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北

貌

の

均

田

制

を

め

ぐ

ーコ

て

越

智

重

明

は

し

が

き

北
朝
の
均
田
制
に
つ
い
て
は
旧
来
数
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
、
随
分
こ
ま
か
い
点
ま
で
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

く
、
ま
た
そ
れ
が
北
朝
史
の
全
体
像
に
か
か
わ
っ
て
い
る
た
め
、
史
料
が
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
関
係
し
て
、

し
か
し
、

問
題
が
大
き

理
解
が
か
え
っ
て
多
様
に

な
っ
て
き
た
と
も
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
北
朝
で
は
均
田
制
が
施
行
さ
れ
た
に
し
て
も
、

る
。
こ
れ
は
均
田
制
の
理
解
を
進
め
て
行
く
う
え
で
無
視
で
き
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

え
る
と
、
そ
こ
に
は
豪
族
の
も
つ
私
有
地
が
、
均
田
制
に
つ
つ
み
こ
ま
れ
な
が
ら
、

そ
こ
に
豪
族
が
依
然
と
し
て
広
大
な
国
土
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

こ
う
し
た
観
点
か
ら
北
貌
の
均
田
制
の
規
定
を
ふ
り
か

し
か
も
実
質
的
に
は
そ
の
ま
ま
で
残
り
え
る
よ
う
な
「
抜

け
道
」
が
初
め
か
ら
あ
っ
た
こ
と
、

少
な
く
と
も
そ
の
制
定
時
に
は
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

北
説
で
は
旧
来

大
小
の
豪
族
も
こ
の
課
税
原
則
か
ら
免
か
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
太
和
十

年
税
制
改
革
の
と
き
戸
の
資
産
対
応
の
税
が
な
く
な
り
、
人
々
は
一
夫
一
婦
対
象
均
額
の
税
と
戸
対
象
均
額
の
税
と
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
税
制
は
や
が
て
均
田
制
が
制
定
さ
れ
る
と
そ
の
制
度
下
の
税
制
と
な
っ
て
行
く
。
こ
れ
は
貧
し
い
民
衆
に
と
っ
て
、
た
と
え
給
田
が

大
小
の
豪
族
は
戸
対
象
資
産
対
応
の
税
が
な
く
な
り
、
す
べ
て
均
額

人
々
は
戸
対
象
資
産
対
応
の
税
を
負
担
し
て
い
た
c

あ
っ
た
に
し
て
も
ま
こ
と
に
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一方、

（
こ
の
際
彼
ら
が
蔭
附
者
を
も
ち
続
け
え
た
の
か
、

か
、
と
い
っ
た
利
害
問
題
を
論
外
と
し
、

の
税
と
な
っ
た
た
め
、

そ
れ
と
も
新
た
に
そ
れ
を
国
家
に
検
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

一
応
税
制
だ
け
に
つ
い
て
い
っ
た
際
、
）

む
し
ろ
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ

北
貌
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

四
;JL 



北
軸
舗
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

五。

う
な
状
態
は
、
均
田
制
が
制
定
施
行
さ
れ
る
に
あ
た
り
、

比
較
的
容
易
に
豪
族
を
つ
つ
み
こ
む
の
に
役
立
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
他
面
均
田
制

の
目
標
、
つ
ま
り
全
国
の
国
土
を
対
象
と
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
戸
な
り
人
（
と
く
に
夫
婦
）
な
り
を
単
位
と
す
る
国
家
の
支
配
を
貫
徹
し
よ
う

と
す
る
こ
と
、
を
ぼ
や
け
さ
し
て
い
っ
た
大
き
い
原
因
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
理
解
を
確
か
め
る
べ
く
、
北
説
の
均
田
制

の
規
定
と
均
田
制
下
の
税
法
と
を
検
討
す
る
。

さ
て
、
北
競
の
均
田
制
は
現
在
太
和
九
年
に
制
定
施
行
さ
れ
た
と
す
る
説
が
最
も
有
力
で
あ
る
。

が
い
え
る
。
し
か
し
、
北
韓
の
均
田
制
は
、
全
国
の
田
土
を
対
象
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
始
め
て
そ
の
歴
史
的
意
義
が
論
ぜ
ら
れ
る
が
、

太
和
九
年
の
も
の
は
、
い
わ
ば
固
有
田
を
対
象
と
す
る
均
田
制
で
あ
っ
て
、
私
有
田
を
も
あ
わ
せ
対
象
と
す
る
均
田
制
は
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も

の
ち
に
制
定
さ
れ
る
。
均
田
制
と
（
豪
族
の
）
私
有
地
と
の
関
連
性
を
問
題
と
す
る
以
上
、
そ
の
と
り
あ
げ
る
均
田
制
は
自
ら
後
者
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
そ
う
し
た
観
点
か
ら
均
田
制
定
の
年
を
も
あ
わ
せ
論
ず
る
。

と
こ
ろ
で
、
北
識
の
均
田
制
と
均
田
制
下
の
夫
婦
、
戸
を
対
象
と
す
る
税
制
と
は
理
念
的
な
面
は
と
に
か
く
、
直
接
的
に
は
対
応
し
な
い
。

た
し
か
に
史
料
に
即
し
て
考
え
て
も
そ
れ

本
稿
は
こ
う
し
た
点
に
も
ふ
れ
る
。

な
お
、
本
稿
は
筆
者
の
北
説
の
均
田
制
に
関
す
る
論
孜
の
一
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
北
説
の
均
田
制
を
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
と
り

あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
北
方
民
族
の
中
国
化
と
北
説
の
均
田
制
と
の
関
連
、
北
調
の
豪
族
の
理
解
、
北
韓
の
村
落
制
度
、
三
長
制
な
ど
、
当
然
あ

わ
せ
て
論
及
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
若
干
に
つ
い
て
は
次
稿
以
下
で
と
り
あ
げ
る
。

一
、
均
田
制
制
定
の
年
次
に
つ
い
て

北
親
の
均
田
制
は
通
常
太
和
九
年
に
制
定
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

史
料
の
上
か
ら
も
同
年
に
均
田
制
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
問
題
は
な

こ
の
両
者
の
年
次
的
矛
盾
を
ど
う
解
決
す
る
か
と
い
う
こ

ぃ
。
し
か
し
説
書
に
は
そ
れ
よ
り
も
あ
と
に
均
回
制
が
起
っ
た
と
も
記
し
て
い
る
。

と
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
決
定
的
な
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
際
問
題
と
す



べ
き
は
そ
の
均
田
制
の
対
象
と
な
る
も
の
が
専
ら
固
有
国
な
の
か
、
そ
れ
と
も
一
応
全
国
の
田
土
（
耕
作
可
能
の
未
耕
地
を
含
む
す
べ
て
の
耕

地
）
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

私
見
を
さ
き
に
述
べ
て
お
く
と
、
説
書
高
祖
紀
太
和
九
年
十
月
の
条
に
見
え
る
天
下
の
田
の
均
給
｜
こ

れ
が
現
在
通
常
均
田
制
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
！
は
固
有
田
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
説
書
李
安
世
伝
に
見
え
る
均
田
制
は
そ
れ
を
含
む

全
国
の
田
土
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
制
定
さ
れ
た
年
次
を
異
に
す
る
が
、
い
わ
ゆ
る
均
田
制
の
歴
史
的
意
義
は
こ
れ
を
後

者
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
節
は
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
均
田
制
（
つ
ま
り
、
後
者
の
均
田
制
）
制
定
の
年
次
を
、
と
く
に

三
長
制
制
定
の
年
次
と
の
前
後
関
係
を
頭
に
お
き
つ
っ
と
り
あ
げ
る
。

（
な
お
、

本
稿
で
以
下
述
べ
る
と
こ
ろ
に
自
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

均
田
制
下
に
あ
っ
て
は
、
私
有
田
と
い
う
表
現
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
正
確
さ
を
欠
ぐ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
よ
う
な
と
り
あ
げ

か
た
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
表
現
を
し
て
も
そ
れ
が
論
旨
自
体
を
妨
げ
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、

説
明
の
便
宜
上
そ
う

し
た
表
現
を
す
る
。
）

説
書
巻
七
上
高
祖
紀
上
太
和
九
年
十
月
の
条
に
、

丁
未
、
詔
日
、
朕
承
乾
位
、
十
有
五
年
。
毎
覧
先
王
之
典
、
経
繍
百
氏
、
儲
備
既
積
、
繋
元
永
安
。
愛
欝
季
葉
、
斯
道
陵
替
。
富
強
者
、
井

兼
山
沢
、
貧
弱
者
、
望
絶
一
底
、
致
令
地
有
遺
利
、
民
無
余
財
。
戎
争
畝
畔
、
以
亡
身
、
戎
因
飢
謹
、
以
棄
業
。
而
欲
天
下
太
平
、
百
姓
豊

足
、
安
可
得
哉
。
今
遺
使
者
、
循
行
州
郡
、
与
牧
守
、
均
給
天
下
之
因
。
還
受
以
生
死
為
断
。
勧
課
農
桑
、
興
富
民
之
本
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
太
和
九
年
十
月
、

「
均
給
天
下
之
田
」
と
あ
る
が
、

こ
の
詔
が
太
和
九
年
に
換
発
さ
れ
た
こ
と
は
、

そ
の
文
中
に
高
祖
孝
文

帝
が
即
位
し
て
か
ら
そ
の
と
き
ま
で
で
十
五
年
に
な
る
、
と
あ
る
の
か
ら
見
て
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
通
常
こ
の
「
均
給
天
下
之
田
」

と
あ
る
の
が
、
均
田
制
が
始
め
て
制
定
さ
れ
た
の
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
均
田
制
は
太
和
九
年
十
月
に
始
め
て
制
定
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
説
書
巻
五
十
三
李
安
世
伝
を
見
る
と
、

