の
課
役
の

　
解
釈
問
題
」
．
（
『
史
林
』
三
八
の
四
）
　
お
よ
び
、
　
「
均
田
法
の
園
宅
地
に

　
つ
い
て
」
　
（
『
史
林
臨
四
〇
の
二
）
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。

＠
　
仁
井
田
陞
・
敦
難
篤
究
見
の
中
・
國
の
計
帳
と
日
本
の
計
帳
、
・
『
中
礼
法
舗
｝

　
史
研
究
』
土
地
法
・
坂
引
法
、
第
二
部
第
八
章
。

⑫
両
文
書
の
不
一
致
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
本
博
士
が
す
で
に
指
摘
し
て

　
い
ら
れ
る
。
わ
た
く
し
ほ
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
指
摘
に
も
と
づ
い
て
再
考

　
し
た
。

⑧
す
べ
て
の
璽
資
に
勲
記
の
応
急
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
本
文
霜
に
見
込
京
れ
る
勲
賑
の
応
受
は
き
わ
め
て
少
い
な
い
か
ら
、
津
田

　
は
豪
資
の
す
べ
て
に
予
定
さ
る
べ
き
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
劉

　
文
成
の
よ
う
に
薇
鬼
将
軍
の
身
分
を
も
つ
場
合
に
勲
田
の
応
受
が
予
定
さ

　
れ
る
と
考
え
る
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

⑭
　
周
書
二
三
、
蘇
粟
酒
。

⑯
　
北
史
六
三
、
蘇
印
伝
に
は
、
轟
八
統
十
一
年
・
と
な
っ
て
い
る
。

⑯
　
西
魏
宇
交
泰
の
勢
力
が
確
実
に
敦
煙
方
颪
に
普
及
し
た
時
期
を
、
大
統

　
｝
一
年
と
推
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
出
本
前
掲
、
三
七
の
ヨ
、
九
〇

　
百
ハ
に
指
摘
し
て
あ
る
。

⑰
　
A
文
書
が
戸
籍
に
近
い
交
書
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
四
年

　
三
月
の
東
洋
史
談
話
会
で
、
山
本
博
土
が
「
課
と
計
帳
」
と
題
す
る
研
究

　
発
表
を
行
な
わ
れ
た
さ
い
、
別
に
所
見
を
発
表
さ
れ
た
と
聞
き
お
よ
ん
で

　
い
る
。

⑯
　
漁
賦
役
…
屑
戴
㎎
と
し
て
は
、
　
一
般
に
租
蹴
旧
・
稠
調
・
紬
賦
役
等
の
諮
が
用
い
ら

　
れ
、
調
の
か
わ
り
に
課
の
語
が
使
矯
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
用
例

　
は
案
外
少
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
西
魏
時

代
・
敦
燵
計
帳
戸
籍
（
都
郷
護
勢
）
に
お
け
る
響
税
の
意
義
」
（
棄

　
洋
史
研
究
』
二
〇
の
一
）
に
の
べ
る
予
定
。
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⑧
岡
、
四
月
の
条
に
も
、
租
賦
の
語
が
み
え
る
。

⑳
　
註
一
五
参
照
。

⑳
　
五
人
の
雑
三
役
は
、
課
見
輸
の
な
か
に
は
い
っ
て
い
な
い
こ
と
は
あ
き

　
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
B
文
話
の
調
布
麻
の
集
計
記
事
に
お
い
て
は
、

　
　
都
　
合
　
調
　
布
　
参
　
拾
　
参

瀞
三
匹
二
丈
良

都

合

麻八一
陸

拾

六
＋
七
斤
良

八

　十三九（　　　　　　　 欝

　　　　熟地　　　　　　　　九十四五
　　　　　　尺丈　　　　 参

爾　　　斤斤　　　四匹匹
　九九斤　　　　匹　　　匹
　　　　豪捌　　匹二　参
　斤’斤　　　　　二二丈騒
　　　　　　　　　　　　丈
　　　　　　　　丈丈
　　　　　　　　　　　　捌
膜下中上置爾牛賎下中．上資尺
　　　　v

　
　
と
あ
る
よ
、
）
に
、
布
麻
の
負
担
に
お
い
て
、
．
璽
資
は
そ
の
税
額
の
高
下

　
に
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
般
課
戸
上
・
中
・
下
と
は
別
に
販
扱
わ
れ
て
お
り
、

