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は
じ
め
に

周
知
の
と
お
り
︑
兩
稅
法
の
成
立
に
よ
る
人
頭
�
課
稅
か
ら
�
產
�
課
稅
へ
の
轉
奄
は
︑
�
代
ひ
い
て
は
中
國
�
�
代
財
政
�
上
の
分
水
嶺

で
あ
る
︒
兩
稅
法
の
內
容
や
變
�
に
つ
い
て
の
硏
究
に
は
膨
大
な
蓄
積
が
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
﹁
量
出
制
入
﹂
に
關
す
る
議
論
か
ら
檢
討
し
た

い
︒從

來
の
硏
究
で
は
︑
�
�
�
の
租
�
制(1

)
が
﹃
禮
記
﹄
王
制
�
の
﹁
量
入
以
爲
出
﹂
と
い
う
古
典
�
財
政
思
想(2

)
に
基
づ
く
賦
稅
制
度
で
あ
り
︑

當
時
の
國
家
財
政
の
原
理
も
﹁
量
入
爲
出
﹂
で
あ
る
︑
と
い
う
 
識
で
一
致
し
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
�
後
�
に
お
い
て
實
施
さ
れ
︑
租
�

制
と
根
本
�
に
衣
な
る
怨
稅
制
で
あ
る
兩
稅
法
の
成
立
に
よ
っ
て
國
家
財
政
の
原
理
に
い
か
な
る
變
�
が
!
き
た
の
か
と
い
う
問
題
に
關
し
て
︑

楊
炎
の
﹁
凡
そ
百
役
之
費
︑
一
錢
之
斂
は
先
に
其
の
數
を
度
り
て
人
に
賦
し
︑
出
を
量
り
て
以
て
入
を
制
す
﹂
と
い
う
言
葉
が
よ
く
取
り
上
げ

ら
れ
る
︒
こ
の
﹁
量
出
以
制
入
﹂
は
﹁
量
入
以
爲
出
﹂
の
反
義
語
と
し
て
︑
兩
稅
法
下
に
お
け
る
財
政
上
の
一
原
則
と
見
な
さ
れ
て
き
た
︒
そ

し
て
︑﹁
量
出
制
入
﹂
原
則
は
兩
稅
法
の
課
稅
原
理
な
の
か
あ
る
い
は
國
家
財
政
"
般
の
#
營
原
理
な
の
か
︑
兩
稅
法
の
實
施
に
お
い
て
實
際

に
$
守
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
て
き
た
︒
以
下
︑
硏
究
�
の
代
表
�
な
見
方
を
鯵
單
に
ま
と
め
て
み
よ
う
︒

初
め
て
﹁
量
出
以
制
入
﹂
を
兩
稅
法
下
に
お
け
る
原
則
の
一
つ
と
し
た
の
は
日
野
開
三
郞
氏
で
あ
る
︒
一
九
六
〇
年
代
初
︑
氏
は
兩
稅
法
の

﹁
六
原
則(3

)
﹂
を
ま
と
め
︑﹁
量
出
制
入
﹂
原
則
を
兩
稅
法
の
課
稅
原
理
で
あ
っ
て
實
際
に
#
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
︒
こ
の
見
解
は
そ
の
後

&
說
と
な
っ
た
が
︑
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
陳
�
光
氏
を
は
じ
め
と
す
る
批
(
が
出
て
き
た
︒
陳
氏
は
﹁
量
出
制
入
﹂
原
則
は
楊
炎
の
提
案

に
見
ら
れ
る
だ
け
で
︑
兩
稅
法
の
實
施
段
階
で
は
)
用
さ
れ
ず
︑﹁
量
出
制
入
﹂
が
國
家
財
政
原
理
で
あ
っ
た
と
し
て
も
實
行
さ
れ
な
か
っ
た

と
*
張
し
て(4

)
︑﹁
量
出
制
入
﹂
と
實
施
さ
れ
た
兩
稅
法
と
の
關
係
を
園
底
�
に
否
定
し
た(5

)
︒
九
〇
年
代
以
影
︑
陳
氏
說
を
荏
持
す
る
硏
究
者
は

少
な
く
な
い
︒
例
え
ば
︑
宮
澤
知
之
氏
は
﹁
量
出
制
入
﹂
に
せ
よ
︑﹁
量
入
爲
出
﹂
に
せ
よ
︑
課
稅
原
理
で
な
く
國
家
財
政
の
原
理
と
し
て
考

え
る
べ
き
で
あ
り
︑
�
の
國
家
財
政
原
理
は
租
�
制
下
か
ら
兩
稅
法
下
ま
で
一
貫
し
て
﹁
量
入
爲
出
﹂
で
あ
る
と
指
摘
し
た(6

)
︒
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Ú
學
檬
氏
も
﹁
量
出
制
入
﹂
は
楊
炎
の
上
奏
�
に
見
え
る
の
み
で
︑
円
中
元
年
の
兩
稅
法
實
施
時
の
課
稅
原
理
で
は
な
い
と
*
張
し
た(7

)
︒
Ú

氏
は
こ
れ
が
國
家
財
政
原
理
か
ど
う
か
を
�
言
し
て
は
い
な
い
が
︑﹁
量
出
制
入
﹂
と
は
,
稅
總
額
を
荏
出
總
額
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
兩

稅
の
,
收
す
べ
き
總
額
を
決
め
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
︑﹁
量
出
制
入
﹂
は
實
質
�
に
﹁
量
入
爲
出
﹂
と
同
じ
で
あ
り
︑
た
だ
表
現
が
-
っ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
と
指
摘
し
た
︒
ま
た
︑
ご
く
�
年
で
は
︑
渡
邊
信
一
郞
・
島
居
一
康
兩
氏
の
硏
究
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
渡
邊
氏
は
Ú
氏
の
見
解

に
�
く
︑﹁
量
出
制
入
﹂
と
﹁
量
入
爲
出
﹂
と
は
�
宋
に
お
い
て
槪
念
上
互
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
︑
互
奄
の
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
︑

兩
者
に
は
何
ら
か
の
共
&
基
盤
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
︑
�
後
/
�
の
收
入
・
荏
出
兩
面
の
定
額
制
の
成
立
と
實
態
︑
定

額
制
と
財
務
#
營
と
の
關
係
な
ど
を
檢
討
し
︑﹁
量
出
制
入
﹂
は
收
入
・
荏
出
と
も
に
定
額
制
を
基
盤
と
す
る
財
務
#
營
で
あ
り
︑
收
入
が
定

額
で
あ
る
こ
と
を
强
�
す
る
時
に
は
﹁
量
入
爲
出
﹂
と
も
稱
し
得
る
︑
と
い
う
結
論
を
1
き
出
し
た(8

)
︒
ま
た
︑
島
居
氏
は
日
野
氏
の
兩
稅
法

﹁
六
原
則
﹂
を
"
面
�
に
批
(
し
て
︑﹁
六
原
則
﹂
の
す
べ
て
に
根
據
が
な
い
こ
と
を
論
じ
︑﹁
量
出
制
入
﹂
が
日
野
氏
の
い
う
よ
う
な
課
稅
原

理
で
は
な
く
︑
財
政
原
理
で
あ
る
と
し
た(9

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
陳
氏
の
2
論
以
來
︑﹁
量
出
制
入
﹂
が
課
稅
原
理
で
は
な
く
︑
ま
た
實
際
に
は
)
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
が
基
本
�

に
 
め
ら
れ
て
き
た
一
方
で
︑﹁
量
出
制
入
﹂
は
楊
炎
が
怨
た
な
國
家
財
政
原
理
と
し
て
	
想
し
た
も
の
だ
と
も
さ
れ
て
い
る
︒

で
は
︑
こ
の
原
理
は
な
ぜ
兩
稅
法
の
實
施
に
生
か
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
︒
そ
の
囘
答
の
代
表
例
が
︑
陳
氏
と
李
志
賢
氏
の
解
釋
で
あ
る
︒
彼

ら
は
︑
楊
炎
自
身
は
財
政
經
費
に
よ
っ
て
收
入
を
定
め
よ
う
と
し
た
も
の
の
︑
當
時
"
國
の
財
政
狀
況
が
極
度
の
混
亂
に
陷
っ
て
い
た
た
め
︑

中
央
政
府
が
4
年
の
國
家
收
荏
總
額
を
瓜
計
で
き
な
か
っ
た
こ
と
︑
つ
ま
り
財
政
荏
出
の
豫
算
を
作
っ
た
う
え
で
收
入
を
決
め
ら
れ
な
か
っ
た

と
し
た(

10
)

︒

し
か
し
︑
こ
の
解
釋
に
は
不
合
理
な
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
兩
稅
法
の
提
案
者
で
あ
り
且
つ
老
練
な
政
治
家
で
あ
っ
た
楊
炎
が
︑
兩
氏
の
言
う

﹁
實
用
性
が
な
い
﹂
財
政
#
營
原
則
を
設
け
る
と
は
考
え
に
く
い
︒
加
え
て
︑
後
営
す
る
よ
う
に
︑
そ
も
そ
も
楊
炎
の
提
案
に
は
︑
事
�
に
荏

出
の
豫
算
を
組
む
�
圖
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
︒
そ
の
た
め
︑﹁
量
出
以
制
入
﹂
自
體
の
解
釋
を
改
め
て
檢
討
す
る
必
6
が
あ
る
︒
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な
お
︑
收
荏
が
共
に
定
額
制
の
場
合
︑﹁
量
出
制
入
﹂
は
傳
瓜
�
な
﹁
量
入
爲
出
﹂
と
本
質
上
共
&
性
が
あ
る
︑
と
す
る
Ú
氏
と
渡
邊
氏
の

見
方
は
︑﹁
量
出
以
制
入
﹂
と
い
う
言
葉
の
解
釋
を
變
え
な
い
ま
ま
︑
從
來
楊
炎
の
兩
稅
法
提
案
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
收
入
定
額

制
と
︑
一
般
�
に
荏
出
を
以
て
收
入
を
定
め
る
も
の
と
解
釋
さ
れ
る
﹁
量
出
制
入
﹂
と
の
閒
の
矛
盾
を
�
和
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
︒
し

か
し
︑
そ
も
そ
も
楊
炎
の
計
劃
の
段
階
で
は
兩
稅
收
入
定
額
制
は
ま
だ
存
在
し
な
い
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
楊
炎
の
﹁
量
出
以
制
入
﹂
を
財
政
思

想
の
一
つ
で
あ
る
﹁
量
出
爲
入
﹂
の
槪
念
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
︒

﹁
量
出
以
制
入
﹂
は
楊
炎
の
兩
稅
法
を
中
心
と
す
る
財
政
改
革
計
劃
の
中
で
も
重
6
な
位
置
を
占
め
て
い
る
︒
本
稿
は
基
本
�
料
の
再
分
析

に
基
づ
き
︑﹁
量
出
以
制
入
﹂
の
再
考
を
&
じ
て
楊
炎
の
財
政
改
革
の
背
後
に
あ
っ
て
從
來
看
�
さ
れ
て
き
た
點
を
�
ら
か
に
す
る
︒
こ
れ
に

よ
り
︑
兩
稅
法
を
�
代
財
政
�
の
中
に
位
置
づ
け
直
し
︑
ひ
い
て
は
�
宋
變
革
�
の
硏
究
に
怨
た
な
視
點
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

第
一
違

楊
炎
の
財
政
改
革
計
劃
と
﹁
量
出
以
制
入
﹂

第
一
�

怨
財
政
收
入
體
系
の
	
想

德
宗
皇
:
の
卽
位
直
後
の
大
曆
十
四
年

(七
七
九
)
八
�
七
日
︑
楊
炎
は
一
聯
の
財
政
改
革
計
劃
を
上
奏
し
た
︒
そ
の
內
容
は
以
下
の
&
り

で
あ
る
︒

【
�
料
一
︼

(楊
)
炎
<
に
兩
稅
法
を
作
り
て
以
て
そ
の
名
を
一
に
せ
ん
こ
と
を
=
い
て
曰
く
︑﹁
①
凡
そ
百
役
の
費
︑
一
錢
の
斂
は
︑
先
に
其
の
數

を
度
り
て
人
に
賦
し
︑
出
を
量
り
て
以
て
入
を
制
す
︒
②
戶
に
土
客
無
く
︑
見
居
を
以
て
?
を
爲
る
︒
人
に
丁
中
無
く
︑
貧
富
を
以
て

差
と
爲
す
︒
③
居
處
せ
ず
し
て
行
商
す
る
者
︑
在
る
2
の
州
縣
三
十
の
一
を
稅
し
︑
取
る
2
を
度
り
て
居
る
者
と
均
し
く
し
て
僥
倖
無

か
ら
し
む
︒
居
人
の
稅
︑
秋
夏
兩
た
び
之
を
徵
し
︑
俗
に
不
A
B
る
者
之
を
正
す

(
こ
れ
を
三
に
す(11
)

)
︒
④
其
の
租
庸
雜
徭
悉
く
省
き
て
︑
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丁
額
廢
せ
ず
︑
出
入
を
申
報
す
る
こ
と
舊
式
の
如
し
︒
⑤
其
の
田
畝
の
稅
︑
C
ね
大
曆
十
四
年
墾
田
の
數
を
以
っ
て
準
と
爲
し
て
之
を

均
し
く
徵
す
︒
夏
稅
六
�
を
�
ぐ
る
こ
と
無
く
︑
秋
稅
十
一
�
を
�
ぐ
る
こ
と
無
し
︒
⑥
歲
を
逾
ゆ
る
の
後
︑
戶
增
し
て
稅
の
減
輕
す

る
F
び
人
散
じ
て
均
を
失
う
者
B
ら
ば
︑
長
G
を
H
I
し
て
︑
度
荏
を
以
て
總
瓜
せ
し
む
﹂
と
︒
德
宗
之
を
善
し
と
し
て
行
う
︒
(﹃
�
會

6
﹄
卷
八
三

租
稅
上

番
號
は
筆
者
が
附
し
た(12
)

)

本
稿
で
は
︑
こ
れ
を
楊
炎
の
財
政
改
革
計
劃
の
"
體
を
営
べ
た
も
の
と
理
解
す
る
︒﹁
曰
く
﹂
以
影
の
部
分
が
楊
炎
に
よ
る
兩
稅
法
の
具
體

�
內
容
で
あ
る
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
︑
兩
稅
法
自
體
の
稅
則
規
定
は
③
・
④
・
⑤
の
三
つ
だ
け
で
あ
り
︑
ほ
か
の
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
-
う
財
政

上
の
問
題
を
J
っ
て
い
る(13

)
︒
こ
の
う
ち
﹁
量
出
制
入
﹂
の
出
典
で
あ
る
①
こ
そ
が
︑
本
論
の
着
眼
點
で
あ
る
︒
�
営
し
た
よ
う
に
︑﹁
量
出
制

入
﹂
を
兩
稅
法
の
課
稅
原
理
と
す
る
日
野
說
に
對
し
︑
�
年
で
は
こ
れ
を
當
時
の
國
家
財
政
原
理
と
す
る
說
が
B
力
に
な
っ
て
い
る
が
︑
い
ず

れ
に
お
い
て
も
①
が
兩
稅
法
#
營
の
基
本
原
則
で
あ
る
こ
と
は
自
�
視
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
理
解
に
對
し
て
疑
問
を

K
い
て
お
り
︑
楊
炎
の
言
う
﹁
量
出
以
制
入
﹂
の
眞
實
を
解
�
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
こ
の
�
違
が
彼
の
財
政
改
革
策
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位

置
を
占
め
る
の
か
と
い
う
問
い
に
ま
ず
答
え
る
必
6
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒

�
料
一
の
う
ち
︑
③
～
⑥
は
そ
れ
ぞ
れ
�
產
稅

(﹁
兩
稅
錢
﹂
)
の
,
收
・
賦
役
の
合
L
・
田
畝
稅

(﹁
兩
稅
斛
斗
﹂
)
の
,
收
・
財
政
面
に
お
け

る
度
荏
の
權
力
强
�
と
い
う
四
方
面
か
ら
怨
稅
制
の
設
定
を
�
示
し
て
い
る(14

)
︒
ま
た
︑
②
を
�
產
稅
・
田
畝
稅
の
雙
方
に
M
用
で
き
る
兩
稅
法

原
則
の
一
つ
と
す
る
の
が
一
般
�
な
 
識
で
あ
る
が
︑
こ
の
部
分
の
解
釋
に
は
し
ば
し
ば
槪
念
上
の
混
亂
が
生
じ
て
い
る
︒

た
と
え
ば
︑
陳
�
光
氏
は
②
が
兩
稅
法
の
﹁
制
稅
原
理
﹂
で
あ
る
と
す
る(15

)
︒
�
営
の
よ
う
に
︑
陳
氏
は
楊
炎
の
﹁
量
出
以
制
入
﹂
は
實
施
さ

れ
な
か
っ
た
と
す
る
が
︑﹁
量
出
以
制
入
﹂
を
計
劃
中
の
課
稅
原
理
で
あ
る
と
す
る
の
は
他
の
論
者
と
變
わ
ら
な
い
︒
②
は
土
・
客
戶
を
問
わ

な
い
現
N
地
に
よ
る
戶
籍
の
再
O
お
よ
び
課
稅
基
準
の
年
齡
か
ら
�
產
へ
の
變
P
と
い
う
二
つ
の
6
點
を
含
ん
で
お
り
︑
�
產
稅
と
田
畝
稅
を

,
收
す
る
際
の
根
據
と
な
る
も
の
で
あ
る
︒
戶
籍
を
再
O
し
な
け
れ
ば
民
戶
の
財
產
を
正
確
に
算
定
で
き
な
い
の
で
︑
財
產
に
よ
っ
て
戶
等
を

定
め
る
こ
と
も
で
き
ず
︑
兩
稅
錢
や
兩
稅
斛
斗
を
,
收
す
る
基
準
も
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
②
は
日
野
氏
の
﹁
見
居
原
則
﹂﹁
戶
產
對
應
原
則
﹂
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や
陳
氏
の
﹁
制
稅
原
理
﹂
で
は
な
く
︑
怨
稅
制
實
施
の
た
め
の
制
度
上
の
保
障
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
て
ば
︑
②
は
怨
稅
制
に
よ
る
課
稅
の
�
の
基
礎
作
業
で
あ
り
︑
こ
の
上
に
立
っ
て
�
產
稅
・
田
畝
稅
の
,
收
お
よ
び