遷
主
客
給
事
中
。
時
民
困
飢
流
散
、
豪
右
多
占
奪
。
安
世
乃
上
疏
目
。

北
裂
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
）

五



北
貌
の
均
回
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
）

五

と
し
て
李
安
世
の
上
疏
を
の
せ
て
い
る
。
こ
の
上
疏
に
対
し
、

高
祖
深
納
之
。
後
均
田
之
制
、
起
於
此
実
。

と
あ
る
。
こ
の
上
疏
の
な
か
に
、

縞
見
、
州
郡
之
民
、
或
因
年
倹
流
移
、
薬
売
田
宅
、
漂
居
異
郷
。
事
渉
数
世
。
三
畏
既
立
、
始
返
旧
嘘
。
躍
井
荒
致
、
桑
構
改
植
。
事
己
歴

速
、
易
生
仮
冒
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
均
田
制
は
三
長
制
よ
り
も
あ
と
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
三
長
制
制
定
の
年
次
に
つ
い
て
は
、
説
書
巻
七

下
高
祖
紀
下
太
和
十
年
二
月
の
条
に
、

甲
成
、
初
立
党
里
隣
三
長
、
定
民
戸
籍
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
太
和
十
年
二
月
に
始
め
て
三
長
制
が
制
定
さ
れ
た
の
を
示
し
て
い
る
。
説
書
巻
一
百
一
十
食
貨
志
に
、

五

隣

立

一

旦

長

、

長

取

郷

人

彊

謹

者

、

隣

長

復

一

夫
、
旦
長
二
、
党
長
三
。
所
復
、
復
征
成
。
余
若
民
。
三
載
亡
慾
、
則
捗
用
。
捗
之
一
等
。
（
中
略
）
又
民
年
八
十
巳
上
、
聴
一
子
不
従
役
。

孤
独
薙
老
篤
疾
貧
窮
、
不
能
自
存
者
、
三
長
内
迭
養
食
之
。
書
奏
。
諸
官
通
議
、
称
善
者
衆
。
高
組
従
之
。
於
是
、
遺
使
者
、
行
其
事
。
・
：

十
二
半
、
大
早
。
：
・
十
二
年
、
詔
群
臣
、
求
安
民
之
術
。

（
太
和
）
十
年
、

給
事
中
李
沖
上
言
。

宜
準
古
、

五
家
立
一
隣
長
、

五
里
立
一
党
長
。

と
あ
る
の
も
、
三
長
制
が
太
和
十
年
に
始
め
て
行
な
わ
れ
た
の
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
つ
の
上
言
の
内
容
を
示
す
も
の
で
あ
る
o
）

（
「
宜
準
古
・
：
三
長
内
迭
養
食
之
」
は
、
李
仲
の

そ
う
す
る
と
右
の
李
安
世
伝
に
見
え
る
均
田
制
は
、
三
長
制
が
制
定
さ
れ
た
太
和
十
年
以
後
に

始
め
て
行
な
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
親
書
の
記
事
は
一
方
で
均
田
制
が
太
和
九
年
に
制
定
さ
れ
た
の
を
示
し
、
他
方
で
三
長
制
が
制
定
さ
れ
た
太
和

十
年
よ
り
も
あ
と
に
制
定
さ
れ
た
の
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
矛
盾
し
た
記
述
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
を
ど
う
解
く
か
に

つ
い
て
旧
来
い
ろ
い
ろ
な
見
解
が
だ
さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
υ

以
下
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。



説
書
食
貨
志
に
、

凶
（
太
和
〉
九
年
、
下
詔
、
均
給
天
下
民
因
。

諸
男
夫
十
五
以
上
、
受
露
田
四
十
畝
、
婦
人
二
十
畝
。
奴
牌
依
良
丁
。
牛
一
頭
受
田
三
十
畝
。
限
四
牛
。
所
授
之
田
、
率
倍
之
。
三
易

〔
休
？
）

之
田
、
再
倍
之
。
以
供
耕
作
及
還
受
之
盈
縮
。
諸
民
年
及
課
、
則
受
因
。
老
免
及
身
没
、
則
還
因
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
の
倒
、
そ
れ
に
つ
ぐ
（
下
略
）
の
部
分
（
こ
の
下
略
部
分
の
要
部
は
第
二
節
に
示
す
）
は
土
地
の
均
給
に
関
す
る
具
体
的
な
し

く
み
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
右
の
凶
、
倒
は
あ
い
ま
っ
て
天
下
の
田
を
均
給
す
る
均
田
制
が
太
和
九

(B) 
年
に
制
定
さ
れ
た
の
を
示
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
李
安
世
伝
に
見
え
る
（
太
和
十
年
以
後
の
）

均
田
制
制
定
の
記
事
と
相
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
両
者
の
う
ち
何
れ
か
一
方
の
記
述
が
誤
り
か
、
あ
る
い
は
そ
の

指
す
「
均
田
」
の
内
容
が
違
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
少
な
く
と
も
今
ま
で
見
て
き
た
限
り
で
は
、
天
下
の
田
を
均

給
す
る
均
田
制
が
太
和
九
年
に
制
定
さ
れ
た
と
い
う
そ
の
年
次
に
誤
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
し
、
均
田
（
制
）
が
太
和
十
年
の
三
長
制
制

定
以
後
に
お
こ
っ
た
と
い
う
制
定
年
次
に
も
誤
り
が
あ
る
と
は
な
し
え
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
両
者
は
そ
の
指
す
内
容
が
違
う
の
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
自
ら
予
想
さ
れ
て
く
る
。
さ
て
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
高
祖
紀
太
和
九
年
の
条
の
詔
に
は
、
「
均
給
天
下
之
田
」

れ
と
凶
の
太
和
九
年
の
詔
に
、
「
均
給
天
下
民
田
」
と
あ
る
の
と
が
同
一
事
実
を
指
し
て
い
る
の
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を
頭

に
お
い
て
、
改
め
て
高
祖
紀
の
詔
の
記
事
と
食
貨
志
の
倒
の
記
事
と
を
対
比
し
て
み
よ
う
。
高
祖
紀
の
詔
の
記
事
で
は
田
は
す
べ
て
還
受
の
対

象
と
な
る
べ
く
、
か
っ
そ
れ
は
生
死
を
以
て
断
と
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
食
貨
志
の
倒
の
記
事
で
は
、
（
還
受
の
対
象
と
な
る
）

露
田
に
つ
い
て
、
老
免
と
身
没
の
二
つ
の
条
項
の
何
れ
か
に
該
当
す
れ
ば
田
を
還
す
こ
と
が
示
さ
れ
、
ま
た
第
二
節
で
引
用
す
る
部
分
に
明
ら

か
な
よ
う
に
、
そ
の
桑
田
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
世
業
と
し
て
還
さ
な
く
て
も
よ
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

と
あ
る
。
そ

そ
う
す
る
と
還
受
に
関
し
両
記

事
の
記
載
は
明
ら
か
に
相
違
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
（
太
和
九
年
の
こ
と
を
指
す
）
高
祖
紀
の
記
事
・
凶
の
記
事
と
倒
の
記
事

と
が
時
期
的
に
相
異
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

北
裂
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

五



北
貌
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
）

五
四

さ
て
、
高
祖
紀
の
太
和
九
年
の
詔
の
内
容
は
、
富
強
の
も
の
が
山
沢
を
兼
併
し
、

貧
民
は
土
地
を
も
ち
え
な
い
状
態
に
お
い
て
、
し
か
も
天

下
の
田
を
均
給
す
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

一
方
、
食
貨
志
の
倒
は
、

第
二
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
固
有
田
と
私
有
国
と
の
両
者
を
対
象
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
岡
は
結
局
、
李
安
世
伝
に
見
え
る
太
和
十
年
よ
り

こ
の
田
は
国
有
田
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

あ
と
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
は
、
三
長
制
と
、
天
下
の
固
有
田
、
私
有
田
を
対
象
と
し
、

て
の
漢
民
族
を
対
象
と
す
る
均
田
制
と
が
、
内
容
的
に
み
て
、
何
れ
が
先
に
制
定
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
つ
少
な
く
と
も
す
べ

長
制
の
制
定
は
戸

籍
の
整
備
を
大
き
い
目
的
の
一
っ
と
す
る
。

一
方
、
右
の
均
田
制
は
国
家
が
そ
の
掌
握
し
て
い
る
民
衆
、
少
な
く
と
も
そ
の
掌
握
し
て
い
る
す

べ
て
の
漢
民
族
を
対
象
と
す
る
。
そ
う
し
た
両
者
の
性
格
か
ら
み
て
、
コ
一
長
制
が
ま
ず
制
定
さ
れ
、

制
が
制
定
さ
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
少
な
く
と
も
、
そ
の
均
田
制
が
三
長
制
に
先
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
）

つ
ぎ
に
そ
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
そ
の
均
回

そ
の
二
は
、
食
貨
志
の
凶
と
倒
と
の
文
体
に
つ
い
て
で
あ
る
。
高
温
紀
の
詔
は
そ
の
文
体
か
ら
み
て
詔
の
原
文
で
あ
る
と
し
て
差
支
え
な
い
。

一
方
、
食
貨
志
の
方
は
そ
の
文
体
か
ら
見
て
詔
の
原
文
で
あ
る
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
れ
は
説
書
の
撰
者
が
均
田
制
に
関
す
る
必

太
和
十
年
の
三
長
制
制
定
の
詔
文
を
の
せ
、

要
事
項
を
一
旦
整
理
し
た
上
で
記
述
し
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
食
貨
志
に
は
、