　
ま
た
税
租
の
負
担
に
お
い
て
は
「
壁
登
口
計
丁
床
税
」
が
五
丁
床
で
五
常
、

　
す
な
わ
ち
一
丁
床
｛
石
と
い
う
き
わ
め
て
低
額
な
も
の
で
あ
る
点
、
蟹
資

　
の
税
負
担
は
、
課
見
輸
の
…
般
課
戸
と
は
異
っ
た
範
酵
に
は
い
っ
て
い
た

　
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＠
　
B
交
書
の
集
計
記
事
に
は
、
役
負
担
を
男
山
の
み
に
限
定
し
て
い
る
。

役
の
内
容
は
雑
任
役
と
六
丁
兵
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
以
外
の
役
、
す
な
わ

ち
雑
篠
程
度
の
役
は
女
丁
に
も
課
せ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
　
（
女
子

の
就
役
は
、
魏
晋
・
南
北
朝
の
史
需
に
も
間
々
見
受
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
）

こ
こ
で
役
と
い
う
の
は
雑
役
と
兵
役
で
あ
る
。
当
時
は
ま
だ
歳
役
と
雑
篠

の
区
鋼
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
と
は
い
え
・
な
い
が
、
魚
ハ
帰
一
が
歳
役
【
に
転
化

し
て
行
く
こ
と
は
、
周
需
五
・
武
帝
紀
上
、
保
定
元
年
の
条
に
、

　
改
λ
丁
兵
刃
為
一
＋
二
丁
兵
⑩
率
歳
一
月
役
。

と
あ
り
、
早
書
二
四
。
食
貨
鳶
ゆ
に
、

　
開
皇
三
年
。
　
軍
人
以
一
二
十
一
一
成
レ
丁
。
減
一
十
二
番
④
毎
歳
為
一
二
十

　
日
役
噌

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
　
ま
た
当
時
兵
役
と
力
役
と
が
、
　
か
な

ら
ず
し
も
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
周

書
山
ハ
・
武
帝
紀
下
、
　
建
仙
偲
四
μ
ヰ
正
月
の
条
に
、

　
遽
祖
懸
調
。
兵
役
残
功
。
並
宜
一
鋤
免
崎

と
あ
り
、
同
七
・
宣
帝
紀
、
大
象
元
年
二
月
の
条
に
、

　
山
東
諸
州
兵
。
増
　
一
月
功
崎
為
　
四
＋
五
臼
役
⑩
起
　
洛
陽
宮
凋

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
　
し
た
が
っ
て
六
丁
兵
の
役
は
兵
役
・

力
役
を
包
含
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
後
世
の
歳
役
と
雑
筏
を
一
本

に
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
六
丁
兵
の
内
容
を
こ
の
よ
う
に
解
し
た

場
合
、
丁
男
の
役
と
丁
女
の
役
と
は
か
な
り
性
格
の
異
っ
た
も
の
と
な
り
、

た
と
え
女
子
に
役
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
後
世
の
雑
曲
程
度
の
も

の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
一
応
女
敵
を
役
か
ら
除
外
し
て
考
え
る
。
本
文
露
の
，

役
の
集
計
記
事
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
役
を
販
扱
っ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
六
丁
丘
ハ
の
役
の
内
容
【
に
つ
い
て
は
露
点
鍋
を
草
摺
し
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て
い
る
の
で
、
詳
細
は
そ
れ
に
ゆ
ず
る
。

⑳
　
穴
典
三
・
戸
部
郎
中
員
外
郎
の
条
。
唐
会
要
八
三
・
租
税
上
目
旧
制
も

　
同
文
。
大
着
伝
載
に
は
、
閥
日
筏
と
あ
る
。
田
唐
書
職
官
志
に
は
四
日
課

　
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
疑
義
が
抱
か
れ
て
い
る
。
宮
崎
市
定
「
晋