舊
來
の
賦
役
の
處
置
法
を
提
案
し

(③
～
⑤
)
︑
�
後
に
稅
收
方
面
で
責
任
を
と
る
地
方
長
官
の
昇
H
や
左
�
の
處
置
は
度
荏
に
任
せ
る
こ
と

を
强
�
し
た

(⑥
)
と
い
う
形
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
楊
炎
は
兩
稅
法
計
劃
の
實
施
を
&
じ
て
財
政
"
般
の
改
革
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
こ
こ
で
Q
�
す
べ
き
は
︑
こ
の
財
政
改
革
は
賦
稅
の
收
取
方
法
の
變
P
を
中
心
に
展
開
す
る
も
の
で
あ
り
︑
度
荏
の
財
政
上
の
指
揮

權
强
�
も
財
政
收
入
に
影
R
し
う
る
問
題
へ
の
對
應
措
置
で
あ
っ
て
︑
經
費
の
あ
り
方
な
ど
の
財
政
荏
出
面
に
ま
っ
た
く
觸
れ
て
い
な
い
こ
と

で
あ
る
︒
以
上
か
ら
す
れ
ば
︑
①
は
怨
た
な
財
政
收
入
體
系
	
想
の
出
發
點
で
あ
り
︑
や
は
り
荏
出
面
と
は
關
係
が
な
い
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
︒

第
二
�

｢量
出
以
制
入
﹂
の
眞
實

さ
て
︑
以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
て
①
の
位
置
づ
け
に
戾
ろ
う
︒
一
見
す
る
と
︑
�
初
に
必
6
經
費
の
總
額
を
計
算
し
た
上
で
そ
の
總
額
に

よ
っ
て
賦
稅
を
,
收
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
理
解
は
︑
�
T
を
踏
ま
え
な
い
U
讀
で
あ
る
︒
そ
こ
で
V
に
①
の
分
析

か
ら
始
め
よ
う
︒

ま
ず
︑﹁
一
錢
之
斂
﹂
が
賦
稅
を
收
め
る
こ
と
を
指
す
の
は
�
ら
か
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
Q
�
し
た
い
の
は
﹁
百
役
之
費
﹂
で
あ
る
︒
�
末

に
﹁
量
出
以
制
入
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
從
來
は
荏
出
を
�
味
す
る
と
さ
れ
て
き
た(16

)
︒
し
か
し
︑
筆
者
は
こ
う
し
た
從
來
の
解
釋
に
衣
議
を
唱

え
る
︒
楊
炎
の
上
奏
�
の
�
段
を
見
直
し
て
み
よ
う
︒

【
�
料
二
︼

其
の
年
八
�(17

)
︑
宰
相
楊
炎
上
駅
し
て
奏
し
て
曰
く
︑﹁
(中
略
)
至
德
の
後
に
迨
び
て
︑
天
下
兵
!
り
︑
始
む
る
に
兵
役
を
以
て
し
︑
之
に

因
り
て
W
癘
た
り
︒
徵
求
#
輸
︑
百
役
竝
び
に
作
り
︑
人
戶
凋
Y
し
︑
版
圖
空
虛
た
り
︒
軍
國
の
用
は
︑
度
荏
・
轉
#
二
[
に
仰
給
す
︒
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四
方
の
大
鎭
︑
印
た
自
ら
�
度
︑
團
練
[
に
給
す
︒
賦
斂
の
司
數
を
增
し
て
相
い
瓜
攝
す
る
こ
と
莫
し
︒
是
に
於
い
て
綱
目
大
き
く
壞
れ
︑

\
廷
能
く
諸
[
を
^
せ
ず
︑
諸
[
能
く
諸
州
を
^
せ
ず
︒
四
方
の
貢
獻
︑
悉
く
內
庫
に
入
る
︒
權
臣
猾
G
︑
緣
り
て
以
て
奸
を
爲
し
︑
或

い
は
公
に
獻
を
H
む
る
に
託
し
︑
私
に
贓
盜
を
爲
す
者
︑
動
も
す
れ
ば
萬
を
以
て
計
う
︒
重
兵
B
る
處
︑
皆
厚
く
自
ら
奉
養
し
︑
正
賦
入

る
2
`
ば
く
も
無
し
︒
G
の
職
名
︑
人
に
隨
い
て
署
置
し
︑
俸
給
の
厚
b
︑
其
の
增
損
に
由
る
︒
故
に
科
斂
の
名
凡
そ
數
百
︑
廢
す
る
者

c
ら
ず
︑
重
な
る
者
去
ら
ず
︑
怨
舊
仍
り
て
積
み
︑
其
の
涯
を
知
ら
ず
︒
百
姓
命
を
d
け
て
之
を
供
し
︑
旬
に
輸
り
�
に
e
り
︑
休
息
B

る
こ
と
無
し
︒
G
は
其
の
苛
に
因
り
︑
人
に
蠶
食
す
︒
凡
そ
富
人
丁
多
く
︑
C
ね
官
と
爲
り
僧
と
爲
り
︑
色
役
を
以
て
免
れ
︑
貧
人
入
る

2
無
き
に
則
ち
丁
は
存
す
︒
故
に
課
上
に
免
ぜ
ら
れ
て
賦
下
に
增
え
︑
是
を
以
っ
て
天
下
殘
瘁
し
︑
蕩
き
て
h
人
と
爲
り
︑
鄉
居
し
て
地

に
著
す
る
者
百
に
四
五
あ
ら
ず
︒
是
の
如
き
者
三
十
年
に
迨
ぶ
﹂
と
︒
炎
<
に
兩
稅
法
を
作
ら
ん
こ
と
を
=
う
︒
(﹃
�
會
6
﹄
卷
八
三

租

稅
上
)

上
奏
は
二
つ
の
部
分
か
ら
成
る
︒
こ
こ
で
は
省
略
し
た
�
/
で
は
玄
宗
年
閒
に
生
じ
た
租
�
制
の
問
題
點
と
そ
の
衰
I
の
原
因
︑
後
/
で
は

安
�
の
亂
以
來
の
賦
稅
,
收
の
混
亂
と
百
姓
の
�
重
j
擔
の
現
狀
を
指
摘
し
て
い
る
︒
楊
炎
の
計
劃
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
傍
線
部
が
﹁
百
役
之
費
﹂
の
理
解
の
手
掛
か
り
と
な
る
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
百
役
﹂
は
軍
役
以
外
の
食
糧
輸
e
の
勞

役
な
ど
の
雜
徭
を
指
す(18

)
︒
從
來
は
﹁
百
役
之
費
﹂
の
﹁
費
﹂
を
荏
出
の
�
に
解
釋
し
て
き
た
︒
し
か
し
︑﹁
費
﹂
は
﹁
一
錢
之
斂
﹂
が
民
か
ら

錢
を
取
り
立
て
る
の
と
同
じ
く
民
力
を
﹁
費
や
す
﹂
と
い
う
�
味
だ
と
考
え
ら
れ
る(

19
)

︒
つ
ま
り
︑﹁
百
役
之
費
﹂
は
財
政
上
の
經
費
で
な
く
︑

民
に
k
役
さ
せ
て
人
力
を
l
Y
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
百
役
之
費
﹁
一
錢
之
斂
﹂
は
と
も
に
財
政
收
入
面
の
	
成
6
素
を
�
味
す
る
︒
故
に
︑
V
の
﹁
先
度
其
數
而
賦
於
人
﹂
の

﹁
其
數
﹂
は
民
の
人
力
・
財
力
の
量
を
指
し
︑﹁
度
其
數
﹂
と
は
民
の
擔
稅
力
を
把
握
す
る
こ
と
を
�
味
す
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
凡
百
役
之
費
︑
一

錢
之
斂
︑
先
度
其
數
而
賦
於
人
﹂
は
國
家
財
政
收
入
の
,
收
方
法
を
示
し
て
お
り
︑
民
が
ど
の

度
の
財
力
・
人
力
の
收
取
に
耐
え
ら
れ
る
か

を
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
︑
一
定

度
の
稅
役
j
擔
を
か
け
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
�
後
の
﹁
量
出
以
制
入
﹂
は
︑
民
の
勞
力
と
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財
を
出
す
能
力
に
よ
っ
て
財
政
收
入
を
確
定
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

本
稿
で
は
﹁
入
﹂
を
從
來
の
硏
究
と
同
じ
く
財
政
收
入
と
み
る
が
︑﹁
出
﹂
の
解
釋
に
つ
い
て
は
財
政
荏
出
と
す
る
&
說
と
衣
な
り
︑
こ
れ

を
民
が
國
家
に
人
力
・
財
力
を
提
供
す
る
こ
と
︑
卽
ち
民
の
擔
稅
力
と
み
る
︒
ど
ち
ら
の
理
解
が
正
し
い
か
を
檢
討
す
る
た
め
︑
V
の
�
料
を

み
た
い
︒

【
�
料
三
︼

國
家
兩
稅
を
置
き
て
自
り
已
來
︑
天
下
の
財
︑
限
り
て
三
品
と
爲
し
︑
一
は
上
供
と
曰
い
︑
二
は
留
[
と
曰
い
︑
三
は
留
州
と
曰
い
︑
皆

な
出
を
量
り
て
以
て
入
と
爲
し
︑
額
を
定
め
て
以
て
�
を
給
す
︒
(﹃
元
稹
集
﹄
卷
三
四
・
錢
貨
議
狀
)

こ
の
�
料
は
兩
稅
收
入
の
分
�
方
法
︑
卽
ち
留
州
・
留
[
・
上
供
と
い
う
﹁
兩
稅
三
分
制
﹂
を
営
べ
て
お
り
︑
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
量
出

以
爲
入
﹂
も
ま
た
︑
課
稅
原
理
で
も
國
家
財
政
原
理
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
點
は
陳
�
光
氏
も
指
摘
し
て
い
る
が
︑
陳
氏
は
元

稹
の
﹁
量
出
以
爲
入
﹂
が
楊
炎
の
﹁
量
出
以
制
入
﹂
と
は
-
う
�
味
を
持
ち
︑﹁
定
額
以
給
�
﹂
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
︑
兩
句
に
よ
っ
て
兩
稅

收
入
が
中
央
・
藩
鎭
・
州
の
財
政
荏
出
に
必
6
な
固
定
經
費
に
よ
っ
て
定
額
分
�
さ
れ
る
こ
と
を
强
�
し
て
い
る
の
だ
と
す
る(20

)
︑
こ
の
よ
う
な

理
解
は
︑﹁
量
出
以
制
入
﹂
を
課
稅
原
理
や
國
家
財
政
原
理
の
方
向
で
理
解
す
る
こ
と
を
�
提
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
楊

炎
の
﹁
量
出
以
制
入
﹂
に
對
す
る
陳
氏
の
理
解
自
體
が
U
り
だ
と
す
れ
ば
︑
當
然
元
稹
の
﹁
量
出
以
爲
入
﹂
の
�
味
も
再
吟
味
す
る
必
6
が
あ

る
︒｢皆

量
出
以
爲
入
︑
定
額
以
給
�
﹂
の
敍
営
對
象
は
三
分
法
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
�
段
を
も
含
む
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒﹁
量
出
以
爲
入
﹂

と
﹁
定
額
以
給
�
﹂
と
は
同
�
の
句
を
繰
り
n
し
た
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
天
下
之
財
﹂﹁
限
爲
三
品
﹂
と
呼
應
し
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑

﹁
量
出
以
爲
入
﹂
は
い
か
に
﹁
天
下
之
財
﹂
を
得
る
か
を
解
說
し
て
お
り
︑
一
方
︑﹁
定
額
以
給
�
﹂
は
い
か
に
﹁
限
爲
三
品
﹂
を
o
成
す
る
か

を
說
�
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
は
元
稹
が
兩
稅
の
收
取
・
分
�
方
法
を
営
べ
た
も
の
で
あ
り
︑
天
下
の
提
供
す
る
財
力
を
は
か
っ
て
國
家

の
兩
稅
收
入
を
決
め
た
上
で
︑
中
央
・
藩
鎭
・
州
へ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
�
額
を
定
め
て
經
費
を
給
す
る
こ
と
を
�
味
す
る
︒
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も
ち
ろ
ん
︑
元
稹
が
言
う
の
は
兩
稅
法
實
施
後
の
狀
況
で
あ
る
︒
兩
稅
法
が
實
施
さ
れ
る
と
︑
各
州
の
稅
收
定
額
制
に
基
づ
き
︑
各
戶
の
人

丁
・
財
產
に
よ
っ
て
等
p
を
分
け
て
民
衆
の
稅
額
を
確
定
し
た
︒
こ
の
方
法
と
楊
炎
の
計
劃
段
階
に
お
け
る
定
稅
方
法
と
は
定
額
制
の
B
無
と

い
う
點
で
衣
な
っ
て
い
る
︒
元
稹
の
﹁
量
出
以
爲
入
﹂
と
楊
炎
の
﹁
量
出
以
制
入
﹂
に
は
定
額
制
の
1
入
の
�
後
と
い
う
狀
況
の
-
い
が
あ
り
︑

元
稹
の
﹁
皆
﹂
は
﹁
定
額
以
給
�
﹂
に
ま
で
か
か
り
︑
三
分
法
の
こ
と
を
含
む
よ
う
に
み
え
る
が
︑
楊
炎
の
言
と
元
稹
の
言
は
兩
稅
法
に
定
額

制
を
1
入
す
る
か
否
か
の
點
で
衣
な
る
も
の
の
︑
,
收
の
基
準
が
財
產
の
等
p
に
あ
る
點
で
は
同
じ
で
あ
る
︒
元
稹
の
�
中
の
﹁
皆
﹂
字
が
指

す
の
は
︑
こ
う
し
た
具
體
�
な
,
稅
法
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
彼
の
言
う
﹁
量
出
以
爲
入
﹂
は
楊
炎
の
い
う
﹁
量
出
以
制
入
﹂
と
�
味

が
同
じ
な
の
で
あ
る
︒
元
稹
は
ま
ず
兩
稅
の
基
本
�
な
收
取
方
法
を
指
摘
し
︑
し
か
る
の
ち
に
三
分
制
下
の
﹁
定
額
以
給
�
﹂
を
强
�
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒
6
す
る
に
︑﹁
量
出
以
爲
入
﹂
に
せ
よ
︑﹁
量
出
以
制
入
﹂
に
せ
よ
︑﹁
入
﹂
は
國
家
の
兩
稅
2
得
で
あ
り
︑﹁
出
﹂
は
民
衆
の
擔

稅
力
を
指
し
て
い
る
︒
同
じ
く
兩
稅
の
收
取
方
法
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
り
︑
し
か
も
元
稹
は
財
政
に
つ
い
て
の
上
奏
�
が
多
く
︑
同
州
刺
�

と
し
て
兩
稅
,
收
の
改
革
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
彼
の
言
葉
の
�
味
が
楊
炎
の
そ
れ
と
-
う
と
い
う
の
に
は
無
理
が
あ
る
︒
楊
炎
の
﹁
量
出

以
制
入
﹂
は
元
稹
の
﹁
量
出
以
爲
入
﹂
と
同
一
視
し
て
よ
い
︒

財
政
用
語
と
し
て
の
﹁
出
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
量
入
爲
出
﹂
が
租
�
制
下
の
國
家
財
政
原
理
で
あ
っ
た
�
�
�
に
お
い
て
も
︑
國
家
財
政
#

營
の
中
心
で
あ
る
戶
部
度
荏
司
の
職
掌
の
記
営
に
類
似
の
用
法
が
み
ら
れ
る
︒

【
�
料
四
︼

度
荏
郞
中
・
員
外
郞
は
荏
度
國
用
・
租
賦
少
多
の
數
・
物
產
豐
r
の
宜
・
水
陸
s
路
の
利
を
掌
り
︑
每
歲
其
の
出
だ
す
2
を
計
り
て
其
の

用
い
る
2
を
荏
す
︒
凡
そ
物
の
精
な
る
者
と
地
の
�
き
者
を
以
て
御
に
供
し
︑
物
の
固
な
る
者
と
地
の
v
き
者
を
以
て
軍
に
供
し
︑
皆
其

の
v
�
・
時
�
・
衆
寡
・
好
惡
を
料
り
て
其
の
務
め
を
瓜
ぶ
︒
(﹃
�
六
典
﹄
卷
三

尙
書
戶
部
・
度
荏
郞
中
)

戶
部
度
荏
司
の
職
掌
は
每
年
天
下
の
出
す
租
庸
�
を
計
算
し
︑
各
地
域
の
經
濟
と
x
&
の
狀
況
に
應
じ
て
[
用
す
べ
き
と
こ
ろ
に
荏
給
す
る

こ
と
で
あ
る
︒
傍
線
部
の
中
の
﹁
出
﹂
は
天
下
の
課
丁
が
供
出
す
る
も
の
を
指
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑﹁
量
出
以
制

(爲
)
入
﹂
の
﹁
出
﹂
は
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民
が
實
際
に
y
め
る
賦
稅
で
な
く
︑
定
稅
の
基
準
に
な
る
擔
稅
力
で
あ
る
た
め
︑
國
家
の
兩
稅
の
﹁
入
﹂
と
等
量
で
は
な
い
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑

そ
も
そ
も
租
�
制
下
の
課
丁
の
j
擔
は
す
で
に
律
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
國
家
は
每
囘
擔
稅
力
を
は
か
る
必
6
が
な
い
︒
故
に
︑
律
令

制
時
代
の
度
荏
司
に
と
っ
て
は
︑
課
丁
"
體
の
﹁
出
﹂
は
國
家
の
租
庸
�
收
入
と
し
て
の
﹁
入
﹂
に
等
し
い
︒
つ
ま
り
︑
度
荏
司
の
*
な
職
務

は
固
定
稅
額
を
い
か
に
[
う
か
を
決
め
る
こ
と
で
あ
り
︑
�
�
�
の
國
家
財
政
#
營
の
重
點
は
收
入
で
な
く
︑
荏
出
に
あ
る
︒
こ
れ
は
財
政
改

革
に
際
し
て
收
入
に
重
き
を
置
く
楊
炎
の
提
案
の
關
心
と
正
反
對
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
點
は
Q
�
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