統
い
て
、
「
初
百
姓
威
以
為
、
不
若
循
常
。
豪
富
井
兼
者
、
尤
弗
願
也
。
事
施
行
。
後
計
省
昔
、
十
有
余
倍
。
於
是
、
海
内
安
之
。
」
と
あ
り
、
さ

ら
に
続
い
て
、
「
十
一
年
、
大
早
。
（
下
略
）
」
と
あ
る
。
前
者
の
｜
｜
の
部
分
は
十
年
の
詔
換
発
後
の
状
態
の
説
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
十
年

の
三
長
制
制
定
の
詔
文
に
続
い
て
、
十
一
年
の
出
来
事
よ
り
も
ま
え
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
食
貨
志
の
文
章
の
一
つ
の
型
を
示
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
食
貨
志
で
は
あ
る
年
の
出
来
事
の
結
果
を
、
そ
れ
が
同
一
年
で
な
く
て
も
そ
こ
に
か
け
る
と
い
う
型
を
と
る
こ
と
が
あ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
食
貨
志
の
凶
が
太
和
九
年
の
詔
（
の
一
部
）
を
示
し
、
そ
れ
に
続
い
て
倒
が
そ
の
詔
文
の
「
均
給
天
下
民

田
」
の
目
標
と
し
た
も
の
の
ゆ
き
つ
い
た
状
態
の
説
明
を
し
て
い
る
、
と
い
う
見
解
が
自
ら
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

親
書
李
安
世
伝
に
い
う
均
田
之
制
は
、

か
く
て
、

「
均
給
天
下
之
田
」

を
そ
の
一
布
石
と
し
て
、

太
和
十
年
二
月
の
三
長
制
制
定
よ
り
も



あ
と
に
制
定
さ
れ
た
田
制
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
か
っ
そ
の
規
定
が
親
書
食
貨
志
の
倒
以
下
の
規
定
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ

ぅ
。
と
こ
ろ
で
、
説
書
巻
七
下
高
祖
紀
下
太
和
十
四
年
十
二
月
の
条
に
、

壬
午
、
詔
、
依
準
丘
井
之
式
、
遺
使
、
与
州
郡
、
宜
行
条
制
。
隠
口
漏
丁
、
即
聴
附
実
。
若
朋
附
豪
勢
、
陵
抑
孤
弱
、
界
有
常
刑
。

と
あ
る
。
古
え
で
は
地
割
り
の
う
え
で
四
井
を
邑
と
い
い
、
四
邑
を
丘
と
い
う
と
い
う
理
解
が
周
礼
司
徒
教
官
之
職
小
司
徒
に
見
え
る
。

は
私
有
田
を
否
定
す
る
井
田
制
と
表
裏
一
体
を
な
す
。
右
の
井
丘
之
式
は
必
ら
ず
や
こ
う
し
た
井
丘
を
頭
に
お
い
た
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
そ

【
告
ら
b
M

れ
は
や
は
り
固
有
国
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
管
子
小
匡
第
二
十
に
、
「
陵
陸
丘
井
田
噂
均
、
民
不
感
。
」
と
あ
る
。
こ

の
丘
井
の
地
割
り
も
右
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
丘
井
が
井
田
制
と
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
か
ど
う
か
は
必
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い

が
、
詔
に
見
え
る
丘
弁
は
管
子
の
記
事
を
ふ
ま
え
た
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
周
礼
の
記
事
を
ふ
ま
え
た
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
か
く

て
、
い
わ
ゆ
る
均
田
制
の
制
定
は
太
和
十
四
年
よ
り
あ
と
と
い
う
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
が
、
恐
ら
く
そ
れ
は
太
和
十
四
年
を
あ
ま
り
降
る
こ
と

こ
れ

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
太
和
十
年
に
は
北
方
民
族
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
戸
籍
に
附
け
る
こ
と
を
標
梼
し
て
い
る
。
彼
ら
の
農
耕
地
は
、
恐
ら
く
原
則

的
に
は
い
わ
ゆ
る
均
田
制
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
（
つ
ま
り
、
現
実
の
問
題
と
し
て
国
有
地
、
私
有
地
の
別
を
認
め
る
よ
う
な
）
土
地
制
度
に
つ

つ
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
説
書
巻
七
下
高
祖
紀
上
太
和
元
年
三
月
の
条
に
、

丙
午
、
詔
目
、
朕
政
治
多
閥
、
災
昔
属
興
。
去
年
生
疫
、
死
傷
太
半
。
耕
墾
之
利
、
当
有
騎
損
。
今
東
作
既
興
。
人
須
〔
障
〕
業
。
其
教
在

所
、
督
課
田
農
。
有
牛
者
、
勤
於
常
歳
、
無
牛
者
、
倍
庸
於
余
年
。
一
夫
、
制
治
田
四
十
畝
、
〔
中
〕
男
二
十
畝
。
無
令
人
有
余
力
、
地
有

遺
利
。

〕
内
は
北
史
に
よ
っ
て
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
太
和
九
年
に
い
ま
だ
固
有
国
の
均
給
し
か
な
い
と
す
る
と
、

詔
は
四
十
畝
、
二
十
畝
の
固
有
田
を
丁
男
、
中
丁
男
に
給
付
す
る
と
読
む
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
あ
る
。
〔

こ
の
太
和
元
年
の

北
裂
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て
〈
越
智
）

五
五



北
貌
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田
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っ
て

（
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五
六

ニ
、
均
田
制
の
制
定
と
私
有
国

本
節
は
い
わ
ゆ
る
均
田
制
が
固
有
田
と
私
有
田
と
を
対
象
と
し
て
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
規
定
の
な
か
に
、
旧
来
の
私
有
国
に
お
け
る
「
私

有
」
の
性
格
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
あ
わ
せ
て
そ
の
聞
に
そ
の
均
田
制
に
お
け
る
国
土
の
種
類
、
名
称
な
ど
を
考
え
る
こ
と
と

す
る
。前

節
で
李
安
世
の
上
疏
を
一
部
引
用
し
た
。
い
ま
ま
ず
そ
の
全
文
と
そ
の
上
疏
の
結
果
と
を
か
か
げ
る
と
、

凶

臣
問
、
量
地
画
野
、
経
国
大
式
。
邑
地
相
参
、
致
治
之
本
。
井
税
之
興
、
其
来
日
久
。
田
莱
之
数
、
制
之
以
限
。
葦
欲
使
土
不
噴
功
、

民
間
辞
力
、
雄
撞
之
家
、
不
独
膏
眼
之
美
、
単
阻
之
夫
、
亦
有
頃
畝
之
分
。
所
以
愉
彼
貧
微
、
抑
弦
食
欲
、
同
富
約
之
不
均
、

編
戸
。

一
斉
民
於

倒
縞
見
、
州
都
之
民
、
或
因
年
倹
流
移
、
棄
売
田
宅
、
漂
居
異
郷
。
事
渉
数
世
。
三
長
既
立
、
始
返
旧
嘘
。
瞳
井
荒
致
、
桑
織
改
植
。

事
己
歴
遠
、
易
生
仮
目
目
。
彊
宗
豪
族
、
車
其
侵
凌
。
遠
認
識
晋
之
家
、
近
引
親
旧
之
験
。
又
年
載
梢
久
、
郷
老
所
惑
。
群
証
難
多
、
莫
可

取
拠
。
各
附
親
知
、
互
有
長
短
。
両
証
徒
具
、
聴
者
猶
疑
。
争
訟
遅
延
、
連
紀
不
判
。
良
曙
委
而
不
開
。
柔
桑
枯
而
不
採
。
億
倖
之
徒
興
、

繁
多
之
獄
作
。
欲
令
家
豊
歳
儲
、
人
給
資
用
、
其
可
得
乎
。

(C) 

愚
謂
、
今
臨
桑
井
難
復
、
宜
更
均
量
、
審
其
径
術
、
令
分
芸
有
準
、

之
沢
、
乃
播
均
於
兆
庶
、
如
阜
如
山
、
可
有
積
於
比
戸
失
。

力
業
相
称
、
細
民
獲
資
生
之
利
、
豪
右
鹿
余
地
之
盈
。
則
無
私

(D) 

又
所
争
之
田
、
宜
限
年
断
。
事
久
難
明
、
悉
属
今
主
。
然
後
虚
妄
之
民
、
絶
望
於
観
親
、
守
分
之
士
、
永
免
於
凌
奪
突
。

高
祖
深
納
之
。

後
均
田
之
制
、
起
於
此
失
。

と
な
る
。
ま
ず
こ
の
文
章
の
構
成
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
凶
と
刷
、
同
と
闘
と
が
そ
れ
ぞ
れ
内
容
的
に
連
続
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
凶
、
岡
で
二

(E) (F) 



つ
の
事
柄
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
刷
、
倒
で
繰
り
返
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
結
末
が
刷
、
岡
の

わ
け
で
あ
る
。
六
朝
で
は
二
つ
の
事
柄
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
記
載
様
式
は
必
ら
ず
し
も
珍
ら
し
く
な
い
の
で
あ
り
、
第
三
節
で
引
用
す
る
親
書

食
貨
志
に
も
そ
れ
が
見
え
る
が
、
い
ま
念
の
為
そ
の
構
成
に
類
似
し
た
他
の
一
例
を
あ
げ
て
お
く
。
宋
書
巻
四
十
二
王
弘
伝
に
、
宋
初
の
同
伍

犯
と
盗
制
と
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
王
弘
か
ら
両
者
に
つ
い
て
の
試
案
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
同
伍
犯
、
盗
制
の