　
生
野
の
戸
調
式
に
就
て
」
　
（
『
ア
ジ
ア
史
研
究
第
一
』
二
＝
…
頁
参
照
）
。

⑳
　
課
役
と
賦
役
と
は
女
義
語
で
あ
り
、
課
は
賦
に
通
ず
る
。
し
か
し
諜
口

　
の
課
は
課
役
・
賦
役
を
ふ
く
む
。

⑳
　
唐
・
大
暦
四
年
手
実
の
コ
戸
主
令
狐
朝
俊
、
中
男
扁
の
記
購
に
よ
っ
た
。

　
池
照
温
「
敦
燵
発
見
・
大
暦
四
年
手
実
残
巻
に
つ
い
て
」
　
（
上
）
。
　
（
『
東

　
洋
学
報
』
四
〇
の
二
、
隣
七
頁
）
参
照
。

⑳
　
中
剃
の
場
合
に
限
定
し
て
い
え
ば
、
翅
翼
は
戸
籍
上
の
不
課
口
に
も
課

　
せ
ら
れ
る
も
の
と
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＠
　
拙
稿
「
唐
代
敦
三
差
科
鯵
の
研
究
」
　
（
『
西
域
文
化
研
究
』
第
三
・
敦

　
煙
士
魯
番
社
会
経
済
資
料
下
）
所
収
。

⑧
　
劉
文
戒
は
台
資
で
あ
り
、
本
来
税
租
を
納
入
す
べ
き
胴
飼
ー
ー
不
課
口
で

　
あ
る
が
、
　
「
三
州
令
課
」
と
い
う
特
溺
の
事
情
に
よ
り
、
税
を
納
入
せ
ず
、

　
一
般
課
戸
な
み
の
租
調
を
納
入
し
て
課
戸
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

⑳
　
註
一
八
の
拙
稿
。

　
　
寸
　
　
コ
」

　
　
湊
　
　
噌
…
葬

　
本
論
文
は
昭
和
三
五
年
度
、
文
部
省
科
学
研
究
費
の
助
成
に
よ
る
「
中
岡
・

北
朝
時
代
の
月
役
制
度
お
よ
び
郷
里
制
度
の
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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road　of　general　social　progress　in　gur　country．　This　problem　is　keenly

felt　in　our　national　experience，　lying　in　the　depths　of　Japanese

society，　or　may－be　in　the　character　of　Japanese　capitalism　itself．

an　active　effort　to　solve　this　problem　has　begttn．

　　To　historians，　therefore，　the　following　problems　are　offered：

　　‘What　is　their　historical　denouement？’　‘What　are　the　conditions

oS　their　formac　tion，　their　development，　and　their　disappearance　？　’

　　This　article　clarifies　them　by　focusing　attention　upon　their　forina－

tion，　and　treating　the　contradictions　of　their　creation．

　　　　　Some　Problenis　on　the　Tunhuang　Chi－Chung　and

　　　　　ffu－ts‘i血煙計帳戸籍in　the猛ゴ脆が西魏Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Genya　Nishimura

　　‘MS　s．　613　of　Stein　Collection　in　the　British　Museum’，　published

in　1954　by． cr．　Tatstero”Yamamoto山本達郎，　was　of　great　use　for

students，　with　lts　style　and　contents　clarified．

　　Relying　on　his　study，　this　article　treats　the　following　three　pro－

blems：

（1）　of　two　kinds　of　records　in　this　document　（according　to　his　c｝as－

　　sificftc　tion，　divided　in　to　A　and　B），　one　is　supposed　to　be　Hu－ts‘i

　　戸籍，and　the　other　Chi－Cha・ng計帳．

（2）　calculation　of　the　number　of　each　of　the　first，　second，　and　third　of

　　（P％一ん‘o－hu不課戸and　K‘o－hzc課芦），　the　class　of　house　unit　in

　　taxation　in　returns．

③　classification　of　K‘o一ん‘ozt課口，　K‘o－hu，　etc．　in　this　docurnent　was

　　extended　in　the　T‘an8唐　dynasty，　and　the　terms　in　the　Si－wei

　　西山dynasty　differed　from　those　in　the　T‘ang　dynasty：K‘o一ん‘ott

　　in　the　former　means　a　bearer　of　tax　in　kind，　and　in　the　latter　a

　　bearer　of　taxes　in　kind　and　in　labor．　The　regulation　of　Hu－ts‘i　in

　the　T‘ang　era　is　not　always　available　in　this　document　for　the　Si－wei

　　period．
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