6
す
る
に
︑
�
代
財
政
關
係
の
用
語
と
し
て
の
﹁
出
﹂
の
�
味
は
︑
財
政
荏
出
と
い
う
�
味
だ
け
で
な
く
︑
y
稅
者
が
規
定
の
稅
額
や
自
分

の
賦
稅
・
勞
役
を
j
擔
で
き
る
能
力
に
よ
っ
て
一
定

度
の
財
と
人
力
を
國
家
に
提
供
す
る
こ
と
を
も
指
す
︒
兩
稅
法
の
成
立
は
人
頭
�
課
稅

か
ら
�
產
�
課
稅
へ
の
轉
奄
を
示
す
と
さ
れ
る
が
︑
�
の
�
�
と
後
�
に
お
け
る
﹁
出
﹂
の
�
味
合
い
の
相
-
は
ま
さ
に
こ
の
變
�
に
對
應
し

て
い
る
︒
租
�
制
下
の
﹁
出
﹂
は
固
定
�
人
頭
稅
の
性
格
を
も
ち
︑
楊
炎
の
提
案
に
お
け
る
﹁
出
﹂
は
財
產
額
に
よ
っ
て
變
動
す
る
稅
j
擔
の

性
格
を
も
つ
の
で
あ
る
︒

以
上
に
よ
り
︑
�
料
一
の
①
は
怨
稅
制
下
の
定
稅
方
法
の
方
向
を
體
現
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
そ
し
て
︑
民
の
擔
稅
力
に
應
じ

て
財
政
收
取
を
決
め
る
と
い
う
	
想
の
實
現
方
法
が
②
に
示
さ
れ
て
い
る
︒﹁
以
見
居
爲
?
﹂
に
よ
り
,
稅
の
對
象
を
確
定
し
︑
そ
の
上
で

﹁
以
貧
富
爲
差
﹂
と
い
う
形
で
稅
を
定
め
る
︒
①
と
②
は
つ
な
が
っ
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
り
︑
い
ず
れ
も
定
稅
方
法
の
指
1
原
則
を
强

�
し
て
い
る
︒
①
と
②
を
あ
え
て
﹁
某
某
原
則
﹂
で
定
義
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
日
野
氏
の
六
原
則
の
第
二
﹁
戶
產
對
應
原
則
﹂
を
と
も
に
	
成

す
る
も
の
と
い
え
よ
う(21

)
︒

第
三
�

財
政
思
想
と
し
て
の
﹁
量
出
爲
入
﹂

�
�
の
檢
討
を
&
じ
て
︑﹁
量
出
以
制
入
﹂
を
﹁
國
家
は
經
費
を
量
っ
て
稅
收
を
制
御
す
る(22

)
﹂
と
み
る
從
來
の
解
釋
は
楊
炎
の
本
�
と
ず
れ

て
い
る
こ
と
を
�
ら
か
に
し
た
︒
で
は
︑
な
ぜ
今
ま
で
こ
う
し
た
U
解
が
續
い
て
き
た
の
か
︒
實
は
︑
U
解
は
�
料
上
に
も
よ
く
み
ら
れ
る
の
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で
あ
る
︒
管
見
の
か
ぎ
り
︑
こ
う
し
た
U
解
の
初
見
は
﹃
�
治
&
鑑
﹄
で
あ
る
︒

【
�
料
五
︼

是
に
至
り
て
︑
炎
円
議
し
て
兩
稅
法
を
作
り
て
︑
先
に
州
縣
歲
每
の
應
に
費
用
す
べ
き
2
F
び
上
供
の
數
を
計
り
て
人
に
賦
し
︑
出
を
量

り
て
以
て
入
と
爲
す
︒
(﹃
�
治
&
鑑
﹄
卷
二
二
三

円
中
元
年
春
正
�
條
)

�
料
一
の
①
に
對
す
る
司
馬
光
の
 
識
は
︑
現
代
の
硏
究
の
﹁
荏
出
を
以
て
收
入
を
定
め
る
﹂
と
い
う
理
解
と
同
じ
で
あ
る
︒
從
來
の
兩
稅

法
成
立
�
の
硏
究
は
こ
う
し
た
見
方
に
强
く
影
R
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
U
解
が
生
じ
た
原
因
を
理
解
す
る
�
と
し
て
︑
楊
炎
と
元
稹

の
閒
の
時
�
に
活
z
し
た
陸
贄
も
﹁
量
出
制
入
﹂
と
似
た
表
現
を
[
っ
た
こ
と
に
Q
目
す
る
︒

【
�
料
六
︼

今
旣
に
極
甚
の
數
を
總
收
し
︑
定
め
て
兩
稅
と
爲
す
︒
定
め
る
2
の
別
獻
の
類
︑
復
た
數
の
外
に
在
り
︒
閒
ま
軍
用
給
ら
ざ
る
に
緣
り
︑

已
に
甞
て
,
を
加
う
︒
�
屬
價
錢
を
折
y
し
て
︑
則
ち
ま
た
多
く
獲
︒
大
曆
極
甚
の
數
に
比
べ
れ
ば
︑
殆
ど
將
に
再
び
其
の
倍
を
益
さ
ん

と
す
︒
復
た
幸
い
に
年
穀
屢
豐
か
に
し
て
︑
兵
車
少
し
く
息
む
︒
而
れ
ど
も
用
は
常
に
足
ら
ず
︒
其
の
故
は
何
ぞ
や
︒
蓋
し
事
は
~
を
�

い
て
生
じ
︑
費
は
事
に
從
い
て
廣
ま
り
︑
物
は
劑
B
る
も
用
は
�
無
し
︒
夫
れ
安
く
ん
ぞ
乏
し
か
ら
ざ
る
を
得
ん
や
︒
苟
し
能
く
其
の
~

を
黜
け
︑
其
の
用
を
r
せ
ば
︑
但
に
布
帛
を
以
っ
て
稅
と
爲
す
べ
き
の
み
な
ら
ず
︑
P
に
そ
の
稅
を
減
ず
と
雖
も
亦
た
可
な
り
︒
苟
し
務

め
て
其
の
~
を
�
く
せ
し
め
︑
其
の
用
を
侈
い
に
す
れ
ば
︑
但
に
今
の
重
稅
を
行
い
て
足
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
︑
P
に
其
の
稅
を
加
う
る

と
雖
も
亦
た
足
ら
ざ
る
な
り
︒
夫
れ
地
力
の
物
を
生
ず
る
は
大
數
B
り
︑
人
力
の
物
を
成
す
は
大
限
B
り
︒
之
を
取
る
に
度
B
り
て
︑
之

を
用
い
る
に
�
B
ら
ば
︑
則
ち
常
に
足
り
︑
之
を
取
る
に
度
無
く
︑
之
を
用
い
る
に
�
無
け
れ
ば
︑
則
ち
常
に
足
ら
ず
︒
物
を
生
ず
る
の

豐
敗
は
天
に
由
り
︑
物
を
用
い
る
の
多
少
は
人
に
由
る
︒
是
を
以
て
�
王

を
立
て
︑
入
を
量
り
て
出
と
爲
し
︑
災
難
に
�
う
と
雖
も
︑

下
は
困
窮
無
し
︒
理
�
旣
に
衰
え
︑
則
ち
是
に
反
し
て
︑
出
を
量
り
て
入
と
爲
し
︑
無
き
2
を
恤
れ
ま
ず
︒
(﹃
陸
宣
公
N
苑
集
﹄
卷
二
二
・

均
�
賦
稅
恤
百
姓
第
二
條

=
兩
稅
以
布
帛
爲
額
不
計
錢
數
)
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傍
線
部
の
﹁
量
入
爲
出
﹂
と
﹁
量
出
爲
入
﹂
の
﹁
出
﹂
と
﹁
入
﹂
が
荏
出
と
收
入
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
り
︑
兩
者
が
相
關
�

に
變
動
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑﹁
量
出
爲
入
﹂
の
�
味
は
司
馬
光
以
來
の
理
解
に
一
致
し
︑
し
か
も
兩
稅
法
の
�
�
に
關
す

る
上
奏
�
で
[
わ
れ
て
い
る
の
で
︑
從
來
の
硏
究
で
は
楊
炎
の
兩
稅
法
の
解
釋
に
�
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い(23

)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
陸
贄
の
い
う

﹁
量
出
爲
入
﹂
は
そ
も
そ
も
兩
稅
法
と
は
何
の
關
係
も
な
い
︒

陸
贄
の
上
奏
�
は
長
�
な
の
で
︑
こ
こ
に
"
�
は
紹
介
し
な
い
が
︑
"
體
と
し
て
は
錢
で
稅
額
を
計
算
す
る
,
稅
方
法
が
民
に
大
き
な
經
濟

�
損
失
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
議
論
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
︑
彼
は
布
帛
を
,
收
す
る
改
革
計
劃
を
提
出
し
︑

さ
ら
に
兩
稅
錢
の
,
收
を
錢
の
代
わ
り
に
布
帛
に
す
れ
ば
財
政
收
入
が
減
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
を
設
定
し
︑
こ
れ
に
答
え

て
い
る
︒
�
料
六
は
こ
の
自
問
自
答
の
一
部
分
で
あ
る
が
︑
こ
の
點
が
こ
れ
ま
で
硏
究
者
に
Q
�
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒

引
用
冒
頭
の
部
分
に
営
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
今
﹂
卽
ち
德
宗
の
貞
元
年
閒
に
お
い
て
︑
兩
稅
定
額
に
加
え
て
規
定
外
の
H
獻
・
附
加
稅

と
折
y
に
よ
る
,
收
�
多
が
あ
り
な
が
ら
︑
中
央
の
財
政
#
營
が
赤
字
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
陸
贄
は
そ
の
原
因
を
財
政
收

荏
上
に
"
く
制
限
が
な
い
こ
と
に
歸
し
︑
財
政
#
營
に
お
け
る
﹁
�
﹂﹁
r
﹂
の
重
6
性
を
繰
り
n
し
强
�
し
た

(波
線
部
)
︒

陸
贄
は
財
政
#
營
を
規
定
範
圍
內
で
行
う
べ
き
だ
と
*
張
す
る
�
T
の
中
で
︑﹁
量
入
爲
出
﹂
と
﹁
量
出
爲
入
﹂
を
[
っ
て
い
る
︒
財
政
を

﹁
常
足
﹂
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
︑
收
入
に
應
じ
て
荏
出
を
制
限
す
べ
き
で
あ
り
︑
�
に
無
制
限
の
荏
出
が
財
政
を
﹁
常
不
足
﹂
の
苦
境
に
陷
ら

せ
る
と
い
う
︒
陸
贄
の
い
う
﹁
量
出
爲
入
﹂
は
當
時
の
財
政
上
の
�
度
な
l
費
・
搾
取
を
表
す
も
の
で
あ
り
︑
兩
稅
法
自
體
に
は
關
係
な
く
︑

か
か
る
放
漫
財
政
を
批
(
す
る
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
楊
炎
の
﹁
量
出
以
制
入
﹂
や
元
稹
の
﹁
量
出
以
爲
入
﹂
と
は
"
く
�
味
が
-
う
︒

﹁
量
出
爲
入
﹂
は
楊
炎
の
﹁
量
出
以
制
入
﹂
に
由
來
す
る
と
さ
れ
︑
中
國
財
政
思
想
�
上
で
﹃
禮
記
﹄
の
﹁
量
入
以
爲
出
﹂
の
反
義
を
は
じ

め
て
槪
念
�
し
た
も
の
と
�
價
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
U
解
で
あ
っ
て
︑
現
存
の
�
料
中
で
︑
荏
出
を
以
て
收
入
を
定
め
る
と
い
う

�
味
で
の
﹁
量
出
爲
入
﹂
の
初
出
は
︑
陸
贄
の
こ
の
言
で
あ
る
︒

楊
炎
と
元
稹
が
︑﹁
量
入
以
爲
出
﹂
の
反
對
語
に
見
ま
が
う
表
現
を
[
っ
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
﹃
禮
記
﹄
王
制
�
に
影
R
さ
れ
た
か
ら
で
あ
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ろ
う
︒
彼
ら
は
�
學
の
才
華
で
知
ら
れ
る
士
人
で
あ
り(24

)
︑
當
然
﹃
禮
記
﹄
を
よ
く
知
っ
て
い
た
︒
特
に
王
制
�
中
の
﹁
量
入
以
爲
出
﹂
は
︑
財

政
#
營
に
關
わ
っ
た
二
人
の
念
頭
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
彼
ら
が
財
政
關
係
の
�
違
で
類
似
の
表
現
を
[
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒

﹁
量
出
爲
入
﹂
の
初
出
は
陸
贄
の
上
奏
�
で
あ
る
が
︑
同
樣
の
財
政
思
想
と
財
政
行
爲
は
遲
く
と
も
�
漢
初
�
に
は
見
ら
れ
る
︒

【
�
料
七
︼

孝
惠
・
高
后
の
時
︑
天
下
初
め
て
定
ま
る
が
爲
に
︑
復
た
商
賈
の
律
を
弛
む
︒
然
れ
ど
も
市
井
の
子
孫
も
亦
た
仕
宦
し
て
G
と
爲
る
を
得

ず
︒
G
の
祿
を
量
り
︑
官
の
用
を
度
り
て
︑
以
て
民
に
賦
す
︒
(﹃
�
記
﹄
卷
三
〇

�
準
書
第
八
)

こ
の
�
料
を
擧
げ
て
﹁
量
出
爲
入
﹂
の
思
想
を
體
現
す
る
財
政
行
爲
は
昔
か
ら
あ
っ
た
と
す
る
硏
究
者
も
い
る(25

)
︒
こ
う
し
た
財
政
行
爲
が
�

漢
初
�
に
存
在
す
る
の
に
︑
お
よ
そ
千
年
後
の
楊
炎
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
槪
念
�
さ
れ
た
と
す
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
︒﹃
禮
記
﹄
王
制
�
は

漢
�
:
�
の
作
品
で
あ
り(26

)
︑
漢
初
の
﹁
量
G
祿
︑
度
官
用
︑
以
賦
於
民
﹂
の
背
後
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
量
出
爲
入
﹂
の
行
爲
に
對
應
す
る
財

政
�
識
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
�
後
�
以
�
に
用
語
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
︑﹁
量
出
爲
入
﹂
と
い
う
財
政
思
想
が
存
在
し
な

か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑﹁
量
出
爲
入
﹂
と
い
う
言
葉
が
�
後
�
の
陸
贄
の
�
違
に
出
て
く
る
の
も
當
然
で
あ
り
︑
ま

た
︑
�
営
し
た
よ
う
に
こ
れ
は
兩
稅
法
と
は
關
係
な
い
︒
司
馬
光
が
楊
炎
の
言
葉
の
�
味
を
U
解
し
た
の
は
︑
も
と
か
ら
存
在
す
る
﹁
量
出
爲

入
﹂
の
思
想
に
影
R
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

�
後
に
︑
本
違
の
結
論
を
ま
と
め
る
︒
楊
炎
の
財
政
改
革
計
劃
に
い
う
﹁
量
出
以
制
入
﹂
は
﹁
量
入
爲
出
﹂
の
反
義
語
と
は
 
め
ら
れ
な
い
︒

民
の
擔
稅
力
に
應
じ
て
財
政
收
入
を
決
め
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
こ
そ
が
怨
し
い
財
政
收
入
體
系
	
想
の
基
礎
と
な
る
も
の
だ
っ
た
︒﹁
量
出

以
制
入
﹂
を
兩
稅
法
計
劃
中
の
基
本
原
則
で
あ
る
と
し
て
︑
そ
れ
が
實
行
さ
れ
て
い
た
か
否
か
を
論
じ
る
の
は
︑
�
提
が
す
で
に
U
っ
て
い
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

本
違
の
檢
討
に
基
づ
い
て
さ
ら
に
考
え
る
べ
き
は
︑
楊
炎
が
こ
の
怨
し
い
財
政
收
入
體
系
を
	
築
し
よ
う
と
し
た
�
圖(27

)
と
︑
兩
稅
法
が
實
施

段
階
で
收
入
定
額
制
と
な
っ
た
理
由
で
あ
る
︒
楊
炎
の
財
政
改
革
計
劃
と
兩
稅
法
の
內
容
の
相
衣
に
は
從
來
見
�
さ
れ
て
き
た
問
題
が
あ
る
︒
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こ
れ
に
つ
い
て
は
違
を
改
め
て
檢
討
す
る
︒

第
二
違

楊
炎
の
�
圖
と
兩
稅
法
成
立
の
�


第
一
�

兩
稅
法
成
立
�

中
の
變
�

兩
稅
法
は
大
曆
十
四
年

(七
七
九
)
八
�
七
日
に
楊
炎
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
が
︑
實
施
さ
れ
た
の
は
�
円
中
元
年
二
�
一
日
と
さ
れ
て
い
る(28

)
︒

こ
の
閒
︑
兩
稅
法
の
規
定
に
關
し
て
︑
�
後
三
つ
の
詔
敕
が
そ
れ
ぞ
れ
大
曆
十
四
年
八
�
七
日
・
円
中
元
年
正
�
五
日
・
円
中
元
年
二
�
一
日

に
下
さ
れ
た
︒
そ
の
う
ち
︑
八
�
七
日
の
敕
は
殘
っ
て
い
な
い
た
め
に
具
體
�
な
內
容
が
分
か
ら
ず
︑
正
�
五
日
の
赦
�
中
に
わ
ず
か
に
言
F

さ
れ
て
い
る
︒
正
�
五
日
赦
�
も
不
完
"
に
し
か
殘
っ
て
い
な
い
が
︑﹃
�
會
6
﹄
卷
八
三
租
稅
上
と
﹃
册
府
元
z
﹄
卷
四
八
八
邦
計
部
・
賦

稅
第
二
に
そ
れ
ぞ
れ
部
分
�
に
記
さ
れ
て
お
り
︑
あ
る

度
復
元
可
能
で
あ
る(29

)
︒
二
�
一
日
の
詔
の
記
載
に
は
省
略
が
あ
る
よ
う
だ
が(30

)
︑
こ
の

詔
は
當
日
の
!
=
條
の
內
容
を
 
め
た
も
の
で
あ
る(31

)
た
め
︑
�
�
�
な
兩
稅
法
實
施
の
際
の
規
定
に
つ
い
て
は
︑
二
�
一
日
の
!
=
條
と
詔
敕

の
內
容
を
L
せ
て
參
考
に
す
べ
き
で
あ
る
︒

兩
稅
法
成
立
の
�

は
︑
①
計
劃
段
階
・
②
豫
備
段
階
・
③
實
施
段
階
と
い
う
三
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
は