ノ
ゾ
ム

順
序
で
示
さ
れ
て
、
「
想
各
言
所
懐
」
と
あ
り
、
続
い
て
各
人
の
同
伍
犯
と
犯
制
と
に
つ
い
て
の
意
見
が
、
「
盗
制
・
同
伍
犯
」
、
「
同
伍
犯
・
盗

制
」
、
「
同
伍
犯
・
盗
制
」
、
「
同
伍
犯
・
盗
制
」
・
「
同
伍
犯
（
盗
制
欠
）
」
の
順
序
で
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
議
論
に
対
し
て
の

王
弘
の
見
解
が
同
伍
犯
、
盗
制
の
順
序
で
示
さ
れ
、
両
者
が
宋
の
文
帝
に
よ
っ
て
「
允
」
と
さ
れ
た
の
が
示
さ
れ
て
い
る
。
蓋
し
、
現
在
欠
け

て
い
る
盗
制
の
記
事
は
も
と
も
と
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
倒
は
内
容
的
に
倒
に
連
続
し
、
三
長
制
制
定
以
後
の
私
有
地
の
存
在
を
前
提
と
し
た
紛
争
と
そ
れ
に
対
す
る
李
安
世
の
対
策
と
を
示

し
て
い
る
。
（
剛
の
慶
井
の
語
は
、
も
と
も
と
井
田
制
の
車
井
に
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
単
な
る
屋
敷
、
す
ま
い
と
い
っ
た
意
味

で
あ
ろ
う
。
）
ま
た
、
闘
は
内
容
的
に
凶
に
連
続
し
、

が
、
そ
れ
に
し
て
も
功
力
に
応
じ
て
土
地
を
は
か
り
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
o

（
「
審
径
術
」
と
あ
る
の
は
、
礼
記
月
令
第
六
中
の

記
述
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
「
分
芸
有
準
、
力
業
相
称
。
」
と
あ
る
の
は
、
礼
記
礼
運
第
九
中
の
記
事
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
）

ろ
で
、
と
く
に
孟
子
の
井
田
制
に
は
公
田
、
そ
れ
に
対
す
る
私
（
こ
れ
は
私
固
と
い
う
表
現
を
な
し
え
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
）

古
の
井
田
制
は
賛
美
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

い
ま
そ
れ
に
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
こ

と
い
っ
た
表
現

が
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
私
（
田
）

で
、
当
然
還
受
の
対
象
と
な
る
。
そ
れ
だ
け
に
そ
の
公
回
、
私
（
田
）
は
と
も
に
（
私
有
国
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
）
固
有
田
と
で
も
い
つ

い
ま
と
り
あ
げ
て
い
る
凶
と
刷
と
の
対
象
と
な
る
田
は
国
有
国
に
関
す
る
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

は
い
わ
ゆ
る
私
有
地
の
こ
と
で
は
な
く
、

一
夫
一
婦
単
位
で
耕
作
し
、

そ
の
収
穫
を
私
す
る
田
の
こ
と

た
性
格
を
も
っ
。
こ
う
し
た
点
を
考
え
る
と
、

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
李
安
世
の
上
疏
は
、
そ
の
当
時
の
固
有
田
を
い
わ
ば
井
田
法
の
精
神
に
の
っ
と
っ
て
民
に
分
け
そ
の
カ
を
尽
さ
せ

る
と
い
う
こ
と
と
、
私
有
田
の
存
在
を
認
め
た
上
で
そ
れ
に
関
す
る
紛
争
解
決
の
方
法
と
を
述
べ
た
も
の
で
、
回
は
そ
の
二
つ
を
高
祖
孝
文
帝

北
貌
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

五
七



北
貌
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

五
八

が
認
め
た
こ
と
を
記
し
、
聞
は
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
の
も
や
が
て
均
田
制
が
起
っ
た
の
を
記
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

は
自
ら
固
有
田
と
私
有
田
と
の
両
者
（
つ
ま
り
天
下
の
全
国
土
）
を
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
の
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。
均
田
制
の
窮
極
の
目
的
、

理
想
も
そ
の
歴
史
的
意
義
も
、
と
も
に
天
下
の
全
国
土
を
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
も
い
ま
ま
で
そ
う
し

た
立
場
で
均
田
制
を
み
て
き
た
。
以
下
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
均
田
制
と
い
え
ば
そ
う
し
た
も
の
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
（
本
稿
は
そ
の
国

土
、
対
象
を
漢
民
族
関
係
に
限
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
も
右
の
よ
う
な
理
解
を
示
す
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
）

ま
た
、
そ
の
均
田
制

い
ま
ま
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
若
干
理
論
的
に
均
田
制
が
固
有
固
と
私
有
田
と
か
ら
な
る
べ
き
を
述
べ
て
き
た
。
つ
ぎ
に
そ
の
規
定
の
内

容
か
ら
み
て
均
田
制
が
固
有
国
と
私
有
田
と
を
と
も
に
対
象
と
し
て
制
定
さ
れ
た
と
し
か
考
え
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
と
り
あ
げ
る
。
さ
て
、

現
在
、
男
子
は
十
五
歳
に
な
る
と
露
田
四
十
畝
（
還
受
田
）
、
桑
田
二
十
畝
（
不
還
受
回
1
永
業
田
U
世
業
田
）
を
受
け
る
と
い
う
理
解
が
一

般
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
理
解
は
史
料
に
即
し
て
も
う
一
度
読
み
な
お
し
た
際
、
再
考
の
余
地
の
あ
る
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、

そ
れ
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
す
で
に
一
部
を
引
用
し
た
が
、
食
貨
志
の
均
田
制
関
係
の
記
事
を
つ
ぎ
に
か
か
げ
る
と
、

（
太
和
）
九
年
、
下
詔
、
均
給
天
下
民
因
。

倒
諸
男
夫
十
五
以
上
、
受
露
田
四
十
畝
。
婦
人
二
十
畝
。
奴
搾
依
良
丁
。
牛
一
頭
受
田
三
十
畝
。
限
四
牛
。
所
授
之
田
、
率
倍
之
。
三
易

（休？）

之
田
、
再
倍
之
。
以
供
耕
作
及
還
受
之
盈
縮
。
諸
民
年
及
課
、
則
受
因
。
老
免
及
身
没
、
則
還
田
。
奴
蝉
牛
、
随
有
無
、
以
還
受
。

（
四
字
街
〉

M

M

M

円
諸
桑
田
不
在
還
受
之
限
。
但
通
入
倍
田
分
。
於
分
雄
盈
、
没
則
還
田
、
不
得
以
充
露
田
之
数
。
同
不
足
者
、
以
露
田
充
倍
。

倒
諸
初
受
田
者
、
男
夫
一
人
、
給
田
二
十
畝
。
扶
醇
純
種
桑
五
十
樹
寮
五
株
橋
三
根
。

非
桑
之
土
、
夫
給
一
畝
。
依
法
課
蒔
撤
索
。

凶（同（E)

奴
各
依
良
。

限
三
年
種
畢
。
不
畢
、
奪
其
不
畢
之
地
。

於
桑
棟
地
分
、
雑
蒔
余
果
及
多
種
桑
檎
者
不
禁
。

(G) 岡



川
諸
応
還
之
回
、
不
得
種
桑
撒
喪
果
。
種
者
以
違
令
論
。
地
入
還
分
。

川
同
諸
桑
田
皆
為
世
業
。
身
終
不
還
。
恒
従
見
口
。
刷
有
盈
者
無
受
無
還
。
不
足
者
受
種
如
法
。
同

得
買
所
不
足
。
不
得
売
其
分
。
亦
不
得
買
過
所
足
。

岡
諸
麻
布
之
土
、
男
夫
及
課
、
別
給
麻
田
十
畝
、
婦
人
五
畝
。
奴
蝉
依
良
。
皆
従
還
受
之
法
。

と
な
る
。
闘
の
同
の
「
没
則
還
回
」
は
、
こ
の
条
文
の
前
の
倒
の
露
田
の
条
の
「
没
則
還
田
」
の
句
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
も
の
で
初
で
あ
る
。
通

典
に
は
な
い
。
ま
た
、
親
書
、
通
典
と
も
に
闘
に
「
蒔
余
」
の
文
字
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
岡
の
「
雑
蒔
余
果
」
の
蒔
余
が
混
入
し
た
も
の
で
初

で
あ
る
。
さ
て
、
通
典
の
注
に
、
露
固
に
つ
い
て
、
「
不
栽
樹
者
、
謂
之
露
因
。
」
と
あ
る
が
、
露
田
は
穀
類
を
う
え
る
国
土
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
で
、
こ
こ
に
見
え
る
露
田
は
広
狭
二
通
り
の
用
法
が
あ
る
。
岡
に
露
田
と
あ
る
の
は
、
い
わ
ば
狭
義
の
も
の
で
あ
る
。

盈
者
得
売
其
盈
。
不
足
者
、

一
方
、
岡
に
倍
に
し

三
易
之
固
と
あ
る
の
は
い
わ
ば
広
義
の
露
田
で
あ
る
。
ま
た
、
の
ち
に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
闘
の
同
の

露
田
は
狭
義
の
露
固
と
そ
れ
以
外
の
広
義
の
露
田
（
現
実
に
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
そ
の
な
か
の
三
易
田
）
と
を
意
味
し
、
そ
の

て
授
け
ら
れ
る
回
、

川
の
露
田
は
広
義
の
露
田
（
現
実
に
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
倍
に
し
て
授
け
ら
れ
る
田
1
倍
田
）
を
意
味
す
る
。

露
固
と
い
え
ば
狭
義
の
も
の
と
し
、
広
義
の
露
田
で
あ
る
倍
回
、
三
易
田
を
含
む
す
べ
て
の
露
田
を
『
露
田
』
と
し
て
示
す
。
）

（
以
下
、

単

こ
こ
で
ま
ず
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
桑
田
の
内
容
で
為
る
が
、

桑
田
は
旧
来
桑
を
産
す
る
地
方
（
1
桑
地
）
に
お
け
る
固
有
田
で
、
桑
を

う
え
た
田
（
あ
る
い
は
桑
を
う
え
る
田
）
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
北
説
の
均
田
制
に
お
け
る
桑
田
は
桑
地
に
お
け
る
私
有
田
の

こ
と
で
、
そ
れ
は
内
容
的
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
い
ま
そ
れ
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
刷
の
桑
田
で
あ
る
が
、
岡
と
闘
と
は
相
関
連
す
る
。
倒
と
闘
の
同
と
を
あ
わ
せ
考
え
た
際
、
同
の
「
但
通
入
倍
田
分
」
、
「
於
分
雄
盈
」

と
あ
る
際
の
分
、
つ
ま
り
そ
の
規
定
と
す
る
分
は
、
（
露
田
と
同
額
の
）
倍
田
分
H

四
十
畝
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
（
盈
の
文
字
が
、
右

の
聞
の
場
合
の
用
法
と
あ
わ
せ
見
た
際
、
あ
ふ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
）
そ
こ
で
は
桑
田
が
倍
田
分
H

四

十
畝
を
こ
え
る
と
き
、
「
露
田
四
十
畝
と
四
十
畝
を
限
度
と
し
て
倍
田
に
充
当
し
た
桑
田
（
た
だ
し
、
そ
の
入
れ
た
額
と
本
来
の
倍
田
の
額
と

北
貌
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（越智）

五
九



北
裂
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

ハ
越
智
）

。

は
同
一
）
と
三
易
田
と
」
が
生
ず
る
と
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
倍
田
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

分
H
四
十
畝
を
こ
え
て
も
、
そ
の
こ
え
た
も
の
を
倍
回
分
以
外
に
『
露
田
』
分
（
具
体
的
に
は
露
田
分
あ
る
い
は
三
易
回
分
）
に
充
当
す
る
こ

と
は
な
い
と
さ
れ
よ
う
。
一
方
、
倒
と
闘
の
同
と
を
あ
わ
せ
考
え
た
際
、
桑
田
が
（
倍
田
分
1
）
四
十
畝
に
不
足
し
て
い
る
と
、
そ
の
不
足
額

と
同
額
の
『
露
田
』
を
（
新
た
に
）
設
け
、
そ
れ
を
桑
田
の
不
足
額
（
分
）
H
倍
田
（
分
）
に
充
当
す
る
（
つ
ま
り
、
桑
田
が
四
十
畝
以
上
で

あ
れ
ば
当
然
倍
田
は
な
い
筈
で
あ
る
が
、
四
十
畝
よ
り
少
な
い
場
合
、
あ
え
て
そ
の
不
足
額
を
補
う
た
め
の
『
露
田
』
を
設
け
、
そ
れ
を
倍
田

と
し
て
充
当
す
る
）
と
い
う
形
を
と
る
と
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
桑
田
の
額
が
倍
回

こ
こ
で
右
に
関
連
し
て
二
つ
の
こ
と
に
ふ
れ
て
お
く
。
そ
の
一
は
、

右
の
倒
以
下
に
お
い
て
各
条
文
の
記
載
ぶ
り
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
的
性
格

を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
来
倍
田
は
倍
田
そ
の
も
の
と
し
て
支
給
さ
れ
る
べ
き
建
て
前
で
、
全
体
の
規
定
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
桑

田
の
そ
れ
へ
の
充
当
は
い
わ
ば
補
足
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
闘
で
は
桑
田
が
主
体
と
な
っ
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
そ
の
凶
で
は
そ

う
し
た
感
じ
が
強
い
。
こ
れ
は
も
と
も
と
各
条
文
が
か
な
り
独
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
を
示
唆
し
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
た
だ
し
、

そ
こ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
闘
の
闘
に
対
す
る
よ
う
に
、

そ
の
二
は
、
右
の
倒
以
下
に
お

い
て
受
と
充
と
が
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
岡
の
「
受
露
田
四
十
畝
」
の
受
、
「
受
田
三
十
畝
」
の
受
、
「
還
受
」

あ
る
条
文
の
補
助
的
記
述
の
場
合
も
あ
る
。
）

の
受
、
「
受
田
」
の
受
、
似
の
同
の
「
還
受
」
の
受
、
倒
の
「
受
田
」
の
受
は
、
何
れ
も
本
来
そ
う
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
受
け
る

（
逆
か
ら
い
え
ば
授
け
ら
れ
る
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
い
ま
と
り
φ

め
げ
て
い
る
の
は
同
一
の
均
田
制
の
法
の
条
文
で
あ
る
か
ら
、

的
性
格
は
川
の
「
無
受
」
の
受
、
「
受
種
」
の
受
に
も
該
当
す
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
一
方
、
同
の

に
本
来
そ
う
で
な
い
も
の
を
あ
え
て
そ
れ
に
充
当
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

（
二
箇
所
）

こ
の
基
本

「
充
露
田
之
数
」
は
、

こ
れ
は
旧
の
川
の

す
で
に
み
た
よ
う

「
充
倍
（
田
）
」
の
充

に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
（
受
と
充
と
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
も
う
一
度
と
り
あ
げ
る
。
）

な
お
、
同
の
場
合
の
桑
田
に
は
そ
の
売
買
に
関
す
る
規
定
は
見
え
な
い
が
、
つ
ぎ
に
行
な
う
山
の
桑
田
の
規
定
の
検
討
か
ら
、

一
応
、
均
田

制
制
定
時
そ
の
所
有
は
無
限
定
に
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り
の
ち
は
、
倍
田
分
四
十
畝
（
ま
で
）

は
こ
れ
を
売
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
を



こ
え
て
買
う
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
が
推
測
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
山
の
桑
田
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
の
刷
に
は
、
そ
の
例
の
桑
田
に
つ
い
て
、
あ
る
規
定
額
を
こ
え
て
お
れ
ば
、
受
け
る
こ
と
も
な
く

還
す
こ
と
も
な
い
が
、
そ
の
規
定
額
に
不
足
で
あ
れ
ば
不
足
分
だ
け
種
を
受
け
る
と
あ
る
。
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
受
と
種
と
の
性
格
で

あ
る
が
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
受
と
充
と
に
は
違
い
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
種
は
さ
き
の
刷
の
刷
の
『
露
田
』
と
は
別
の
も
の
に
な
る
。

こ
の
際
、
制
の
刷
の
倍
が
倍
田
（
露
田
を
倍
に
し
た
田
）
を
意
味
す
る
の
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
そ
の
種
は
「
種
田
（
種
え
る
田
）
」
な
る
べ

き
が
自
ら
推
測
さ
れ
る
。
（
北
説
の
種
田
の
語
に
は
、
つ
ぎ
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
露
田
を
指
す
こ
と
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
も
し
種
目
l

露
固
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
桑
田
が
不
足
の
際
『
露
田
』
を
充
当
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
桑
田
が
不
足

の
際
、
本
来
そ
う
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
そ
れ
を
授
け
る
と
い
っ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
）

豪
撒
を
種
え
る
べ
き
二
十
畝
の
回
土
が
想
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
回
に
撒
棄
に
関
し
て
は
蒔
く
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
岡
に
「
雑
蒔
余

果
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
い
ま
と
り
あ
げ
て
い
る
範
囲
（
穀
類
以
外
を
う
え
る
固
有
田
）
に
お
い
て
、
種
は
本
来
桑
に
限
定

こ
う
し
た
「
種
田
」
と
し
て
は
、
倒
の
桑

し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
藁
橋
と
を
あ
わ
せ
た
際
に
も
一
括
し
て
種
の
文
字
が
使
用
さ
れ
る
と
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
岡
、

川
の
種
は
後
者
の
用
法
で
あ
り
、
闘
の
種
は
前
者
の
用
法
（
少
な
く
と
も
桑
だ
け
に
限
定
し
て
も
い
い
え
る
用
、
法
）
で
あ
る
。
な
お
、
闘
は
刷

を
補
足
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
三
年
間
に
対
象
と
す
る
も
の
を
種
え
お
わ
ら
せ
る
と
い
う
点
は
、
そ
の
た
ね
ま
き
か
ら
収
穫
ま
で
が
三
年
に
及

ば
な
い
穀
類
の
こ
と
で
は
な
く
、
桑
（
寮
撒
）
の
樹
木
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
、
川
は
同
の
桑
田
が
二
十
畝
に
不

足
の
際
、
本
来
そ
う
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
不
足
分
だ
け
「
種
目
」
を
受
け
る
の
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
（
以
下
、
桑
を
種
え
る
こ
と

を
必
須
条
件
と
し
、
そ
こ
に
あ
わ
せ
て
藁
識
を
う
え
る
べ
き
田
土
を
「
種
目
」
と
い
う
。

の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
固
有
田
の
一
種
で

あ
る
。
）

な
お
、
い
ま
と
り
あ
げ
て
い
る
諸
条
文
｜
諸
規
定
で
は
種
の
語
を
限
定
し
て
使
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

右
よ
り
あ
と
に
見
え
る
、
同

一
時
期
の
条
文
｜
規
定
に
、

北
貌
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

ーム，．
ノ、



北
軸
舗
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

ーノ、

〈
後
？
）

諸
土
広
民
稀
之
処
、
随
力
所
及
、
官
借
民
、
種
蒔
。
役
有
土
居
者
、
依
法
封
授
。

と
あ
る
。
こ
の
種
は
固
有
国
に
お
け
る
右
の
種
と
は
違
っ
た
用
法
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、