①
�
違

の
�
料
一
と
正
�
五
日
赦
�
に
言
F
さ
れ
る
八
�
七
日
敕
︑
②
正
�
五
日
赦
�
︑
③
二
�
一
日
の
!
=
條
と
詔
敕
に
記
さ
れ
る
︒
兩
稅
法
の
內

容
に
よ
っ
て
項
目
を
分
け
た
上
で
︑
各
段
階
に
見
ら
れ
る
記
事
を
整
理
す
る
と
︑
V
の
表
の
よ
う
に
な
る
︒

�
初
の
計
劃
段
階
か
ら
�
後
の
實
施
段
階
に
か
け
て
︑
內
容
の
*
な
變
�
は
二
箇
2
あ
る
︒
一
つ
は
租
庸
�
以
外
の
賦
役
等
の
處
置
で
あ
り
︑

も
う
一
つ
は
兩
稅
額
の
確
定
方
法
で
あ
る
︒
こ
の
二
點
に
つ
い
て
︑
楊
炎
の
提
議
に
は
雜
徭
の
廢
止
を
含
む
も
の
の
︑
定
稅
法
に
關
す
る
記
営

は
見
ら
れ
な
い
︒
そ
の
一
方
で
︑
兩
稅
法
の
本
格
�
な
實
施
段
階
で
は
︑
雜
徭
は
兩
稅
に
合
L
さ
れ
る
賦
役
か
ら
外
れ
る
と
と
も
に
︑
定
稅
方

法
に
關
し
て
從
來
の
,
稅
數
を
定
額
の
標
準
と
す
る
規
定
が
出
て
く
る
︒
つ
ま
り
︑
雜
徭
が
兩
稅
に
合
L
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
︑
定
額
制
に
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な
っ
た
こ
と
が
︑
計
劃
か
ら
實
施
ま
で
の
�


で
!
き
た
變
�
で
あ
る
︒
な
ぜ
こ
う
し
た
變
�

が
!
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒

從
來
の
硏
究
で
も
︑
こ
の
二
點
の
變
�
は
Q

目
さ
れ
て
は
い
た
︒﹁
は
じ
め
に
﹂
で
言
F
し

た
陳
�
光
氏
と
李
志
賢
氏
は
﹁
量
出
以
制
入
﹂

を
財
政
原
理
と
 
め
た
上
で
︑
そ
れ
が
な
ぜ
實

施
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
定
額
制

の
1
入
に
よ
っ
て
說
�
し
て
お
り
︑
彼
ら
の
解

釋
は
*
液
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ

も
從
來
の
﹁
量
出
以
制
入
﹂
に
對
す
る
 
識
が

閒
-
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
�
違
で
指
摘
し

た
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
變
�
の
由
來
を
改
め
て

檢
討
す
る
必
6
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
雜
徭
の
廢

止
と
い
う
點
に
つ
い
て
は
︑
後
営
す
る
少
數
の

硏
究
以
外
は
︑
ほ
と
ん
ど
が
變
�
の
存
在
を
指

摘
す
る
だ
け
で
︑
そ
の
理
由
を
�
究
し
て
こ
な

か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
二
點
に
は
兩
稅
法
成

立
�
に
お
い
て
無
視
出
來
な
い
重
6
性
が
あ
る
︒

― 15 ―
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表 1

段階別 兩稅錢 兩稅斛斗 他の稅目 丁額の把握 定稅方法 兩稅分�

計劃段階

不居處而行
商者、在2
州縣稅三十
之一、度2
與居者均、
[無僥倖。
居人之稅、
秋 夏 兩 徵
之、俗B不
A 者、正
(三) 之。

其 田 畝 之
稅、C以大
曆十四年墾
田之數爲準
而均徵之、
夏稅無�六
�、秋稅無
�十一�。

其租庸雜徭

悉省。

丁額不廢、
申報出入如
舊式。

見えない

Q：正�五日
赦�により、
八�七日敕に
軍 府 (藩 鎭)
の經費に關す
る規定がある
ことがわかる
ため、同 日の
楊炎の提議に
も軍府の經費
規定があった
と考えられる。

豫備段階
如當處土風
不A、P立
一限。

見えない

比來怨舊徵
科色目一切
停罷、兩稅
外輒別C一
錢、四等官
准擅興賦以
枉法論。

見えない

宜委黜陟[與
觀察[F刺�
轉#2由、計
百姓F客戶、
r丁產、定等
第、均C作年
荏兩稅。

其軍府荏計等
數、准大曆十
四年八�七日
敕處分。

實施段階

行商者、在
郡縣稅三十
之一。居人
之稅、秋夏
兩徵之、各
B不A者、
三之。

其 應 科 斛
斗、=據大
曆十四年見
佃靑苗地額
均稅、夏稅
六 � 內 y
畢、秋稅十
一 � 內 y
畢。

其 丁 租 庸
�、竝入兩
稅。…此外
斂者、以枉
法論。

州縣常存丁
額、准式申
報。

令黜陟觀察[
F州縣長官、
據舊徵稅數F

人戶土客定等
第錢數多少、
爲夏秋兩稅。
其鰥寡惸獨不
荏濟者、准制
放免。

其黜陟[每s
定稅訖、具當
州府應稅都數
F徵y�限、
幷荏留合e等
錢物斛斗、分
析聞奏、幷報
度荏、金部、
倉部、比部。



こ
れ
を
手
が
か
り
と
す
れ
ば
︑
兩
稅
法
の
計
劃
・
實
施
の
背
後
に
あ
る
歷
�
�
�
義
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

第
二
�

大
曆
十
四
年
州
府
�
籍
の
失
敗

�
営
の
よ
う
に
︑
兩
稅
法
の
計
劃
段
階
に
お
い
て
︑
楊
炎
は
民
の
擔
稅
力
に
卽
し
た
財
政
收
取
の
原
則
を
立
て
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
︒
こ
れ

は
定
稅
方
法
に
も
關
わ
っ
て
く
る
は
ず
だ
が
︑
不
思
議
な
こ
と
に
楊
炎
の
提
案
に
は
具
體
�
な
定
稅
方
法
が
言
F
さ
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
彼
が

定
稅
法
を
	
想
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
こ
れ
に
關
し
て
︑
今
ま
で
誰
も
Q
�
し
て
こ
な
か
っ
た
V
の
�
料
か
ら
︑
い
く
つ
か
の

重
6
な
~
報
が
讀
み
取
れ
る
︒

【
�
料
八
︼

德
宗

大
曆
十
四
年
を
以
て
卽
位
す
︒
十
一
�
己
丑
︑
詔
し
て
�
に
州
府
の
�
籍
す
る
者
を
し
て
之
を
罷
め
し
む
︒
初
め
︑
戶
部
�
籍
を

奏
=
す
る
に
︑
之
に
從
う
も
︑
�
い
で
以
っ
て
未
だ
可
な
ら
ず
と
爲
し
︑
故
に
罷
む
︒
円
中
元
年
十
二
�
︑
天
下
兩
稅
の
戶
を
定
む
︒
凡

そ
三
百
八
十
萬
五
千
七
十
六
︒
(﹃
册
府
元
z
﹄
卷
四
八
六

邦
計
部
・
戶
籍
)

こ
の
�
料
に
よ
り
︑
楊
炎
が
財
政
改
革
計
劃
を
出
し
た
三
箇
�
後
に
德
宗
が
詔
敕
を
下
し
て
地
方
政
府
の
戶
籍
作
成
作
業
を
や
め
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
︒
一
見
す
る
と
兩
稅
法
の
成
立
と
關
係
が
な
い
よ
う
だ
が
︑
兩
稅
法
を
計
劃
段
階
か
ら
實
施
段
階
へ
H
め
て
い
る
閒
の
こ
と
で
あ
り
︑

民
の
擔
稅
力
に
卽
し
た
財
政
收
取
の
原
則
の
上
に
計
劃
さ
れ
た
怨
稅
制
に
と
っ
て
︑
戶
籍
作
成
は
不
可
缺
な
作
業
の
一
�
で
あ
る
︒
そ
れ
な
の

に
︑
突
然
停
止
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
︒
ま
た
︑
一
箇
�
あ
ま
り
後
の
円
中
元
年
正
�
五
日
赦
�
に
︑
中
央
か
ら
黜
陟
[
が
�
�
さ
れ
て
地
方
の

長
官
と
と
も
に
民
戶
の
丁
數
と
財
產
數
に
よ
っ
て
等
p
を
設
け
︑
定
稅
作
業
を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り(32

)
︑
こ
れ
は
�
籍
の
再
開
を
�
味

す
る
︒
そ
し
て
︑
円
中
元
年
の
年
末
に
は
兩
稅
の
y
稅
戶
三
百
八
十
萬
五
千
七
十
六
が
戶
籍
に
登
錄
さ
れ
た
︒
\
廷
の
態
度
の
變
�
は
い
か
な

る
�
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
�
料
に
は
戶
部
が
州
府
に
よ
る
�
籍
を
奏
=
し
た
日
附
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
ま
ず
こ
れ
が
計
劃
段
階
の
定
稅
方
法
と
關
係
が
あ
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る
か
ど
う
か
を
確
 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
地
方
政
府
が
三
年
あ
る
い
は
二
年
に
一
囘
戶
籍
を
作
成
し
て
中
央
に
報
吿
す
る
の
は
�
初
以
來

の
慣
例
で
あ
る(33

)
︒
し
か
し
︑
安
�
の
亂
以
影
︑
�
籍
は
肅
宗
の
乾
元
三
年

(七
六
〇
)
と
代
宗
の
廣
德
二
年

(
七
六
四
)
・
大
曆
年
中
の
計
三
囘

だ
け
で
︑
い
ず
れ
の
場
合
も
戶
數
・
人
口
數
は
か
な
り
少
な
い(34

)
︒
特
に
︑
代
宗
時
代
に
お
け
る
二
囘
の
�
籍
結
果
に
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
か

ら
み
れ
ば
︑
德
宗
の
卽
位
�
の
戶
籍
登
錄
が
"
國
の
戶
口
の
實
態
を
反
映
し
て
い
な
い
の
は
�
ら
か
で
あ
る
︒
王
\
が
こ
う
し
た
戶
籍
に
基
づ

い
て
財
政
を
行
う
こ
と
は
當
然
不
可
能
で
あ
る
︒
大
曆
年
閒
の
中
央
財
政
收
入
の
う
ち
︑
正
賦
に
對
し
て
鹽
專
賣
の
2
得
の
比
重
が
大
き
く
な

り(
35
)

︑
戶
籍
の
B
名
無
實
�
は
中
央
財
政
の
困
窮
�
の
一
6
因
で
あ
っ
た
︒
楊
炎
が
怨
た
な
財
政
收
入
體
系
を
立
て
よ
う
と
す
れ
ば
︑
ま
ず
は

﹁
戶
無
土
客
︑
以
見
居
爲
?
︒
人
無
丁
中
︑
以
貧
富
爲
差
﹂
と
い
う
怨
稅
制
實
施
の
基
礎
を
つ
く
る
た
め
の
戶
籍
の
再
O
が
も
っ
と
も
大
事
な

作
業
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

�
料
八
の
內
容
か
ら
す
れ
ば
︑
戶
部
の
州
府
�
籍
6
=
は
大
曆
十
四
年
五
�
の
德
宗
卽
位
か
ら
八
�
の
楊
炎
上
奏
ま
で
の
閒
の
話
で
あ
っ
た

可
能
性
も
あ
る
が
︑
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
楊
炎
が
繰
り
n
し
戶
籍
再
O
の
重
6
性
を
强
�
し
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す
る(36

)
︒
し
た
が
っ
て
︑
大

曆
十
四
年
の
州
府
�
籍
は
楊
炎
の
財
政
改
革
計
劃
を
き
っ
か
け
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
楊
炎
の
提
案
に
對
し
︑
黜
陟
[
を
發
し
て
�

籍
・
定
稅
の
作
業
を
や
ら
せ
る
よ
う
な
特
別
な
方
法
が
)
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
︑
お
そ
ら
く
楊
炎
の
計
劃
に
お
い
て
︑
地
方
政
府
が
�
籍
を

擔
當
す
る
從
來
の
慣
例
を
踏
襲
し
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
ろ
う
︒

大
曆
十
四
年
の
州
府
�
籍
が
八
�
か
ら
始
ま
っ
た
と
す
る
と
︑
十
一
�
己
丑

(二
十
三
日
)
の
停
止
ま
で
は
r
三
箇
�
/
あ
っ
た
︒
こ
れ
は

ち
ょ
う
ど
�
代
に
お
い
て
"
國
の
戶
籍
作
成
に
6
す
る
時
閒
で
あ
る
︒
玄
宗
時
代
の
�
籍
規
定(37

)
に
よ
る
と
︑
當
年
の
正
�
上
旬
に
縣
の
段
階
か

ら
始
ま
っ
て
三
�
三
十
日
に
州
の
段
階
が
�
わ
り
︑
さ
ら
に
副
本
一
部
を
中
央
ま
で
e
る
た
め
︑
"
體
で
少
な
く
と
も
三
箇
�
以
上
か
か
る
︒

今
囘
の
州
府
�
籍
は
正
�
か
ら
始
ま
っ
た
わ
け
で
な
い
が
︑
作
業
に
必
6
な
時
閒
は
だ
い
た
い
同
じ
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
�
�
�
と

衣
な
る
の
は
︑
安
�
の
亂
以
來
の
�
籍
に
﹁
s
﹂
(藩
鎭
)
も
介
入
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
そ
れ
を
考
慮
し
て
も
︑
三
箇
�
以
上
あ

れ
ば
︑
"
國
に
お
け
る
�
籍
作
業
は
す
べ
て
完
了
し
て
い
な
く
と
も
︑
一
部
の
州
府
に
お
い
て
は
完
成
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
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\
廷
は
十
一
�
二
十
三
日
ま
で
に
そ
れ
ら
の
怨
し
い
戶
籍
を
見
た
可
能
性
が
高
い
︒﹁
以
爲
未
可
﹂
と
は
�
籍
の
結
果
に
對
す
る
中
央
側
の
否

定
の
態
度
を
�
ら
か
に
示
し
て
お
り
︑
詔
敕
中
の
﹁
罷
﹂
は
H
行
中
の
州
府
�
籍
作
業
の
中
止
を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
三
箇
�
後
︑

中
央
は
V
々
と
地
方
か
ら
e
ら
れ
て
き
た
戶
籍
の
副
本
を
實
際
に
見
て
そ
こ
に
問
題
を
 
め
︑
今
囘
の
�
籍
を
"
面
�
に
停
止
す
る
こ
と
を
決

定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
な
ぜ
こ
う
し
た
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
直
ち
に
想
!
さ
れ
る
の
は
︑
登
錄
戶
數
が
依
然
と
し
て
實
態
と
乖
離
し
て

い
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
︒
こ
の
時
の
�
籍
の
デ
ー
タ
は
�
料
上
に
殘
っ
て
い
な
い
が
︑
�
三
囘
の
結
果
か
ら
み
れ
ば
︑
安
�
の
亂
以
來
の

地
方
政
府
は
相
當
部
分
の
人
口
を
隱
	
し
て
戶
籍
に
登
錄
し
な
い
た
め
︑
中
央
へ
の
報
吿
數
が
か
な
り
少
な
く
な
っ
て
い
た
︒
今
囘
の
地
方
州

府
が
行
っ
た
�
籍
も
︑
先
の
三
囘
と
本
質
�
に
は
-
わ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(38

)
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
今
囘
の
�
籍
結
果
が
先
の
三
囘
の
よ

う
に
\
廷
に
 
め
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
を
探
る
必
6
が
あ
る
︒

後
の
円
中
元
年
正
�
五
日
赦
令
に
は
黜
陟
[
�
�
が
営
べ
ら
れ
︑
同
年
十
二
�
に
黜
陟
[
が
地
方
政
府
と
と
も
に
定
稅
作
業
を
�
え
た
時
︑

稅
戶
數
瓜
計
は
三
百
八
十
餘
萬
に
な
っ
た
︒
肅
宗
・
代
宗
時
代
に
比
べ
れ
ば
戶
籍
登
錄
者
が
大
き
く
增
え
て
お
り
︑
黜
陟
[
�
�
の
目
�
は
戶

口
を
檢
査
し
て
稅
源
を
廣
げ
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
Q
�
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
黜
陟
[
が
各
州
に
赴
く
の
に
�

い
︑﹁
舊
,
稅
數
﹂
を
兩
稅
收
入
の
定
額
と
す
る
怨
し
い
定
稅
方
法
が
行
わ
れ
始
め
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
各
州
の
稅
收
總
額
が
固
定
�

し
た
場
合
︑
戶
籍
上
の
增
加
は
國
家
"
體
の
財
政
收
入
を
增
や
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
場
合
の
黜
陟
[
�
�
に
よ
る
戶

口
檢
査
は
客
戶
を
當
地
の
戶
籍
に
O
入
し
︑
加
え
て
各
戶
の
丁
數
・
財
產
に
よ
っ
て
等
p
を
設
定
し
て
兩
稅
を
割
り
當
て
る
際
に
戶
籍
か
ら
漏

れ
て
い
た
戶
口
を
檢
出
し
た
だ
け
で
あ
る
︒
實
施
段
階
の
!
=
條
の
內
容

(表
を
參
照
)
に
よ
る
と
︑
黜
陟
[
の
擔
當
す
る
定
稅
任
務
は
︑
各

等
p
の
民
戶
が
y
め
る
べ
き
稅
額
を
決
め
る
こ
と
と
︑
州
・
s
の
地
方
政
府
が
保
留
す
る
必
6
經
費
と
\
廷
へ
の
e
付
分
を
決
め
る
こ
と

(
兩

稅
三
分
制
)
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
�
者
は
定
額
制
で
あ
っ
て
國
家
"
體
の
財
政
收
入
の
變
�
に
ま
っ
た
く
影
R
し
な
い
の
に
對
し
︑
後
者
は
中