男
女
十
五
以
上
、
因
其
地
分
、
口
課
種
菜
。
五
分
畝
之
一
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
宅
地
に
菜
を
う
え
る
こ
と
を
種
と
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
北
識
で
は
太
和
よ
り
ま
え
に
、
固
有
の
田
土
に
つ

い
て
種
目
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
（
説
書
巻
四
下
恭
帝
紀
）
。
こ
う
し
た
点
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
恐
ら
く
『
露
田
』
に
う
え
る
穀
類
に
つ

い
て
も
種
の
語
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
vo

こ
う
し
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
や
結
論
的
に
い
え
ば
、
右
の
固
有
田
に
関
す
る
「
種

田
」
の
種
の
語
は
、
穀
類
を
う
え
る
べ
き
国
有
国
に
対
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
、
露
田
の
露
の
語
が
限
定
さ
れ
た
意
味
を
も
っ
と
同
様
、
そ

の
種
も
ま
た
限
定
さ
れ
た
意
味
を
も
っ
と
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
右
と
い
ま
と
り
あ
げ
て
い
る
種
の
語
を
限
定
し
て
使

用
す
る
こ
と
と
は
両
立
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
き
の
見
解
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
川
の
同
の
記
載
で
あ
る
が
山
の
例
の
桑
田
に
つ
い
て
「
不
足
者
」
と
あ
る
も
の
が
、
同
と
川
門
と
に
そ
れ
ぞ
れ
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る

。
川
の
場
合
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
「
種
目
」
を
受
け
る
、
と
あ
る
。
同
の
場
合
は
そ
れ
と
違
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
そ
れ
は
「
種
目
」

を
受
け
る
の
と
は
無
関
係
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
同
は
「
種
田
」
を
受
け
な
い
場
合
（
H
国
家
が
「
種
田
」
を
授
け
な
い
場

合
）
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
種
目
」
に
固
有
田
を
授
け
る
べ
き
「
前
提
」
を
く
ず
さ
ず
、
そ
れ
だ
け
に
現
実
の
処
置
と
し
て
、
「
種
目
」

の
基
準
額
を
二
十
畝
と
し
、
桑
田
が
二
十
畝
を
こ
え
て
お
れ
ば
そ
の
こ
え
た
分
を
売
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
十
畝
に
不
足
で
あ
れ
ば
不
足
分
を

買
い
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
二
十
畝
だ
け
も
っ
て
い
る
場
合
そ
の
分
を
売
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
十
畝
を
こ
え
て
買
う
こ
と
も
ま
た
で
き
な

い
、
と
し
て
い
る
の
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
川
間
に
あ
っ
て
も
、
桑
田
が
二
十
畝
を
こ
え
て
お
れ
ば
そ
の
こ
え
た
分
を
売
る
こ
と

が
で
き
、
二
十
畝
に
不
足
で
あ
れ
ば
不
足
分
を
買
い
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
山
の
叫
に
桑
田
が
二
十
畝
を
こ
え
て
お
れ
ば
こ
え
た
分
を
売
る
こ
と
が
で
き
る
と
あ
る
。

る
と
い
う
こ
と
で
為
る
。
他
方
、
二
十
畝
を
こ
え
て
買
い
足
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
あ
る
。

こ
れ
は
そ
の
桑
田
を
二
十
畝
以
上
も
ち
え

こ
れ
は
そ
の
桑
田
を
二
十
畝
以
上
も
ち
え
な
い
と



い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
矛
盾
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
均
田
制
制
定
時
の
規
定
と
し
、

か
つ
前
者
を
均
田
制
制
定
時
に

き
ょ
う
。
（
前
者
は
、

お
け
る
私
有
田
を
そ
の
ま
ま
認
め
た
上
で
の
処
置
、
後
者
を
均
田
制
制
定
時
よ
り
あ
と
の
運
営
に
関
す
る
も
の
、
と
す
れ
ば
無
理
な
く
理
解
で

そ
の
う
え
に
相
続
分
が
加
わ
っ
た
た
め
生
じ
た
際
の
処
置
と
い
っ
た

あ
る
人
物
が
す
で
に
私
有
国
を
も
っ
て
い
た
が
、

風
に
読
む
よ
り
も
、
む
し
ろ
右
の
よ
う
に
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
）

融
っ
て
考
え
る
に
、
倒
は
桑
な
ど
を
う
え
る
「
種
目
」
を
も
た
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
授
け
る
こ
と
に
関
し
た
も
の
で
あ
る
。

方
、
山
は
「
種
田
」
と
関
連
性
の
あ
る
桑
田
を
も
つ
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
両
者
の
記
載
ぷ
り
は
一
見
チ
グ
ハ
グ
な
感

じ
が
す
る
o

し
か
し
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
右
の
規
定
の
各
条
文
は
も
と
も
と
か
な
り
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
う
し

た
こ
と
の
あ
る
の
も
、
や
む
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
山
の
う
ち
の
同
と
同
と
の
記
載
ぶ
り
に
お
け
る
チ
グ
ハ
グ
な
と
こ
ろ
も
ま
た
そ
の
よ
う
に

理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
い
ま
ま
で
見
て
き
た
二
つ
の
桑
田
の
性
格
を
考
え
て
み
よ
う
。
川
の
桑
田
は
桑
（
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
索
、
検
）
を
う
え
る
田
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
ら
る
。
し
か
し
、
制
の
桑
田
は
、
こ
れ
を
『
露
田
』
と
同
様
穀
類
を
う
え
る
田
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の

際
、
両
者
に
通
ず
る
基
本
性
格
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
い
え
ば
そ
れ
は
桑
を
産
す
る
土
地
に
お
け
る
私
有
田
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
つ
ま
り
、
均
田
制
下
、
桑
を
産
す
る
土
地
に
お
い
て
、
（
無
田
の
）
民
衆
に
支
給
す
べ
き
固
有
国
が
、
穀
類
を
う
え
る
『
箆
田
』
と
、

桑
（
藁
撒
）
を
う
え
る
「
種
目
」
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
田
土
で
あ
る
桑
田
が
、
穀
類
を
う
え
る
固
有
田
と
し
て
の
『
露
田
』
と

関
連
づ
け
ら
れ
か
っ
そ
の
一
部
に
充
当
さ
れ
る
も
の
と
、
固
有
田
と
し
て
の
桑
（
索
機
）
を
う
え
る
「
種
田
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
の

一
定
条
件
下
に
そ
の
売
買
も
認
め
ら
れ
て

そ
の
桑
田
は
自
ら
私
有
田
で
あ
る
と
さ
れ
よ
う
。
こ
の
際
、
川
の
同
の
桑

田
に
つ
い
て
、
そ
の
刷
に
お
い
て
そ
れ
が
二
十
畝
に
不
足
の
際
、
国
家
が
不
足
額
だ
け
「
種
目
」
を
授
け
る
こ
と
を
標
傍
し
て
い
る
が
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
川
の
同
に
あ
っ
て
は
現
実
に
「
種
田
」
を
授
け
え
な
い
場
合
の
処
置
と
し
て
二
十
畝
に
不
足
分
の
桑
田
の
自
買
を
認
め
て
い

二
つ
に
分
け
ら
れ
、
し
か
も
本
来
そ
う
し
た
桑
田
の
「
所
有
」
額
に
幅
の
あ
っ
た
こ
と
、

（
ま
た
、

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
こ
と
、
）
こ
う
し
た
点
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、

北
裂
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

－＇－司ノ、



北
裂
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
）

六
四

る
こ
と
は
、
桑
田
が
私
有
田
で
あ
る
と
し
た
際
も
っ
と
も
ス
ム
ー
ズ
に
理
解
で
き
よ
う
。
ま
た
、
制
の
川
問
、
山
の
同
に
見
え
る
よ
う
に
、
桑
田

は
す
べ
て
不
還
受
回
目
永
業
回
で
あ
る
。
永
業
田
の
性
格
に
つ
い
て
は
の
ち
に
述
べ
る
が
、
桑
田
が
永
業
田
で
あ
る
こ
と
は
、
右
の
理
解
を
何

ら
妨
げ
る
も
の
で
な
い
。
（
こ
う
し
た
桑
田
は
、
厳
格
に
い
え
ば
私
有
田
と
い
う
よ
り
も
私
有
国
的
性
格
の
強
い
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

さ
き
に
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
そ
う
し
た
も
の
を
私
有
田
と
し
て
表
現
す
る
。
）

つ
ぎ
に
闘
の
麻
布
之
土
（
麻
を
産
す
る
土
地
）

（H
麻
土
）

に
お
け
る
麻
田
で
あ
る
が
、
桑
地
に
お
け
る
基
本
的
な
支
給
国
有
田
が
露
田
と

「
種
田
」
と
で
あ
る
こ
と
、
麻
田
が
丁
男
・
奴
の
み
な
ら
ず
婦
人
・
牌
に
も
支
給
さ
れ
る
還
受
回
で
あ
り
、
そ
の
性
格
が
銭
田
と
同
じ
で
あ
る

こ
と
、
回
の
夫
ご
と
に
一
畝
の
固
有
田
が
了
男
、
奴
に
（
だ
け
）
支
給
さ
れ
る
永
業
団
で
あ
る
が
、
そ
の
性
格
が
「
種
田
」
と
同
じ
で
あ
る
こ

と
、
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
そ
の
麻
田
は
外
形
上
一
応
露
田
に
相
当
る
。