央
財
政
の
兩
稅
收
入
の
規
模
に
直
接
に
關
わ
る
の
で
︑
こ
ち
ら
が
黜
陟
[
�
�
の
核
心
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
表
中
の
Q
で
営
べ
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た
よ
う
に
︑
大
曆
十
四
年
八
�
七
日
楊
炎
の
上
奏
に
お
い
て
︑
旣
に
地
方
に
對
す
る
兩
稅
收
入
分
�
の
計
劃
は
存
在
し
た
は
ず
で
あ
り
︑
し
か

も
そ
れ
は
同
日
の
詔
敕
に
よ
っ
て
"
國
へ
公
布
さ
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
怨
稅
制
の
實
現
を
H
め
る
た
め
に
始
ま
っ
た
州
府
�
籍
は
︑
地
方
政

府
が
怨
稅
制
下
で
,
收
し
た
稅
を
留
州
・
留
[
・
上
供
に
三
分
す
る
こ
と
を
十
分
了
解
し
た
上
で
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
今
囘
の
�
籍
が
な

ぜ
中
止
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
う
え
で
︑
こ
の
點
は
重
6
な
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

�
営
の
よ
う
に
︑
楊
炎
の
提
案
に
兩
稅
收
入
定
額
制
の
計
劃
は
"
く
見
ら
れ
ず
︑
し
か
も
怨
し
い
財
政
シ
ス
テ
ム
は
民
の
擔
稅
力
を
財
政
收

取
の
基
本
原
則
と
す
る
の
で
︑
戶
籍
登
錄
の
デ
ー
タ
は
不
可
缺
で
あ
る
︒
計
劃
は
す
べ
て
八
�
七
日
詔
敕
に
公
布
さ
れ
て
い
た
以
上
︑
各
州
・

s
の
兩
稅
,
收
總
額
は
再
O
さ
れ
る
戶
籍
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
�
籍
を
行
う
地
方
政
府
は
そ
の
中
に
上
供
の
部
分
が
あ
る
こ

と
を
�
確
に
知
っ
て
い
た
に
-
い
な
い
︒

當
然
︑
怨
戶
籍
に
O
入
さ
れ
る
戶
口
數
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
兩
稅
,
收
の
總
額
は
多
く
な
る
︒
た
と
え
y
稅
等
p
の
低
い
民
戶
の
稅
額
を

低
く
設
定
し
て
も
︑
必
6
な
上
供
の
分
を
除
け
ば
︑
各
州
・
s
が
得
る
兩
稅
收
入
も
多
く
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
州
府
に
よ
る
�

籍
は
な
る
べ
く
管
區
內
の
戶
口
を
す
べ
て
登
錄
す
る
方
向
に
働
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
單
純
で
は
な
か
っ
た
︒
實
は
︑
代

宗
の
大
曆
年
閒
に
お
い
て
︑
地
方
政
府
に
よ
る
民
か
ら
の
收
取
は
名
目
が
多
く
稅
C
も
�
手
に
設
け
ら
れ
て
い
た
た
め
︑
j
擔
は
極
め
て
重

か
っ
た(

39
)

︒
こ
の
場
合
︑
も
し
楊
炎
の
計
劃
に
よ
っ
て
定
稅
す
れ
ば
︑
地
方
で
は
,
收
で
き
る
兩
稅
の
總
額
が
﹁
舊
,
稅
數
﹂
よ
り
少
な
く
な
る

こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒
國
家
"
體
の
財
政
收
入
の
減
少
は
中
央
政
府
に
と
っ
て
も
利
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
︑
兩
稅
三
分
制
の
も
と
で
は

中
央
が
自
ら
の
取
り
分
を
確
保
す
る
の
で
︑
財
政
上
で
利
益
の
損
失
を
被
る
の
は
地
方
の
州
・
s
で
あ
り
︑
�
に
中
央
の
\
廷
は
d
益
者
と

な
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
兩
稅
法
の
成
立
�
の
大
曆
年
閒
と
成
立
後
の
円
中
元
年
の
中
央
財
政
收
入
を
比


す
れ
ば
分
か
る(40

)
︒

円
中
元
年
に
上
供
さ
れ
た
兩
稅
錢
は
一
千
八
十
九
萬
八
千
餘
貫
で
あ
り
︑
大
曆
年
閒
の
中
央
財
政
の
鹽
專
賣
2
得
以
外
の
六
百
萬
貫
�
と
比

べ
る
と
︑
r
五
百
萬
貫
分
增
加
し
︑
こ
の
ほ
か
に
兩
稅
斛
斗
二
百
餘
萬
石
が
あ
る
︒
當
時
の
留
州
・
留
[
の
分
を
含
め
た
"
國
の
兩
稅
收
入
總

計
は
兩
稅
錢
三
千
餘
萬
貫
・
兩
稅
斛
斗
一
千
六
百
餘
萬
石
で
あ
る
︒
各
州
の
大
曆
年
閒
に
お
け
る
�
大
の
,
稅
額
に
準
じ
て
定
稅
し
て
い
る
の
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で(
41
)

︑
円
中
元
年
の
"
國
の
兩
稅
收
入
は
ほ
ぼ
兩
稅
法
成
立
以
�
の
國
家
"
體
の
財
政
實
收

(專
賣
の
2
得
以
外
)
の
總
額
に
等
し
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
︒
大
曆
年
閒
の
\
廷
の
穀
物
收
入
の
記
載
は
見
え
な
い
た
め
︑
と
り
あ
え
ず
中
央
財
政
の
	
成
に
お
け
る
よ
り
重
6
な
部
分
と
し
て
の

錢
額
收
入
だ
け
を
見
る
と
︑
兩
稅
法
實
施
以
�
の
\
廷
が
得
た
六
百
萬
貫
�
は
專
賣
2
得
以
外
の
"
國
の
錢
額
收
入
總
額
の
五
分
の
一
足
ら
ず

だ
っ
た
の
に
對
し
て
︑
兩
稅
法
實
施
以
後
は
三
分
の
一
ま
で
に
な
っ
た
︒

こ
う
し
て
︑
國
家
"
體
の
錢
額
收
入
に
お
い
て
︑
地
方
政
府
の
分
は
割
合
と
し
て
五
分
の
四
以
上
か
ら
三
分
の
二
に
減
っ
た
︒
兩
稅
分
�
の

內
譯
は
黜
陟
[
と
地
方
の
長
官
と
の
合
�
の
う
え
で
決
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
中
央
は
地
方
に
對
し
て
强
い
態
度
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
そ

れ
で
も
五
百
萬
貫
錢
の
差
額
か
ら
み
れ
ば
︑
地
方
政
府
の
稅
收
は
か
な
り
減
少
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒

も
し
楊
炎
の
原
案
&
り
に
民
戶
の
擔
稅
力
に
準
じ
て
定
稅
す
れ
ば
︑
各
州
,
收
の
兩
稅
總
額
は
﹁
舊
,
稅
數
﹂
よ
り
低
く
な
る
︒
州
府
が
�

籍
の
際
に
戶
口
を
隱
	
せ
ず
に
現
實
に
�
い
數
字
を
報
吿
し
︑
そ
れ
が
円
中
元
年
に
檢
出
さ
れ
た
三
百
八
十
萬
戶
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
と
假
定
し
て

み
て
も
︑
錢
額
の
上
供
分
が
各
州
の
稅
收
の
三
分
の
一
を
占
め
る
の
で
︑
中
央
政
府
の
收
入
は
少
な
く
と
も
大
曆
年
閒
よ
り
高
く
な
る(42

)
の
に
對

し
て
︑
地
方
の
州
・
s
の
2
得
は
定
額
制
1
入
後
の
分
よ
り
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
︑
地
方
と
し
て
は
當
然
d
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

し
か
し
︑
大
曆
年
閒
の
�
高
,
稅
額
を
も
と
に
定
額
制
を
1
入
し
て
か
ら
は
︑
地
方
の
取
り
分
の
減
少
は
大
い
に
少
な
く
な
っ
た
︒

お
そ
ら
く
楊
炎
の
原
案
は
肅
宗
・
代
宗
時
代
に
財
政
上
大
き
な
自
*
權
を
も
っ
た
地
方
政
府
が
容
易
に
d
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ

た
︒
ゆ
え
に
︑
大
曆
十
四
年
の
州
府
�
籍
に
お
い
て
︑
地
方
政
府
は
上
供
す
べ
き
分
の
數
を
減
ら
し
︑
自
身
の
財
政
利
益
を
守
る
た
め
に
戶
口

を
�
度
に
隱
	
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
で
は
︑
中
央
政
府
は
怨
稅
制
に
よ
る
利
益
が
�
め
な
く
な
っ
て
し
ま
い
︑
當
然
こ
の
よ
う
な
戶
籍
を
 

め
る
わ
け
が
な
い
︒

6
す
る
に
︑
今
囘
の
州
府
�
籍
の
失
敗
は
︑
地
方
政
府
が
計
劃
段
階
の
兩
稅
法
に
對
し
l
極
�
な
態
度
を
も
っ
て
い
た
た
め
に
!
き
た
の
で

あ
る
︒
こ
う
し
た
局
面
に
對
應
す
る
た
め
︑
\
廷
は
黜
陟
[
を
�
�
し
て
怨
稅
制
の
實
施
を
H
め
よ
う
と
し
た
︒
た
だ
し
︑
黜
陟
[
の
中
心
�

任
務
は
楊
炎
の
提
案
で
强
�
さ
れ
て
い
た
戶
籍
再
O
で
は
な
く
︑
地
方
政
府
と
と
も
に
兩
稅
收
入
分
�
の
詳
細
を
檢
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
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こ
う
し
た
轉
奄
を
引
き
!
こ
し
た
*
な
6
因
は
各
州
の
兩
稅
定
額
制
の
1
入
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
\
廷
が
今
囘
州
府
�
籍
を
中
止
し
た

後
︑
楊
炎
の
計
劃
を
引
き
續
き
施
行
せ
ず
に
突
然
定
額
制
を
)
っ
て
定
稅
作
業
を
再
開
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
題
の
答
え
は
︑

�
後
の
實
施
段
階
で
雜
徭
が
こ
れ
か
ら
合
L
さ
れ
る
豫
定
の
稅
目
か
ら
排
除
さ
れ
た
︑
と
い
う
現
象
の
背
後
に
隱
さ
れ
て
い
る
︒

第
三
�

雜
徭
と
兩
稅
法
の
成
立

�
営
の
よ
う
に
︑
本
稿
で
は
�
料
一
の
①
に
あ
る
﹁
百
役
之
費
﹂
は
民
に
k
役
さ
せ
て
人
力
を
l
Y
す
る
こ
と
を
示
す
と
*
張
し
︑
さ
ら
に

①
は
民
衆
の
擔
稅
力
を
定
稅
の
基
準
と
す
る
こ
と
を
�
味
す
る
と
指
摘
し
た
︒
つ
ま
り
︑
楊
炎
の
計
劃
に
お
い
て
︑﹁
役
﹂
は
賦
稅
,
收
の
對

象
と
な
り
︑
勞
働
力
,
發
の
形
で
は
な
く
な
る
︒
律
令
制
下
で
は
︑
正
規
の
賦
と
役
は
*
に
租
�
・
戶
稅
・
地
稅
・
正
役
・
雜
徭
に
よ
っ
て
	

成
さ
れ
て
お
り(43

)
︑
そ
の
う
ち
︑
正
役
は
玄
宗
時
代
に
ほ
と
ん
ど
﹁
庸
﹂
の
y
入
へ
轉
奄
し
た
た
め
︑
楊
炎
の
上
奏
時
ま
で
︑
直
接
に
勞
働
力
を

,
發
す
る
役
と
し
て
は
た
だ
雜
徭
が
殘
っ
て
い
た
︒
�
料
二
に
あ
る
よ
う
に
︑
楊
炎
は
玄
宗
時
代
に
お
け
る
﹁
租
庸
之
法
﹂
の
�
壞
と
安
�
の

亂
以
影
の
﹁
百
役
﹂
の
重
j
擔
に
つ
い
て
言
葉
を
盡
く
し
て
論
じ
て
お
り
︑
こ
れ
を
財
政
改
革
策
中
の
﹁
租
庸
雜
徭
悉
省
﹂
の
根
據
と
す
る
の

は
︑
租
庸
�
や
雜
徭
な
ど
の
名
目
を
廢
止
し
て
戶
稅
・
地
稅
を
母
體
と
す
る
怨
稅
制
を
作
る
た
め
だ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
李
錦
繡
氏
は
�
料
一
の
﹁
租
庸
雜
徭
悉
省
﹂
の
﹁
雜
徭
﹂
は
實
際
に
は
各
種
賦
稅
の
總
稱
で
あ
り
︑
�
�
�
に
お
け
る
正
規
の
勞

役
名
目
の
一
つ
で
あ
る
雜
徭
で
は
な
い
と
し
た
︒
さ
ら
に
こ
う
し
た
理
解
に
基
づ
き
︑
!
=
條
で
は
雜
徭
の
合
L
に
言
F
し
な
い
こ
と
に
つ
い

て
︑
先
の
正
�
五
日
赦
�
で
は
兩
稅
以
外
の
,
收
名
目
を
廢
棄
す
る
こ
と
を
す
で
に
强
�
し
て
い
る
の
で
︑
!
=
條
で
は
こ
の
點
を
繰
り
n
す

必
6
が
な
か
っ
た
と
す
る(44

)
︒
し
か
し
︑
そ
う
だ
と
す
る
と
︑
そ
も
そ
も
!
=
條
に
黜
陟
[
を
發
し
て
定
稅
さ
せ
る
こ
と
や
租
庸
�
の
合
L
な
ど

を
再
び
記
入
す
る
必
6
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
李
氏
の
解
釋
は
成
立
し
が
た
い
︒
さ
ら
に
︑
こ
う
し
た
理
解
で
は
︑
楊
炎

が
民
衆
の
勞
役
j
擔
が
極
め
て
高
い
こ
と
を
繰
り
n
し
强
�
し
た
理
由
も
說
�
で
き
な
い
︒

で
は
︑
楊
炎
が
雜
徭
の
名
目
を
廢
止
し
よ
う
と
し
た
�
圖
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
陳
�
光
氏
は
︑
k
役
に
代
え
て
錢
y
と
し
︑
そ
の
錢
で
人
を
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用
し
て
雜
徭
に
k
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
︒
確
か
に
︑
楊
炎
は
玄
宗
時
代
の
正
役
の
よ
う
に
雜
徭
を
も
完
"
に
賦
稅
�
す
る
つ
も
り
で

あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
!
=
條
に
雜
徭
合
L
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
︑
陳
氏
は
地
方
政
府
の
雜
徭
,
發
は
他
の
賦
稅
の
よ
う
に
﹁
舊
,
稅

數
﹂
の
數
に
算
入
で
き
な
い
結
果
︑
各
州
の
兩
稅
,
收
の
定
額
に
雜
徭
に
代
わ
る
錢
y
分
が
含
ま
れ
ず
︑
定
額
制
に
¡
ら
れ
て
雜
徭
を
錢
y
に

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
論
じ
て
お
り
︑
!
=
條
は
こ
れ
を
考
慮
し
た
か
ら
こ
そ
雜
徭
合
L
の
點
を
c
除
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
指
摘

す
る(

45
)

︒
こ
こ
で
Q
�
す
べ
き
は
︑
陳
氏
の
考
え
で
は
定
額
制
の
設
定
が
�
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
考
え
方
は
︑

兩
稅
法
の
定
額
制
1
入
と
雜
徭
合
L
の
放
棄
を
因
果
關
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
︑
ほ
か
の
可
能
性
を
無
視
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
�
営
の
よ
う

に
︑
大
曆
十
四
年
の
州
府
�
籍
と
そ
の
失
敗
が
示
し
て
い
る
地
方
政
府
の
怨
稅
制
計
劃
施
行
へ
の
抵
抗
の
態
度
こ
そ
が
︑
中
央
か
ら
黜
陟
[
が

�
�
さ
れ
た
直
接
の
原
因
で
あ
る
︒
本
違
が
Q
目
す
る
怨
稅
制
の
內
容
で
あ
る
各
州
定
額
制
1
入
と
雜
徭
合
L
の
放
棄
と
い
う
二
點
の
變
�
は
︑

と
も
に
黜
陟
[
の
�
�
に
�
っ
て
發
生
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
二
點
は
表
裏
一
體
で
あ
り
︑
兩
方
と
も
州
府
�
籍
の
失
敗
に
よ
り

引
き
!
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

�
�
で
地
方
稅
の
上
供
量
を
增
や
し
て
中
央
財
政
の
困
難
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
兩
稅
三
分
制
の
角
度
か
ら
︑
大
曆
十
四
年
州
府
�
籍
の
失

敗
を
檢
討
し
︑
そ
の
理
由
は
安
�
の
亂
以
來
の
�
度
な
收
取
と
い
う
背
景
の
も
と
で
︑
楊
炎
が
設
定
し
た
稅
j
擔
の
輕
減
�
に
よ
り
地
方
政
府

の
利
益
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
對
す
る
抵
抗
に
あ
っ
た
と
し
た
が
︑
地
方
政
府
に
と
っ
て
は
雜
徭
の
賦
稅
�
も
ま
た
財
政
利
益
の
大
き
な
損
失

を
招
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

�
代
に
お
け
る
雜
徭
の
內
容
と
性
格
に
つ
い
て
は
︑
從
來
か
ら
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
き
た
︒
見
解
が
一
致
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
︑

基
本
�
に
い
え
ば
︑
雜
徭
と
は
正
役
以
外
の
各
種
の
勞
役
を
含
ん
で
お
り
︑
一
般
�
に
は
地
方
�
性
格
を
も
つ(46

)
︒
正
役
の
,
發
・
分
�
は
中
央

の
戶
部
度
荏
司
の
2
管
だ
が
︑
雜
徭
の
,
發
・
分
�
は
ほ
と
ん
ど
州
縣
の
內
部
で
完
結
す
る(47

)
︒
中
國
專
制
國
家
の
傳
瓜
�
な
財
政
觀
に
お
い
て
︑

﹁
役
﹂
は
國
家
�
財
政
の
問
題
と
は
見
な
さ
れ
ず
︑
財
貨
で
代
y
す
る
時
の
み
﹁
財
用
﹂
(
國
計
・
國
用
・
邦
用
と
も
い
う
)
に
算
入
さ
れ
る(48