か
ら
）
露
田
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
c

た
だ
し
、
内
容
的
に
は
（
そ
こ
に
穀
類
の
み
な
ら
ず
麻
を
も
う
え
る

か
く
て
、
岡
に
「
別
」
と
あ
る
の
は
桑
土
に
お
け
る
固
有
国
支
給
の
あ
り
か

た
と
は
別
に
、
と
い
っ
た
意
味
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

諸
地
狭
之
処
、
有
進
丁
受
回
、
市
不
楽
遷
者
、
則
以
其
家
桑
田
為
正
田
分
。

い
ま
ま
で
見
て
き
た
の
は
「
寛
郷
」
の
規
定
で
あ
る
が
、
食
貨
志
に
は
「
狭
郷
」
の
規
定
と
し
て
、

不
給
倍
因
。

又
不
足
、

又
不
足
、

家
内
人
別
減
分
。

無
桑
之

郷
、
準
此
為
法
。

と
あ
る
。
こ
の
正
田
が
も
と
も
と
桑
田
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
本
来
露
田
で
あ
り
、

の
倍
に
対
し
基
本
と
な
る
と
い
っ
た
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。

（
こ
う
し
た
正
田
の
用
法
は
さ
き
に
あ
げ
た
倍
田
・
三
易
田
を
も
っ

か
っ
そ
の
正
と
い
う
表
現
は
倍
回

「
寛
郷
」
の

『
露
田
』
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

に
あ
た
り
、
田
土
の
不
足
に
応
じ
て
三
つ
の
段
階
的
処
置
が
と
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
露
田
も
ま
た
正
田
と
読
み
か
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
）

（
桑
を
産
す
る
土
地
（
の
丁
男
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、
）
そ
れ
は
、
ま

こ
こ
で
は
進
丁
の
受
田

ず
第
一
段
階
と
し
て
、
正
固
と
倍
回
と
を
存
在
さ
せ
る
が
、

そ
の
家
に
桑
田
が
あ
れ
ば
そ
れ
（
た
だ
し
四
十
畝
を
限
度
）
を
そ
の
家
の
受
田
者

の
正
田
分
四
十
畝
に
「
充
当
」
す
る
と
い
っ
た
形
を
と
る
の
を
示
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
第
二
段
階
と
し
て
、
そ
れ
で
も
田
土
が
不
足
す
れ
ば
倍



回
を
支
給
し
な
い
形
を
と
る
。
そ
こ
で
は
、
正
田
に
「
充
当
」
さ
れ
た
桑
田
（
四
十
畝
）
だ
け
の
場
合
も
生
ず
る
。
そ
れ
で
も
不
足
で
あ
れ
ば
さ

ら
に
第
三
段
階
と
し
て
、
家
内
の
受
田
者
ご
と
に
正
田
分
四
十
畝
を
へ
ら
す
形
を
と
る
。
（
そ
こ
に
は
桑
田
だ
け
が
そ
の
正
田
分
に
「
充
当
」

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
生
ず
る
、
）
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
狭
郷
」
の
規
定
に
関
し
て
も
桑
田
が
桑
を
産
す
る
土
地
に
お

け
る
私
有
田
（
的
性
格
の
強
い
も
の
で
）
あ
る
と
い
う
理
解
は
十
分
あ
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
そ
こ
で
は
桑
田
を
一
応
穀
類

を
う
え
る
固
と
桑
（
喪
犠
）
を
う
え
る
固
と
に
分
け
る
と
い
う
規
定
は
（
現
在
）
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
し
た
規
定
が
な
か
っ
た

右
は
い
わ
ば
特
例
地
に
あ
る
制
度
で
あ
る
か
ら
、

に
し
て
も
、

そ
れ
を
以
て
い
ま
ま
で
の
見
解
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
こ
う
し
た
際
も
、
第
一
、
第
二
の
段
階
に
お
い
て
は
、
桑
田
を
正
田
に
「
充
当
」
す
る
際
、
そ
の
桑
田
が
自
ら
穀
類
を
う
え
る
田
と
桑
（
英

機
）
を
う
え
る
固
と
に
分
れ
る
の
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
第
三
の
段
階
に
お
い
て
も
、
も
し
桑
田
が
「
充
当
」
さ
れ
る
こ
と

が
あ
れ
ば
同
じ
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
）

さ
て
、
当
時
北
説
の
支
配
権
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
は
、
桑
を
産
す
る
と
こ
ろ
と
麻
を
産
す
る
と
こ
ろ
と
に
分
け
ら
れ
る
。

ず
、
刷
、
山
で
桑
田
は
で
て
き
て
も
、
他
に
麻
を
産
す
る
と
こ
ろ
に
お
け
る
、
（
桑
を
産
す
る
土
地
に
お
け
る
）
桑
田
に
あ
た
る
も
の
は
で
て

こ
な
い
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
当
時
の
均
田
制
関
係
の
記
述
に
は
、
国
家
が
あ
く
ま
で
桑
を
産
す
る
土
地
な
り
そ
の
桑
な
り

を
中
心
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
た
や
や
特
殊
な
表
現
が
あ
る
。
そ
の
一
は
桑
と
い
っ
て
桑
麻
を
代
表
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

例
え
ば
、
前
引
の
李
安
世
の
上
疏
の
闘
に
は
桑
撒
だ
け
し
か
で
て
い
な
い
が
、
こ
の
桑
は
麻
の
場
合
を
含
め
述
べ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
食
貨
志
に
、
「
諸
遠
流
配
謡
、
無
子
孫
及
戸
絶
者
、
嘘
宅
桑
橋
、
尽
為
公
田
、
以
供
授
受
。
授
受
之
次
、
給
其
所
親
。
未
給
之
問
、

亦
借
其
所
親
。
」
と
あ
る
が
、
こ
の
つ
ぎ
に
桑
撒
に
代
る
べ
き
麻
撒
と
い
っ
た
記
事
は
な
い
。

こ
れ
も
右
と
同
じ
よ
う
な
観
点
か
ら
読
む
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
の
二
は
、
桑
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
あ
と
に
麻
を
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
附
記
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
引
の
「
狭
郷
」
の

規
定
は
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
三
は
桑
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
あ
と
に
麻
の
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
き
に
引
い
た
食
貨
志
の
闘
の
記
述

は
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ま
ず
、
刷
、
山
が
も
と
も
と
非
桑
の
土
（
H
麻
土
）
は
こ
れ
に
準
ず
る
と
し
て
読
む
べ
し
と
し

北
紬
舗
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
）
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て
い
た
と
か
、
刷
、
山
の
終
り
に
も
と
も
と
非
桑
の
土
（
H
麻
土
）
は
こ
れ
に
準
ず
る
と
い
っ
た
記
事
が
あ
っ
た
が
、
現
在
そ
れ
が
脱
落
し
て

い
る
と
か
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
桑
土
と
麻
土
と
で
、
固
有
田
の
う
え
る
植
物
に
よ
る
ふ
り
わ
け
か
た
が
対
応
し
な

い
。
そ
れ
だ
け
に
、
刷
、
山
に
も
と
も
と
右
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
麻
土
の
私
有
田
に
つ
い
て
は
別
の
規
定
が
独
立
し
て
存
在
し
て
い

た
が
、
食
貨
志
に
は
そ
れ
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
、
と
し
て
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
露
回
、
桑
田
、
「
種
目
」
、
麻
田
と
い
っ
た
名
称
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

uv麻
田
は
麻
土
に
お
け
る
麻
と
穀
類
と
を
う
え
る
固
有

国
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
桑
土
に
お
け
る
露
聞
は
穀
類
（
だ
け
）
を
う
え
る
固
有
国
で
あ
っ
て
、
桑
（
寮
檎
）
を
う
え
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
麻

田
は
内
容
的
に
は
露
固
と
対
応
し
な
い
。
（
ま
た
、
桑
土
に
お
け
る
「
種
目
」
は
桑
や
寮
識
を
う
え
る
固
有
田
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
麻
田
は
内

容
的
に
「
種
田
」
と
も
対
応
し
な
い
。
）
か
く
て
、
い
ま
麻
田
と
称
し
て
い
る
も
の
を
露
田
（
、
「
種
目
」
）
と
い
う
こ
と
は
、
内
容
上
無
理
と

な
る
。
ま
た
、
桑
地
と
麻
地
と
は
決
し
て
相
重
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を
頭
に
お
い
て
、
い
ま
と
り
あ
げ
て
い
る
麻
田
と
い
う
名
称
が
生

じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
麻
田
は
麻
土
に
お
け
る
国
有
田
の
う
ち
麻
や
穀
類
を
う
え
る
田
土
を
指
し
、
桑
田
は
、
包
括
的
に
い
う
と
、
桑
土

に
お
け
る
私
有
固
と
し
て
桑
（
な
ど
）
や
穀
類
を
う
え
る
田
土
を
指
す
。
そ
う
見
る
と
、
両
者
は
固
有
地
・
私
有
地
と
い
う
違
い
を
捨
象
す
れ

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
麻
、
桑
で
代
表
さ
れ
る
。
産
物
上
の
特
性
あ
る
地
方
の
田
土
を
意
味
す
る
と
い
う
点
で
相
通
ず
る
と
こ
ろ
を
も
っ
と
い
与
え
よ

う
。
帥
「
種
田
」
と
い
っ
て
き
た
も
の
の
正
式
名
称
が
何
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
「
種
田
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。
伺
麻
地
の
私
有
田
の
正
式
名
称
が
何
で
あ
っ
た
か
も
わ
か
ら
な
い
。
な
お
、
同
国
に
見
え
る
夫
ご
と
に
一
畝
を
支
給
さ
れ
る
麻
地
の
固

有
田
の
正
式
名
称
が
何
で
あ
っ
た
か
も
わ
か
ら
な
い
。

い
ま
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
私
有
国
を
中
心
に
し
て
考
え
た
際
つ
ぎ
の
こ
と
が
い
え
る
。
（
桑
地
に
つ
い
て
い
え
ば
、
）
私
有
田
は
穀