)
︒
し

か
し
︑
今
日
の
財
政
觀
か
ら
す
れ
ば
︑
實
際
上
は
勞
働
力
の
役
[
と
い
う
形
で
實
現
し
た
財
政
收
入
の
一
部
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
中
國
�
�
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代
財
政
�
の
硏
究
で
は
︑
役
を
も
賦
稅
と
同
樣
に
國
家
財
政
シ
ス
テ
ム
に
取
り
¢
ん
で
考
察
す
べ
き
で
あ
る
︒
�
�
�
に
お
い
て
律
令
制
下
の

地
方
政
府
は
直
接
の
財
源
で
あ
る
公
廨
錢
以
外
に
︑
雜
徭
の
,
發
を
*
と
す
る
勞
働
力
收
取
の
面
で
大
き
な
自
*
權
を
も
っ
た
た
め
︑
地
方
は

制
度
�
に
中
央
か
ら
財
政
上
の
裁
量
權
・
#
營
權
を
部
分
�
に
分
け
與
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る(49

)
︒

と
こ
ろ
が
︑
安
�
の
亂
以
後
︑
楊
炎
の
い
う
よ
う
に
﹁
百
役
﹂
が
�
度
に
,
發
さ
れ
る
こ
と
が
�
£
�
に
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
み
る
と
︑

藩
鎭
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
政
府
は
雜
徭
,
發
の
荏
�
權
を
完
"
に
掌
握
し
て
お
り
︑
こ
れ
が
各
s
・
州
の
自
*
�
財
政
#
營
を
荏
え
る
重
6

な
一
部
分
と
な
っ
た
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒
怨
稅
制
の
計
劃
段
階
で
の
雜
徭
合
L
は
雜
徭
を
名
實
共
に
廢
止
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
勞
働
力

の
無
償
,
發
を
 
用
k
役
へ
と
轉
奄
さ
せ
︑
必
6
な
經
費
を
兩
稅
錢
の
一
部
分
と
し
て
,
收
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒
だ
が
︑
一
旦
雜
徭

が
正
役
の
よ
う
に
賦
稅
�
し
て
國
家
"
體
の
財
政
瓜
計
に
入
れ
ば
︑
地
方
が
律
令
制
時
代
か
ら
持
っ
て
い
た
勞
働
力
,
發
の
手
段
は
失
わ
れ
︑

財
政
#
營
の
自
*
性
に
も
大
き
く
影
R
す
る
こ
と
と
な
る
︒
つ
ま
り
︑
黜
陟
[
�
�
以
�
の
雜
徭
合
L
計
劃
は
︑
�
ら
か
に
地
方
政
府
の
財
政

權
力
を
�
め
よ
う
と
す
る
措
置
で
あ
っ
た
︒

ま
た
︑
も
う
一
方
の
變
�
で
あ
る
定
額
制
の
1
入
と
あ
わ
せ
て
考
え
た
い
︒
�
営
し
た
よ
う
に
︑﹁
據
舊
,
稅
數
﹂
と
は
大
曆
年
閒
に
お
い

て
民
力
を
問
わ
ず
に
�
度
に
,
收
さ
れ
た
各
州
の
賦
稅
額
を
基
準
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
地
方
政
府
が
收
取
で
き
る
賦
稅
と
勞
役
の
總

量
は
大
曆
年
閒
と
比
べ
て
も
ほ
と
ん
ど
變
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
兩
稅
法
の
實
施
段
階
に
お
け
る
地
方
政
府
へ
の
影
R
は
兩
稅
收
入

の
三
分
制
と
い
う
點
に
の
み
集
中
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
計
劃
段
階
の
定
稅
方
法
に
比
べ
て
︑
定
額
制
の
1
入
に
よ
っ
て
上
供
額
が
よ
り
高
く

な
っ
た
が
︑
各
s
・
州
も
兩
稅
三
分
制
下
で
十
分
な
稅
額
を
保
B
で
き
る
よ
う
に
な
り
︑
上
供
額
の
增
加
に
よ
る
財
政
利
益
の
損
�
は
少
な
い
︒

怨
稅
制
の
實
施
ま
で
の
閒
に
!
き
た
雜
徭
合
L
の
放
棄
と
稅
收
定
額
制
の
1
入
と
い
う
二
つ
の
變
�
は
︑
楊
炎
の
當
初
の
提
議
と
比
べ
る
と
︑

い
ず
れ
も
地
方
政
府
に
財
政
上
B
利
で
あ
る
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
兩
稅
法
成
立
の
�

は
V
の
よ
う
に
な

る
だ
ろ
う
︒
卽
ち
︑
計
劃
段
階
で
は
地
方
政
府
の
財
政
利
益
・
權
力
を
大
き
く
制
限
し
た
こ
と
が
州
府
に
よ
る
戶
籍
再
O
の
失
敗
を
招
き
︑
\

廷
は
地
方
の
勞
役
,
發
權
を
奪
う
こ
と
を
諦
め
る
と
同
時
に
大
曆
年
閒
の
�
大
稅
額
を
基
準
と
す
る
定
額
制
を
1
入
し
︑
黜
陟
[
を
�
�
し
て

― 23 ―

23



各
s
・
州
の
長
官
と
と
も
に
兩
稅
法
の
實
施
を
H
め
た
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
楊
炎
が
	
築
し
よ
う
と
し
た
怨
稅
制
を
中
心
と
す
る
怨
財
政

收
入
體
系
は
︑
實
際
に
は
賦
と
役
の
收
取
と
い
う
二
方
面
で
各
s
・
州
の
財
政
權
力
を
�
め
る
目
�
を
o
成
で
き
な
か
っ
た
︒
地
方
政
府
の
抵

抗
に
よ
り
︑
結
局
安
�
の
亂
以
來
の
地
方
政
府
の
旣
得
利
益
は
多
く
保
持
さ
れ
︑
兩
稅
三
分
制
に
よ
る
中
央
財
政
收
入
の
增
加
と
い
う
一
點
の

み
を
實
現
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒

お
わ
り
に

從
來
︑
日
野
開
三
郞
氏
の
﹁
量
出
制
入
原
則
﹂
と
﹁
抑
藩
振
\
﹂
說
を
典
型
と
し
て(50

)
︑
經
濟
�
と
政
治
�
の
立
場
か
ら
兩
稅
法
の
歷
�
�
�

義
が
强
�
さ
れ
て
き
た
︒
中
國
經
濟
思
想
�
に
お
い
て
楊
炎
が
初
め
て
﹁
量
出
爲
入
﹂
槪
念
を
提
出
し
た
と
さ
れ
︑
兩
稅
法
の
實
施
は
中
央
財

政
を
强
�
し
て
安
�
の
亂
以
後
の
中
央
集
權
體
制
の
再
円
を
促
し
た
と
さ
れ
る
︒
本
稿
の
檢
討
は
こ
の
二
點
に
か
か
わ
っ
て
い
る
︒

第
一
點
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
陳
�
光
氏
の
批
(
以
來
︑
量
出
制
入
原
則
が
實
施
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
す
で
に
 
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
︑

こ
れ
が
兩
稅
法
の
課
稅
原
理
な
の
か
あ
る
い
は
國
家
財
政
"
般
の
#
營
原
理
な
の
か
と
い
う
二
者
擇
一
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
こ
れ
に
つ

い
て
︑
第
一
違
で
は
︑
楊
炎
の
言
葉
に
對
す
る
從
來
の
理
解
は
閒
-
っ
て
お
り
︑﹁
出
﹂
を
財
政
荏
出
の
�
と
し
た
た
め
に
﹁
量
出
以
制
入
﹂

を
現
代
財
政
學
上
の
﹁
荏
出
を
以
て
收
入
を
定
め
る
﹂
方
式
と
同
一
視
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
楊
炎
の
﹁
量
出
以
制
入
﹂
は

民
の
擔
稅
力
に
卽
し
て
財
政
收
取
を
決
め
る
こ
と
で
あ
り
︑
財
政
收
入
體
系
の
怨
し
い
	
想
中
の
定
稅
原
則
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
量
入
爲
出
﹂

の
對
義
語
と
し
て
の
﹁
量
出
爲
入
﹂
の
�
料
上
の
初
見
は
陸
贄
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
陸
贄
は
こ
の
言
葉
を
[
っ
て
兩
稅
法
そ
の

も
の
を
議
論
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
も
そ
も
﹁
量
出
爲
入
﹂
と
い
う
財
政
思
想
と
財
政
行
爲
は
古
來
存
在
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
陸
贄
の
言

葉
は
以
後
﹁
量
出
以
制
入
﹂
の
眞
實
を
U
解
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
︑
そ
れ
は
現
代
の
硏
究
に
ま
で
影
R
し
た
︒

第
二
點
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
大
曆
十
四
年
八
�
七
日
の
楊
炎
の
提
案
に
見
ら
れ
る
計
劃
段
階
の
怨
稅
制
と
円
中
元
年
五
�
五
日
赦
�
・
二
�

一
日
!
=
條
中
の
實
施
段
階
の
兩
稅
法
と
の
閒
の
二
つ
の
相
-
點

︱
︱
稅
收
定
額
制
が
1
入
さ
れ
る
か
ど
う
か
︑
雜
徭
が
兩
稅
と
合
L
さ
れ
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る
か
ど
う
か
︱
︱

を
手
が
か
り
と
し
て
︑
從
來
Q
�
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
大
曆
十
四
年
州
府
�
籍
の
失
敗
の
經
雲
を
檢
討
し
た
︒
計
劃
段
階

の
定
稅
原
則
に
よ
れ
ば
︑
兩
稅
三
分
制
の
よ
う
な
稅
收
分
�
案
で
は
︑
藩
鎭
と
州
の
賦
稅
收
入
は
大
き
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
�
�
�

以
來
地
方
が
掌
握
し
て
き
た
雜
徭
荏
�
權
も
な
く
な
り
︑
安
�
の
亂
以
影
地
方
政
府
が
享
d
し
て
き
た
財
政
上
の
旣
得
利
益
は
か
な
り
の
損
失

を
被
る
こ
と
に
な
る
の
で
︑
地
方
政
府
は
こ
れ
に
反
對
し
た
︒
實
施
段
階
で
の
雜
徭
合
L
の
放
棄
と
定
額
制
の
1
入
は
︑
中
央
政
府
が
地
方
の

s
・
州
に
怨
稅
制
を
d
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
に
修
正
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
兩
稅
法
案
の
提
出
か
ら
實
施
ま

で
は
決
し
て
順
�
で
は
な
く
︑
中
央
が
地
方
の
l
極
�
な
態
度
に
對
し
て
¤
協
し
︑
ひ
い
て
は
讓
步
し
た
こ
と
を
重
6
視
す
べ
き
で
あ
る
︒

楊
炎
の
改
革
策
は
﹁
抑
藩
振
\
﹂
を
�
圖
し
て
い
た
が
︑
實
施
さ
れ
た
兩
稅
法
は
地
方
の
財
政
利
益
の
確
保
と
中
央
財
政
收
入
の
增
加
と
の

閒
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
だ
け
で
藩
鎭
・
州
の
財
政
權
力
を
�
め
て
お
ら
ず
︑
財
政
上
で
中
央
が
地
方
を
瓜
合
す
る
集
權
體
制
を
再
円
で
き
な

か
っ
た
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
か
え
っ
て
︑
中
央
と
地
方
が
法
�
に
國
家
稅
收
を
分
割
す
る
財
政
#
營
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
兩
稅
法
成
立
の
經

雲
か
ら
み
れ
ば
︑
改
革
へ
の
楊
炎
の
本
�
に
對
し
て
︑
當
時
中
央
政
府
の
�
大
關
心
事
は
地
方
が
,
收
し
た
賦
稅
か
ら
い
か
に
よ
り
多
く
を
得

ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒
こ
の
點
で
は
︑
兩
稅
法
の
成
立
を
中
央
集
權
�
の
方
向
へ
位
置
づ
け
る
從
來
の
議
論
は
成

り
立
た
な
い
︒
む
し
ろ
兩
稅
法
の
成
立
は
︑
律
令
制
以
來
の
國
家
財
政
#
營
の
根
本
�
な
手
段
︑
す
な
わ
ち
中
央
が
戶
籍
を
&
じ
て
地
方
の
,

稅
を
荏
�
す
る
や
り
方
を
放
棄
し
た
こ
と
を
�
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
\
廷
か
ら
す
れ
ば
上
供
額
さ
え
確
保
さ
れ
れ
ば
よ
か
っ
た

こ
と
は
︑
後
の
元
和
年
閒
の
詔
敕
中
に
﹁
兩
稅
の
法
は
︑
悉
く
郡
國
に
委
ぬ(51

)
﹂
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
分
か
る
︒

中
央
集
權
の
成
立
と
强
�
を
中
國
�
の
大
き
な
方
向
性
と
見
做
す
の
が
*
液
で
あ
る
︒
中
で
も
︑
中
世
か
ら
�
世
に
至
っ
て
君
*
獨
裁
制
が

確
立
す
る
こ
と
を
强
�
す
る
�
宋
變
革
論
は
︑
こ
う
し
た
思
考
を
定
着
さ
せ
た
︒
�
代
財
政
�
に
お
い
て
も
︑
財
政
の
中
央
集
權
�
と
い
う
方

向
で
捉
え
る
議
論
が
多
い(52

)
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
硏
究
で
は
中
央
の
財
政
行
爲
に
對
す
る
地
方
の
d
動
性
を
强
�
し
す
ぎ
る
た
め
に
︑
地
方
と

中
央
が
相
互
に
影
R
を
F
ぼ
し
て
い
た
こ
と
を
輕
視
し
て
い
る
︒
こ
の
點
を
克
k
す
る
た
め
︑
本
稿
は
國
家
"
體
の
財
政
#
營
に
お
け
る
地
方

の
獨
自
の
役
割
や
中
央
と
の
相
互
作
用
關
係
と
い
う
視
角
か
ら
議
論
を
試
み
た
︒
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兩
稅
法
の
成
立
後
︑
兩
稅
額
の
分
�
方
法
や
,
收
物
の
種
類
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
財
政
改
革
が
何
度
も
行
わ
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
問
題
に
對
し
て
︑

從
來
は
中
央
の
政
策
決
定
の
�

に
Q
目
し
て
き
た
︒
ま
た
︑
兩
稅
法
の
成
立
�
に
關
し
て
も
︑
藩
鎭
勢
力
を
抑
制
し
て
中
央
集
權
の
强
�
を

目
指
し
た
と
す
る
の
が
大
多
數
の
見
解
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
稿
に
よ
り
︑
兩
稅
法
の
成
立
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
�
ら
か
に

な
っ
た
︒
兩
稅
法
成
立
後
の
財
政
改
革
に
對
し
て
藩
鎭
・
州
が
示
し
た
反
應
を
檢
討
す
る
の
が
︑
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒

�(1
)

開
元
年
閒
に
お
い
て
大
量
の
正
役
勞
働
が
庸
物
y
入
へ
"
面
�
に

轉
奄
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
租
�
役
制
か
ら
租
�
庸
制
へ
の
移
行
が

完
成
し
た
︒
渡
邊
信
一
郞
﹃
中
國
古
代
の
財
政
と
國
家
﹄
(
¦
古
書

院
︑
二
〇
一
〇
)
四
五
三

−

四
五
五
頁
を
參
照
︒

(2
)

『禮
記
﹄
王
制
�
﹁
冢
宰
制
國
用
︑
必
於
歲
之
杪
︑
五
穀
皆
入
︑

然
後
制
國
用
︒
用
地
小
大
︑
視
年
之
豐
Y
︒
以
三
十
年
之
&
制
國
用
︑

量
入
以
爲
出
︒﹂

(3
)

﹁
六
原
則
﹂
と
は
單
稅
原
則
・
,
收
兩
囘
原
則
・
戶
產
對
應
原

則
・
量
出
制
入
原
則
・
見
居
原
則
・
錢
數
錢
y
原
則
︒
こ
れ
に
關
し

て
は
日
野
開
三
郞
﹃
日
野
開
三
郞
東
洋
�
學
論
集

(第
四
卷
)
：
�

代
兩
稅
法
の
硏
究
・
本
�
﹄
(三
一
書
©
︑
一
九
八
二
)
2
收
の

﹁
兩
稅
法
の
基
本
�
四
原
則
﹂
(初
出
﹃
法
制
�
硏
究
﹄
一
一
︑
一
九

六
一
)
と
﹁
楊
炎
の
兩
稅
法
の
見
居
原
則
と
錢
數
・
錢
y
原
則
﹂

(初
出
﹃
�
淵
﹄
八
四
︑
一
九
六
一
)
を
參
照
︒

(4
)

陳
�
光

(﹃
�
代
財
政
�
怨
O
﹄
中
國
財
政
經
濟
出
版
社
︑
一
九

九
一
)
の
﹁﹁
量
出
制
入
﹂
與
兩
稅
法
�
制
稅
原
則
﹂
(初
出
﹃
歷
�

硏
究
﹄
一
︑
一
九
八
六
)
︒

(5
)

鞠
淸
v
﹃
�
代
財
政
�
﹄
(
食
貨
出
版
社
︑
一
九
七
八

(
初
版
一

九
三
四
)
)
の
い
う
﹁
あ
る
い
は
お
そ
ら
く
こ
れ
は
楊
炎
の
一
種
の

理
想
で
あ
ろ
う
﹂
は
陳
氏
の
說
に
�
い
︒
た
だ
し
︑
鞠
氏
は
こ
れ
に

つ
い
て
深
く
論
じ
て
は
い
な
い
︒

(6
)

宮
澤
知
之
﹁
中
國
專
制
國
家
財
政
の
展
開
﹂
(﹃
岩
波
¬
座
世
界
歷

�

(九
)
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
九
)︒

(7
)

Ú
學
檬
﹃
中
國
賦
役
制
度
�
﹄
(
上
海
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
︑

初
版
一
九
九
四
)
二
七
五

−

二
七
六
頁
︒

(8
)

渡
邊
信
一
郞
﹁
定
額
制
の
成
立
：
�
代
後
/
�
に
お
け
る
財
務
#

營
の
轉
奄
﹂
(﹃
國
立
歷
�
民
俗
®
物
館
硏
究
報
吿
﹄
一
七
九
︑
二
〇

一
三
)
︒

(9
)

島
居
一
康
﹁
楊
炎
兩
稅
法
の
課
稅
	
�

︱
︱
日
野
“
六
原
則
”

不
成
立
の
論
證
︱
︱
﹂
(﹃
�
宋
變
革
硏
究
&
²
﹄
五
︑
二
〇
一
四
)︒

(10
)

�

(
4
)
陳
論
�
︑
李
志
賢
﹃
楊
炎
F
其
兩
稅
法
硏
究
﹄
(中
國

社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
)
二
四
四

−

二
四
六
頁
︒
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(11
)

�

(9
)
島
居
論
�
に
よ
っ
て
改
め
た
︒
不
A
が
あ
れ
ば
︑
夏
秋

兩
囘
の
,
收
を
三
囘
に
し
て
も
	
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

(12
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
一
八
楊
炎
傳
に
も
ほ
ぼ
同
じ
記
載
が
あ
り
︑﹁
炎

因
奏
對
︑
懇
言
其
�
︑
乃
=
作
兩
稅
法
︑
以
一
其
名
︑
曰
：﹁
凡
百

役
之
費
︑
一
錢
之
斂
︑
先
度
其
數
而
賦
於
人
︑
量
出
以
制
入
︒
戶
無

�
客
︑
以
見
居
爲
︑
人
無
丁
中
︑
以
貧
富
爲
差
︒
不
居
處
而
行
商
者
︑

在
2
郡
縣
稅
三
十
之
一
︑
度
2
與
居
者
均
︑
[
無
僥
利
︒
居
人
之
稅
︑

秋
夏
兩
徵
之
︑
俗
B
不
A
者
正
之
︒
其
租
庸
雜
徭
悉
省
︑
而
丁
額
不

廢
︑
申
報
出
入
如
舊
式
︒
其
田
畝
之
稅
︑
C
以
大
曆
十
四
年
墾
田
之

數
爲
準
而
均
徵
之
︒
夏
稅
無
�
六
�
︑
秋
稅
無
�
十
一
�
︒
逾
歲
之

後
︑
B
戶
增
而
稅
減
輕
F
人
散
而
失
均
者
︑
H
I
長
G
︑
而
以
尙
書

度
荏
總
瓜
焉
︒﹂
德
宗
善
而
行
之
︑
詔
諭
中
外
︒﹂
と
す
る
︒
た
だ
し
︑

﹁
*
客
﹂
に
は
問
題
が
あ
る
︒
ほ
ぼ
�
末
ま
で
﹁
*
戶
﹂
と
い
う
言

葉
は
[
わ
れ
ず
︑
代
わ
っ
て
よ
く
[
用
さ
れ
る
の
は
﹁
土
戶
﹂
だ
か

ら
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
本
稿
で
は
﹃
�
會
6
﹄
を
引
用
し
た
︒

(13
)

渡
邊
信
一
郞
﹁
�
代
兩
稅
法
の
	
成
：
円
中
元
年
二
�
十
一
日
!

=
條
を
中
心
に
﹂
(﹃
洛
北
�
學
﹄
一
七
︑
二
〇
一
五
)
を
參
照
︒

(14
)

そ
の
う
ち
︑
③
の
行
商
者
に
對
す
る
y
稅
規
定
は
商
稅
の
性
格
を

B
す
る
と
&
常
み
な
さ
れ
て
い
る
︒﹁
與
居
者
均
﹂
の
居
者
は
定
N

し
て
商
賣
す
る
者
を
指
し
て
い
る
が
︑
こ
う
し
た
定
N
の
商
人
は
玄

宗
時
代
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
戶
等
に
應
じ
た
戶
稅
を
y
め
て
い
た
こ
と

(李
錦
繡
﹃
�
代
財
政
�
稿

(上
)﹄
(北
京
大
學
出
版
社
︑
一
九
九

五
)
四
八
六

−

四
九
一
頁
)
を
考
え
る
と
︑﹁
與
居
者
均
﹂
と
は
戶

稅
j
擔
を
均
等
に
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
行
商
へ
の
課
稅
を
戶
稅
＝
�

產
稅
と
み
な
し
て
よ
い
︒

(15
)

�

(
4
)
陳
著
書
の
一
八
七

−

一
九
六
頁
を
參
照
︒
ま
た
︑
李
錦

繡
氏
も
同
じ
よ
う
に
②
�
を
﹁
,
稅
原
則
﹂
と
し
た

(李
錦
繡
﹃
�

代
財
政
�
稿

(
下
)﹄
(
北
京
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
)
六
一
五

−

六
一
七
頁
)

(16
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
二
つ
の
見
解
が
あ
る
︒
一
つ
は
財
政
荏
出
"
般

を
指
す
と
い
う
陳
�
光
氏
ら
の
豫
算
說
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
規
定

さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
經
費
を
指
す
と
い
う
渡
邊
氏
ら
の
定
額
說
で
あ
る
︒

(17
)

｢
其
年
﹂
は
﹃
�
會
6
﹄
記
載
の
円
中
元
年
で
な
く
︑
�
年
の
大

曆
十
四
年
を
指
す

(�

(14
)
李
著
書
︑
六
三
二
頁
)︒

(18
)

｢百
役
﹂
が
樣
々
な
勞
役
を
指
す
用
例
は
他
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
︒

﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
四
憲
宗
本
紀
・
元
和
六
年
冬
十
�
條
﹁
戊
寅
︑
詔

⁝
況
邦
畿
之
內
︑
百
役
2
叢
︑
雖
勤
卹
之
令
亟
行
︑
而
供
億
之
制
·

廣
︒
﹂
︑
卷
一
三
五
裴
¸
齡
傳
﹁
宰
相
陸
贄
・
趙
憬
議
︑
以
爲
⁝
百
役

供
應
︑
須
悉
停
罷
︒
﹂︑
卷
一
三
九
陸
贄
傳
﹁
贄
不
時
奉
詔
︑
H
狀
論

之
曰
⁝
百
役
疲
瘵
之
甿
︑
重
戰
傷
殘
之
卒
︑
皆
忍
死
扶
病
︒﹂
︒﹃
册

府
元
z
﹄
卷
四
八
七
邦
計
部
・
賦
稅
第
一
﹁
大
曆
元
年
十
一
�
制
曰

⁝
王
畿
之
閒
︑
賦
斂
尤
重
︑
百
役
供
億
︑
當
甚
艱
辛
︒﹂︑
同
卷
四
九

一
邦
計
部
・
蠲
復
第
三
﹁
(元
和
)
十
一
年
四
�
己
未
制
曰
⁝
蓋
以

千
里
之
壤
︑
百
役
是
�
︑
俾
其
不
足
︑
吾
孰
與
足
︒
﹂
こ
れ
ら
か
ら
︑

首
都
圈
の
勞
役
を
指
す
場
合
に
﹁
百
役
﹂
の
語
が
よ
く
[
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
册
府
元
z
﹄
卷
一
三
五
:
王
部
・

愍
征
役
に
﹁
(開
元
)
二
十
六
年
春
正
�
親
º
氣
於
東
郊
畢
制
曰
⁝

京
畿
之
內
︑
雜
役
殷
繁
︑
言
念
劬
勞
︑
豈
忘
優
恤
︒﹂
と
あ
り
︑
こ

の
﹁
雜
役
﹂
に
も
﹁
百
役
﹂
の
�
味
合
い
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑

以
上
の
例
は
す
べ
て
玄
宗
時
代
以
影
の
話
で
あ
り
︑﹁
正
役
﹂
は
す
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で
に
﹁
庸
﹂
の
y
入
に
變
わ
っ
て
い
る
の
で
︑﹁
百
役
﹂
や
﹁
雜
役
﹂

は
﹁
雜
徭
﹂
を
指
す
︒

(19
)

｢費
﹂
を
同
樣
の
�
味
で
用
い
た
例
は
︑﹃
舊
�
書
﹄
の
中
に
も
い

く
つ
か
み
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
卷
一
九
僖
宗
本
紀
・
乾
符
元
年
に

﹁
是
冬
︑
南
詔
蠻
寇
蜀
︑
詔
河
西
・
河
東
・
山
南
西
s
・
東
川
徵
兵

赴
�
︒
⁝
時
騈
扞
蠻
已
I
︑
長
武
兵
士
悦
至
蜀
而
½
︑
議
者
惜
其
勞

費
而
虛
邀
出
入
之
賞
也
︒﹂︑
卷
五
一
后
妃
傳
上
・
太
宗
賢
妃
徐
氏
條

に
﹁
時
軍
旅
亟
動
︑
宮
室
互
興
︑
百
姓
頗
`
勞
役
︑
上
駅
諫
曰
⁝
妾

印
聞
爲
政
之
本
︑
貴
在
無
爲
︒
竊
見
土
木
之
功
︑
不
可
¾
<
︒
北
闕

初
円
︑
南
營
h
¿
︑
曾
未
逾
時
︑
玉
華
創
制
︒
雖
復
因
山
藉
水
︑
非

無
架
築
之
勞
︒
損
之
印
損
︑
頗
B
工
力
之
費
︒﹂

(20
)

�

(4
)
陳
論
�
を
參
照
︒

(21
)

『
�
獻
&
考
﹄
卷
三
田
賦
考
三
・
歷
代
田
賦
之
制
に
﹁
按
︑
宇
�

融
・
楊
炎
皆
以
革
�
自
任
︑
融
則
守
高
祖
・
太
宗
之
法
︑
炎
則
變
高

祖
・
太
宗
之
法
︒
然
融
守
法
而
人
病
之
︑
則
以
其
s
脅
州
縣
︑
妄
增

�
羡
以
爲
功
也
︒
炎
變
法
而
人
安
之
︑
則
以
其
隨
順
人
~
︑
姑
視
貧

富
以
制
賦
也
︒﹂
と
あ
り
︑
馬
端
臨
の
�
價
は
ま
さ
に
楊
炎
の
財
政

改
革
の
核
心
を
提
示
し
て
い
る
と
考
え
る
︒

(22
)

�

(8
)
渡
邊
論
�
の
言
葉
で
あ
る
︒

(23
)

陳
�
光
﹁
�
人
2
謂
﹁
量
出
制
入
﹂
釋
論
﹂
(﹃
第
三
屆
中
國
�
代

�
�
學
Â
硏
討
會
論
�
集
﹄
中
國
�
代
學
會
O
輯
委
員
會
︑
一
九
九

七
)︒

(24
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
一
八
楊
炎
傳
に
﹁
炎
美
鬚
眉
︑
風
骨
峻
峙
︑
�

藻
雄
麗
︑
汧
・
隴
之
閒
︑
號
爲
小
楊
山
人
︒
釋
褐
︑
辟
河
西
�
度
掌

書
記
⁝
�
中
書
舍
人
︑
與
常
衮
竝
掌
綸
誥
︑
衮
長
於
除
書
︑
炎
善
爲

德
Ä
︑
自
開
元
已
來
︑
言
詔
制
之
美
者
︑
時
稱
常
・
楊
焉
︒﹂
と
あ

り
︑
同
書
卷
一
六
六
元
稹
傳
に
﹁
稹
九
歲
能
屬
�
︒
十
五
兩
經
�
第
︒

二
十
四
�
(
入
第
四
等
︑
Å
祕
書
省
校
書
郞
︒
二
十
八
應
制
舉
才
識

¾
茂
︑
�
於
體
用
科
︑
登
第
者
十
八
人
︑
稹
爲
第
一
︑
元
和
元
年
四

�
也
︒
制
下
︑
除
右
拾
Æ
︒﹂
と
あ
る
︒

(25
)

�

(
4
)
陳
論
�
を
參
照
︒

(26
)

『
�
記
﹄
卷
二
八
封
禪
書
第
六
に
﹁
夏
四
�
︑
�
:
親
拜
霸
渭
之

會
︑
以
郊
見
渭
陽
五
:
⁝
而
[
®
士
諸
生
刺
六
經
中
作
王
制
︑
謀
議

Ç
狩
封
禪
事
︒
﹂
と
あ
る
︒

(27
)

兩
稅
法
計
劃
の
提
出
が
﹁
財
政
に
お
け
る
人
民
救
濟
や
現
王
\
體

制
の
强
�
の
具
體
�
し
た
È
﹂
(
高
瀨
奈
津
子
﹁
楊
炎
の
兩
稅
法
施

行
と
政
治
�
背
景
﹂
﹃
駿
臺
�
學
﹄
一
〇
四
︑
一
九
九
八
︑
二
四
頁
)

で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
で
先
行
硏
究
は
一
致
し
て
い
る
が
︑
﹁
量
出

以
制
入
﹂
が
兩
稅
法
の
課
稅
原
理
か
國
家
財
政
原
理
か
と
い
う
問
題

に
集
中
す
る
あ
ま
り
︑
財
政
改
革
策
の
本
�
を
見
�
し
て
い
る
︒

(28
)

兩
稅
法
の
本
格
�
な
施
行
は
﹃
�
會
6
﹄
卷
八
三
租
稅
上
に
記
さ

れ
て
い
る
!
=
條
の
提
出
か
ら
で
あ
る
︒﹃
�
會
6
﹄
の
記
載
に
よ

れ
ば
︑
!
=
條
の
提
出
日
は
二
�
十
一
日
で
あ
っ
た
が
︑﹃
舊
�
書
﹄

卷
一
二
德
宗
本
紀
・
円
中
元
年
條
に
﹁
二
�
丙
申

(一
日
)︑
�
黜

陟
[
一
十
一
人
分
行
天
下
﹂
と
あ
り
︑﹃
�
會
6
﹄
の
記
載
は
二
�

一
日
の
U
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

(王
永
興
﹃
隋
�
五
代
經
濟
�

料
彙
O
校
Q
第
一
O

(下
)
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
八
九
︑
七
二
〇

−

七
二
一
頁
)
︒

(29
)

『
�
會
6
﹄
卷
八
三
租
稅
上
に
﹁
円
中
元
年
正
�
五
日
赦
�
︑
宜

委
黜
陟
[
與
觀
察
[
F
刺
�
轉
#
2
由
︑
計
百
姓
F
客
戶
︑
r
丁
產
︑
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定
等
第
︑
均
C
作
年
荏
兩
稅
︒
如
當
處
土
風
不
A
︑
P
立
一
限
︒
其

比
來
徵
科
色
目
︑
一
切
停
罷
︒﹂
と
あ
り
︑﹃
册
府
元
z
﹄
卷
四
八
八

邦
計
部
・
賦
稅
第
二
に
﹁
�
德
宗
円
中
元
年
正
�
制
︑
自
艱
難
已
來
︑

徵
賦
名
目
繁
雜
︒
委
黜
陟
[
與
諸
s
觀
察
[
・
刺
�
作
年
荏
兩
稅
徵

y
︑
比
來
怨
舊
徵
科
色
目
一
切
停
罷
︑
兩
稅
外
輒
別
C
一
錢
︑
四
等

官
准
擅
興
賦
以
枉
法
論
︒
其
軍
府
荏
計
等
數
︑
准
大
曆
十
四
年
八
�

七
日
敕
處
分
︒﹂
と
あ
る
︒

(30
)

『舊
�
書
﹄
卷
四
八
食
貨
志
上
・
兩
稅
に
﹁
円
中
元
年
二
�
︑
�

黜
陟
[
分
行
天
下
︑
其
詔
略
曰
︑
戶
無
*
客
︑
以
見
居
爲
?
︑
人
無

丁
中
︑
以
貧
富
爲
差
︒
行
商
者
︑
在
郡
縣
稅
三
十
之
一
︒
居
人
之
稅
︑

秋
夏
兩
徵
之
︑
各
B
不
A
者
︑
三
之
︒
餘
征
賦
悉
罷
︑
而
丁
額
不
廢
︒

其
田
畝
之
稅
︑
C
以
大
曆
十
四
年
墾
數
爲
準
︑
徵
夏
稅
無
�
六
�
︑

秋
稅
無
�
十
一
�
︒
-
者
H
I
長
G
︒
令
黜
陟
[
各
量
風
土
2
宜
︑

人
戶
多
少
均
之
︑
定
其
賦
︑
尙
書
度
荏
總
瓜
焉
︒﹂
と
あ
る
︒
�
に

引
用
し
た
楊
炎
傳
と
ほ
ぼ
內
容
が
同
じ
で
あ
る
︒

(31
)

『
�
會
6
﹄
卷
八
三
租
稅
上
に
﹁
円
中
元
年
⁝
至
二
�
十
一
日
!

=
條
=
︑
令
黜
陟
觀
察
[
F
州
縣
長
官
︑
據
舊
徵
稅
數
F
人
戶
土
客

定
等
第
錢
數
多
少
︑
爲
夏
秋
兩
稅
︒
其
鰥
寡
惸
獨
不
荏
濟
者
︑
准
制

放
免
︒
其
丁
租
庸
�
︑
竝
入
兩
稅
︒
州
縣
常
存
丁
額
︑
准
式
申
報
︒

其
應
科
斛
斗
︑
=
據
大
曆
十
四
年
見
佃
靑
苗
地
額
均
稅
︑
夏
稅
六
�

內
y
畢
︑
秋
稅
十
一
�
內
y
畢
︒
其
黜
陟
[
每
s
定
稅
訖
︑
具
當
州

府
應
稅
都
數
F
徵
y
�
限
︑
幷
荏
留
合
e
等
錢
物
斛
斗
︑
分
析
聞
奏
︑

幷
報
度
荏
・
金
部
・
倉
部
・
比
部
︒
其
�
︑
大
赦
天
下
︑
�
黜
陟
[

觀
風
俗
︑
仍
與
觀
察
[
・
刺
�
計
人
產
等
p
爲
兩
稅
法
︒
此
外
斂
者
︑

以
枉
法
論
︒﹂
と
あ
る
︒

(32
)

『
�
會
6
﹄
卷
八
三
租
稅
上
の
円
中
元
年
正
�
五
日
赦
�
中
の

﹁
r
丁
產
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
一
般
�
に
は
民
戶
の
財
產
を
査
定
す

る
と
解
釋
さ
れ
て
い
る
が
︑
古
賀
登
﹁
円
中
初
年
の
年
荏
兩
稅
と
兩

稅
斛
斗
・
兩
稅
錢
﹂
(﹃
中
國
古
代
の
法
と
社
會
﹄
¦
古
書
院
︑
一
九

八
八
)
で
は
﹁
r
﹂
を
﹁
依
據
﹂
の
�
味
に
と
っ
て
︑﹁
丁
と
產
に

依
據
し
て
﹂
と
解
釋
し
︑
同
書
同
卷
の
同
年
二
�
一
日
!
=
條
の

﹁
計
人
產
﹂
も
同
樣
だ
と
し
て
︑
﹁
兩
稅
課
額
の
決
定
に
は
︑
家
產
だ

け
で
な
く
︑
家
族
內
勞
働
力
が
査
定
の
對
象
と
さ
れ
て
い
た
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
﹂
と
指
摘
す
る
︒

(33
)

大
津
Ê
﹃
日
�
律
令
制
の
財
政
	
�
﹄
(岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
)

七
〇

−

七
四
頁
を
參
照
︒

(34
)

肅
宗
・
代
宗
時
代
に
お
け
る
三
囘
の
戶
籍
作
成
に
關
わ
る
そ
れ
ぞ

れ
の
�
料
は
以
下
の
&
り
︒

①
﹃
�
會
6
﹄
卷
八
四
・
戶
口
數
﹁
乾
元
三
年
︑
計
戶
一
百
九
十
三
萬
一

千
一
百
四
十
五
︒﹂

②
﹃
�
會
6
﹄
卷
八
五
・
定
戶
等
第
﹁
廣
德
二
年
二
�
十
一
日
赦
�
︑
天

下
戶
口
︑
委
刺
�
・
縣
令
據
見
在
實
戶
量
貧
富
等
第
科
差
︑
不
得
依

舊
籍
帳
︒
﹂﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
一
代
宗
本
紀
・
廣
德
二
年
﹁
是
歲
︑
戶

部
計
帳
︑
管
戶
二
百
九
十
三
萬
三
千
一
百
二
十
五
︑
口
一
千
六
百
九

十
二
萬
三
百
八
十
六
︒﹂

③
﹃
&
典
﹄
卷
七
・
歷
代
盛
衰
戶
口
﹁
戶
至
大
曆
中
︑
唯
B
百
三
十
萬

戶
︒﹂

(35
)

『
�
會
6
﹄
卷
八
七
・
轉
#
鹽
鐵
總
敍
に
﹁
大
曆
末
︑
&
天
下
之

財
而
計
其
2
入
︑
總
一
千
二
百
萬
貫
︑
而
鹽
利
�
/
︒﹂
と
あ
る
が
︑

﹁
天
下
の
財
﹂
は
"
國
の
財
政
收
入
で
は
な
く
︑
當
時
の
中
央
財
政
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の
收
入
を
�
味
し
て
い
る
︒

(36
)

�
料
二
の
楊
炎
の
上
奏
�
の
�
/
部
分
で
は
︑
玄
宗
時
代
に
お
い

て
戶
籍
を
作
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
︑
租
庸
�
收
取
の
長
�
�
不
�
の

根
本
�
な
原
因
で
あ
る
と
し
︑
後
/
部
分
で
は
安
�
の
亂
以
來
︑
戰

爭
と
そ
れ
に
�
う
W
饉
や
樣
々
な
徭
役
j
擔
に
よ
っ
て
戶
口
が
莫
大

な
損
失
を
蒙
る
こ
と
と
な
っ
た
と
す
る
︒
い
ず
れ
も
戶
籍
再
O
の
必

6
性
を
强
�
す
る
�
圖
が
う
か
が
え
る
︒

(37
)

『
�
會
6
﹄
卷
八
五
・
戶
口
[
﹁
開
元
十
八
年
十
一
�
敕
：
諸
戶

籍
三
年
一
�
︑
!
正
�
上
旬
︑
縣
司
責
手
實
・
計
帳
︑
赴
州
依
式
勘

�
︒
鄉
別
爲
卷
︑
總
寫
三
&
︑
其
Ë
皆
Q
某
州
某
縣
某
年
籍
︒
州
名

用
州
印
︑
縣
名
用
縣
印
︒
三
�
三
十
日
y
訖
︑
幷
裝
潢
一
&
︑
e
尙

書
省
︑
州
縣
各
留
一
&
︒
2
須
紙
筆
裝
潢
︑
竝
皆
出
當
戶
內
口
︑
戶

別
一
錢
︒
其
戶
每
以
�
籍
年
預
定
爲
九
等
︑
A
Q
籍
腳
︒
B
析
生
怨

附
者
︑
於
舊
戶
後
︑
以
V
O
附
︒﹂

(38
)

�
長
孺
﹃
山
居
存
稿
﹄
(武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
一

(初
版

一
九
八
九
)
)
2
收
の
﹁
�
代
�
客
戶
﹂
に
よ
れ
ば
︑
�
�
�
か
ら

州
縣
は
す
で
に
﹁
保
?
﹂
と
い
う
臺
帳
を
作
成
し
て
當
地
の
﹁
h
寄

戶
﹂
(客
戶
と
も
い
う
)
の
~
報
を
登
錄
し
て
お
り
︑
安
�
の
亂
以

影
︑
地
方
官
は
續
い
て
﹁
保
?
﹂
を
利
用
し
て
管
區
內
の
﹁
h
寄

戶
﹂
の
數
を
基
本
�
に
掌
握
し
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
﹁
h
寄
戶
﹂
を

國
家
の
戶
籍
に
O
入
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
地
方
の
B

力
者
の
傘
下
に
あ
っ
て
登
錄
を
�
れ
た
民
戶
は
多
少
あ
る
と
想
定
で

き
る
が
︑
財
政
�
の
硏
究
に
お
い
て
︑
こ
れ
は
地
方
政
府
の
人
口
隱

	
と
は
"
く
-
う
性
質
の
問
題
に
な
る
た
め
︑
別
稿
に
讓
る
︒

(39
)

『陸
宣
公
N
苑
集
﹄
卷
二
二
・
均
�
賦
稅
恤
百
姓
第
一
條

論
兩

稅
之
�
須
B
釐
革
に
﹁
大
曆
中
︑
紀
綱
廢
弛
︑
百
事
從
權
︑
至
於
C

稅
少
多
︑
皆
在
牧
守
裁
制
⁝
大
曆
中
非
法
賦
斂
︑
Í
備
・
供
軍
・
折

估
・
宣
索
・
H
奉
之
類
者
︑
旣
竝
收
入
兩
稅
矣
︒
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
︑

�
料
六
に
も
﹁
今
旣
總
收
極
甚
之
數
︑
定
爲
兩
稅
矣
﹂
と
あ
り
︑
こ

れ
ら
に
よ
る
と
︑
大
曆
年
閒
の
稅
j
擔
が
極
め
て
高
い
こ
と
が
わ
か

る
︒

(40
)

円
中
元
年
に
兩
稅
の
定
稅
作
業
が
完
成
し
た
後
の
中
央
と
地
方
の

財
政
收
入
額
に
つ
い
て
︑
�

(
15
)
李
錦
繡
著
書
の
六
五
〇

−

六
五

四
頁
の
分
析
が
�
も
詳
し
い
︒﹃
&
典
﹄
・
﹃
册
府
元
z
﹄・﹃
�
治
&

鑑
﹄
は
兩
稅
錢
の
上
供
額
を
記
入
し
て
い
る
が
︑
三
者
の
記
載
に
一

百
四
十
萬
貫
�
く
の
差
が
み
ら
れ
る
理
由
を
︑
李
氏
は
靑
苗
錢
を
兩

稅
錢
と
合
L
し
て
瓜
計
し
た
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
し
た

(
同
書
六
八

七

−

六
九
七
頁
)
︒
そ
の
た
め
︑
本
稿
の
論
営
で
は
特
に
靑
苗
錢
と

兩
稅
錢
の
金
額
を
區
別
し
て
い
な
い
︒

(41
)

『陸
宣
公
N
苑
集
﹄
卷
二
二
・
均
�
賦
稅
恤
百
姓
第
一
條

論
兩

稅
之
�
須
B
釐
革
に
﹁
而
乃
搜
摘
郡
邑
︑
云
驗
?
書
︑
每
州
各
取
大

曆
中
一
年
科
C
錢
榖
數
�
多
者
︑
A
爲
兩
稅
定
額
︒
﹂
と
あ
る
︒

(42
)

�

(15
)
李
氏
著
書
の
六
五
三
頁
の
推
算
に
よ
る
と
︑
も
し
円
中

元
年
に
戶
口
檢
査
で
獲
得
し
た
戶
數
を
も
っ
て
�
�
�
の
よ
う
に
租

庸
�
と
戶
稅
・
地
稅
を
,
收
す
れ
ば
︑
絹
・
布
を
錢
で
奄
算
し
た
場

合
︑
稅
收
總
額
は
お
よ
そ
錢
額
二
一
二
一
．
七
七
萬
貫
・
斛
斗
七
八

四
．
四
八
萬
石
で
あ
る
︒
錢
額
の
上
供
の
割
合
が
三
分
の
一
な
の
で
︑

�
の
中
央
は
少
な
く
と
も
七
〇
〇
萬
貫
以
上
を
取
る
こ
と
に
な
り
︑

大
曆
年
閒
の
六
〇
〇
萬
貫
�
よ
り
多
い
︒
し
か
し
︑
同
年
に
地
方
の

軍
に
對
し
て
一
定
の
整
理
を
行
っ
た
う
え
で
確
定
さ
れ
た
"
國
の
兵
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數
七
十
六
萬
餘
が
每
年
必
6
と
す
る
軍
糧
は
千
萬
石
に
�
い

(�

(15
)
李
氏
著
書
の
六
五
二
頁
に
よ
り
︑
兵
士
一
人
當
た
り
每
年
十

二
石
の
軍
糧
を
l
Y
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
)
た
め
︑
斛
斗

の
總
額
は
"
國
の
必
6
な
軍
糧
に
も
足
り
ず
︑
し
か
も
官
員
に
も
俸

給
と
し
て
大
量
に
穀
物
が
荏
出
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
民
衆
の

稅
役
j
擔
能
力
に
卽
し
て
定
稅
し
て
も
︑
稅
額
を
低
く
は
抑
え
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
が
�
ら
か
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑

上
供
に
よ
る
中
央
財
政
收
入
は
相
當
增
加
し
た
は
ず
で
あ
る
︒

(43
)

『
�
六
典
﹄
卷
三
に
﹁
凡
賦
役
之
制
B
四
︑
一
曰
租
︑
二
曰
�
︑

三
曰
役
︑
四
曰
雜
徭
﹂
と
あ
り
︑
從
來
の
硏
究
で
は
�
代
の
律
令
制

に
お
い
て
色
役
が
雜
徭
に
屬
し
て
い
た
か
ど
う
か
が
よ
く
議
論
さ
れ

て
い
る
が
︑
本
稿
は
楊
際
�
﹃
楊
際
�
中
國
社
會
經
濟
�
論
集
・
�

宋
卷
﹄
(廈
門
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
六
)
の
﹁
�
�
�
�
雜
徭
與

色
役
﹂
(初
出
﹃
歷
�
硏
究
﹄
二
︑
一
九
九
四
)
の
﹁
�
�
�
い
わ

ゆ
る
色
役
は
︑
實
際
に
は
正
役
・
雜
徭
の
一
種
の
[
用
形
式
で
あ
り
︑

正
役
・
雜
徭
か
ら
獨
立
し
た
徭
役
と
い
う
の
で
は
な
い
﹂
と
い
う
見

解
に
し
た
が
う
︒
ま
た
︑
�
�
�
の
戶
稅
と
地
稅
の
展
開
に
つ
い
て

は
�

(14
)
李
氏
著
書
の
第
四
六
八

−

五
三
一
頁
を
參
照
︒

(44
)

�

(15
)
李
氏
著
書
の
六
三
七

−

六
三
九
︑
六
四
二
頁
︒

(45
)

陳
�
光
﹁
試
論
�
後
�
�
兩
稅
法
改
革
與
﹁
隨
戶
雜
徭
﹂﹂
(﹃
中

國
社
會
經
濟
�
硏
究
﹄
三
︑
一
九
九
四
)
を
參
照
︒

(46
)

�

(38
)
�
氏
著
書
2
收
の
﹁
�
代
色
役
管
見
﹂
を
參
照
︒

(47
)

�

(1
)
渡
邊
氏
著
書
の
第
四
〇
三

−

四
〇
九
頁
を
參
照
︒

(48
)

�

(6
)
宮
澤
論
�
︑
同
氏
﹁
中
國
專
制
國
家
の
財
政
と
物
液
﹂

﹃
中
國
の
歷
�
世
界
：
瓜
合
の
シ
ス
テ
ム
と
多
元
�
發
展
﹄
(東
京
都

立
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
二
)
を
參
照
︒

(49
)

�
�
�
の
律
令
制
に
お
け
る
地
方
財
政
#
營
の
あ
り
か
た
に
つ
い

て
︑
從
來
の
硏
究
で
は
そ
も
そ
も
�
�
�
に
お
い
て
地
方
財
政
と
い

う
も
の
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
�
見
が
對
立
し
て
い
る
︒

そ
の
中
で
︑
�

(
33
)
大
津
氏
著
書
は
地
方
政
府
の
勞
役
把
握
の
側

面
か
ら
�
の
律
令
制
下
の
地
方
財
政
の
實
態
を
解
�
し
よ
う
と
す
る

點
で
興
味
深
く
︑
�
�
�
の
國
家
"
體
の
財
政
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て

地
方
政
府
が
制
度
�
に
役
の
,
發
を
中
心
と
す
る
獨
自
の
財
政
權
を

B
し
て
い
た
な
ど
の
2
論
に
は
參
照
す
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
︒
こ
の

よ
う
に
役
の
問
題
を
�
代
財
政
�
硏
究
の
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
︒

(50
)

Ï
越
泰
V
﹃
�
代
兩
稅
法
硏
究
﹄
(
¦
古
書
院
︑
一
九
九
六
)
の

第
三
違
﹁
日
本
に
お
け
る
兩
稅
法
硏
究
︱
︱
日
野
開
三
郞
氏
の
業

績
を
中
心
に
し
て
﹂
を
參
照
︒

(51
)

『
�
會
6
﹄
卷
八
七
轉
#
鹽
鐵
總
敍
の
元
和
五
年
詔
で
あ
る
︒
た

だ
し
︑﹃
舊
�
書
﹄
卷
四
九
食
貨
志
下
・
漕
#
で
は
こ
れ
を
元
和
六

年
と
し
て
い
る
︒

(52
)

例
え
ば
︑
�

(
1
)
渡
邊
氏
著
書
と
島
居
氏
﹃
宋
代
財
政
	
�
の

硏
究
﹄
(
¦
古
書
院
︑
二
〇
一
二
)
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
�
と
五
代
・
宋

の
國
家
財
政
系
瓜
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
權
力
關
係
の
展
開
を
重

點
�
に
論
じ
た
︒
�
者
は
︑
�
の
�
/
�
に
お
い
て
地
方
財
政
が
存

在
せ
ず
︑
"
國
土
が
單
一
に
組
織
さ
れ
た
國
家
財
政
が
存
在
す
る
だ

け
で
あ
り
︑
後
/
�
に
入
っ
て
出
現
し
た
地
方
財
政
も
V
第
に
中
央

の
財
政
權
力
に
Ð
Ä
さ
れ
て
い
っ
た
と
し
て
︑
財
政
上
で
中
央
集
權

傾
向
が
强
�
さ
れ
た
と
結
論
し
た
︒
後
者
は
五
代
後
�
か
ら
北
宋
ま
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で
に
︑
賦
稅
の
﹁
係
省
﹂
や
﹁
上
供
﹂
に
よ
っ
て
地
方
の
自
*
�
財

政
權
力
が
徐
々
に
奪
わ
れ
て
"
國
�
な
會
計
收
荏
管
理
の
一
元
�
が

o
成
さ
れ
︑
地
方
財
政
が
實
際
に
は
中
央
財
政
の
會
計
區
分
上
の

﹁
地
方
經
費
﹂
と
な
っ
た
と
営
べ
た
︒
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A REEXAMINATION OF THE ESTABLISHMENT OF THE

LIANGSHUIFA兩稅法WITH THE CONCEPT OF

LIANG CHU YI ZHI RU量出以制入OF YANG YAN楊炎

WU Minghao

Traditionally, the historical significance of the Liangshuifa 兩稅法 has been

emphasized from the standpoint of economic and political history, as exemplified by

the principle of liang chu zhi ru量出制入 and the theory of yi fan zhen chao抑藩振

朝 of Hino Kaisaburo 日野開三郎. In the history of Chinese economic thought, it is

said that it was Yang Yan 楊炎who first proposed the concept of liang chu wei ru

量出為入 and the implementation of the Liangshuifa strengthened central finance

and encouraged the reconstruction of the tax system that had not functioned well

since the An-Shi Rebellion. This paper reexamines this perspective.

Regarding the idea of liang chu yi zhi ru量出以制入 in Yangʼs plan, previous

research has misunderstood its original intention. In fact, it meant determining

fiscal receipts according to peopleʼs ability to bear taxes, and it was the tax principle

in the newly conceived fiscal income system.

Regarding the issue of strengthening central finances, we reject it based on an

examination of the history of the failure of the family registration in the 14th year of

Dali 大曆, which has not previously been noted. The introduction of the policy that

immobilized the entire amount of tax collected and abortion of the merger of the

miscellaneous duties (雑徭) show that the central government compromised with

local governments, which were reluctant to reform the tax system, and

consequently conceded. Yangʼs intent to concentrate power in the central

government was not realized. The actual implementation of taxation took the form

of a balance between securing regional fiscal interests and the increase in central

fiscal revenue, and did not weaken the financial power of the provinces and

prefectures. The greatest concern of the central government lay in securing that

the established tax revenue be delivered. The Liangshuifa deviated totally from the

original intention.

The establishment of the Liangshuifa does not indicate centralization, but

instead means that the central government abandoned the fundamental means of

national fiscal management that had existed since the establishment of the

Legislative System, that is, the way the central government controlled local taxes

through the family register.
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