類
を
う
え
る
田
土
と
桑
を
う
え
る
国
土
と
に
一
応
分
け
ら
れ
る
が
、
均
田
制
制
定
時
と
も
に
そ
の
所
有
を
制
限
さ
れ
る
と
と
は
な
か
っ
た
。
と

こ
ろ
で
、
前
者
の
場
合
、
穀
類
を
う
え
る
私
有
田
が
倍
回
分
四
十
畝
に
不
足
し
て
お
れ
ば
、
そ
の
分
だ
け
『
露
田
』
（
で
あ
る
倍
田
）
が
充
当

さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
恐
ら
く
一
定
の
限
度
内
で
売
買
が
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
者
の
場
合
、
桑
を
う
え
る
私
有
国
が
「
種



田
」
分
二
十
畝
に
不
足
し
て
お
れ
ば
、
そ
の
分
だ
け
「
種
田
」
を
授
け
ら
れ
る
。

ま
た
、

「
種
目
」
が
（
不
足
し
て
い
て
）

授
け
ら
れ
な
い
場

合
、
そ
れ
が
二
十
畝
に
不
足
し
て
お
れ
ば
そ
の
分
を
買
う
こ
と
が
で
き
、
あ
ま
っ
て
お
れ
ば
そ
の
分
だ
け
を
売
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た

も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
豪
族
の
も
つ
私
有
地
は
、
現
実
問
題
と
し
て
均
田
制
の
な
か
に
入
っ
て
は
く
る
が
、
そ
の
た
め
に
大
き
い
被
害
を
蒙
る

こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
何
頃
、
何
十
頃
と
い
っ
た
私
有
地
を
も
つ
も
の
に
と
っ
て
、
均
田
制
制
定
に
よ
る
被
害

は
、
少
な
く
と
も
土
地
私
有
に
関
し
て
は
殆
ん
ど
と
る
に
足
り
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
均
田
制
に
お
い
て
私
有
田
を
と
り
あ
げ
そ
れ
を
頭
に
入

れ
る
形
が
現
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
均
田
制
の
榛
棒
す
る
「
国
家
に
よ
る
土
地
の
把
握
乃
至
そ
れ
を
通
じ
て
の
民
衆
の
把
握
」
と
い
う
観
点
に

そ
れ
は
や
や
理
念
的
な
も
の
と
い
う
べ
き

お
い
て
は
無
視
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
右
の
よ
う
な
実
情
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
た
と
え
理
念
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
や
は
り
－
つ
の
歴
史
の
流
れ
を
今
後
追
求
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
規
定
に
よ
れ
ば
、
と
も
に
国
有
国
を
授
け
た
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
『
露
田
』

で
あ
る
。
こ
の
際
本
来
私
有
田
で
あ
る
桑
田
が
永
業
田
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
『
露
田
』
と
「
種
目
」

違
い
と
だ
け
で
は
割
り
切
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
よ
り
高
い
次
元
で
、
す
べ
て
の
土
地
の
「
所
有
権
」
を
す
べ
く
く
る
も
の
、
つ
ま
り

最
高
の
土
地
所
有
者
と
し
て
の
国
家
を
理
念
的
に
予
想
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
永
業
と
い
う
も
の
が
－
種
の
用
益
権
的
な
も

は
還
受
田
で
あ
り
、

一
方
「
種
目
」

は
永
業
田

と
の
違
い
は
単
に
う
え
る
植
物
の

の
と
な
り
、
永
業
田
が
売
買
可
能
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
用
益
権
の
性
格
の
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
は
、
と
く
に
西
説
、
北

斉
以
降
の
均
田
制
と
の
関
連
に
お
い
て
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
関
係
で
と
り
あ
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
闘
の
麻
田
、
回
の
一
畝
の
田
の
合
計
額
と
桑
土
の
露
目
、

「
種
目
」

の
合
計
額
と
を
対
比
す
る
と
、

麻
土
と
桑
土
と
で
国
有
田
の
支

し
か
し
、
付
右
の
均
田
制
の
土
地
規
定
が
全
体
的
に
み
た
際
現
実
へ
の
対
処
を
重
ん
じ
た
も
の
で

あ
る
だ
け
に
、
麻
土
と
桑
土
と
で
現
実
に
支
給
す
べ
き
固
有
田
額
が
違
っ
て
い
て
も
そ
れ
が
必
ら
ず
し
も
不
当
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
料
理

給
額
に
著
し
い
違
い
が
あ
る
の
が
わ
か
る
。

念
的
な
面
は
と
に
か
く
、
現
実
に
は
、
桑
地
で
は
そ
こ
に
私
有
田
H

桑
田
が
あ
る
だ
け
に
、

（
た
と
え
、
露
田
、
「
種
目
」
が
す
べ
て
支
給
さ
れ

北
貌
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て
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八

課
税
額
と
は
対
応
し
な
い
。

対
応
が
あ
る
以
上
、
桑
地
と
麻
地
と
で
固
有
田
を
支
給
す
る
額
に
差
が
あ
っ
て
も
課
税
上
さ
し
て
問
題
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

情
書
巻
二
十
四
食
貨
志
に
、
南
朝
の
税
制
と
し
て
、
「
其
課
、
丁
男
調
、
布
絹
各
二
丈
。
糸
三
両
。
綿
八
両
。
禄
絹
八
尺
。
禄
綿
三
両
二
分
。

た
に
し
て
も
、
）
耕
作
す
る
土
地
の
総
額
と
（
一
定
額
で
あ
る
）

こ
の
点
は
第
三
節
で
述
べ
る
が
、
そ
う
し
た
不

と
こ
ろ
で

租
米
五
石
。
禄
米
二
石
。
丁
女
並
半
之
。
」
と
あ
る
。

そ
こ
で
は
固
有
田
を
支
給
す
る
こ
と
は
な
く
、

た
だ
私
有
田
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

均

田
制
下
の
固
有
田
支
給
額
と
税
額
と
の
不
対
応
を
考
え
る
際
、
こ
う
し
た
こ
と
は
無
視
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
露
回
、
「
種
目
」
、
桑
田
、

麻
田
の
内
容
は
北
斉
に
至
っ
て
一
変
す
る
o

（
陪
唐
の
均
田
制
の
規
定
は
北
斉
の
そ
れ
に
源
流
を
も
っ
。
）
同
北
識
の
麻
田
の
制
度
は
西
競
の
大

統
十
三
年
の
敦
埠
文
書
に
残
存
す
る
。
そ
こ
で
は
丁
男
の
麻
田
は
固
有
国
の
麻
田
十
畝
と
、
「
狭
郷
」
の
規
定
を
用
い
私
有
田
を
正
固
と
し
て

麻
田
に
「
充
当
」
し
た
二
十
畝
と
か
ら
な
り
、
か
つ
そ
れ
を
耕
作
す
べ
き
国
土
の
殆
ん
ど
す
べ
て
と
す
る
。

第
一
節
で
高
祖
紀
太
和
九
年
の
詔
・
食
貨
志
の
凶
と
食
貨
志
の
倒
以
下
と
が
内
容
的
に
違
う
こ
と
を
述
べ
た
が
、

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と

そ
れ
が
一
段
と
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
高
祖
紀
に
見
え
る
「
老
免
及
身
没
、
則
還
因
。
」

の
規
定
は
、
均
田
制
下
食
貨
志
倒

に
見
え
る
規
定
に
つ
つ
ま
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
よ
う
。

三
、
均
田
制
下
の
税
制

そ
れ
が
均
田
制
下
の
税
制
と
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
均
田
制
下
の
税
と
し
て
、
夫
婦
対
象
の
も
の
と
（
戸
籍
制
度
上
の
）
戸
対
象
の
も
の
と
が
あ
る
。
前
者
は
周
知
の
よ
う
に
鼎

北
規
の
税
制
は
太
和
八
年
に
か
な
り
大
き
く
改
革
さ
れ
、

つ
い
で
太
和
十
年
に
再
び
改
革
さ
れ
、

一
匹
粟
二
石
で
あ
る
。
問
題
は
後
者
に
あ
る
。
本
節
は
後
者
の
実
態
の
解
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
太
和
八
年
の
改
革
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
説
書
食
貨
志
に
、

太
和
八
年
、
始
準
古
斑
百
官
之
禄
。
以
品
第
、
各
有
差
。
先
是
、
天
下
戸
以
九
品
混
通
、
戸
調
吊
二
匹
梨
二
斤
紙
一
斤
粟
二
十
石
。

一
匹
二
丈
、
委
之
州
庫
、
以
供
調
外
之
費
。
至
是
、
戸
増
照
三
匹
粟
二
石
九
斗
、
以
為
官
司
之
禄
。
後
増
調
外
吊
、
満
二
匹
。
所
調
各
随
其

又
入
吊



土
所
出
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
旧
来
「
九
品
混
通
」
の
形
式
で
、
戸
対
象
の
調
と
調
外
の
費
と
が
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

三
匹
粟
二
石
九
斗
を
増
し
て
百
官
の
俸
禄
と
し
た
こ
と
、
の
ち
（
太
和
八
年
以
後
）
に
調
外
の
費
の
吊
が
増
加
さ
れ
て
二
匹
と
な
っ
た
こ
と
、

な
ど
を
示
し
て
い
る
（
匹
と
疋
と
は
同
じ
）
o

と
こ
ろ
で
、
親
書
巻
七
高
祖
紀
上
太
和
八
年
六
月
の
条
に
、

丁
卯
、
詔
日
、
・
：
始
班
俸
禄
。
罷
諸
商
人
、
以
筒
民
事
。
戸
増
調
三
匹
穀
二
石
九
斗
、

用
。
雄
一
時
之
煩
、
終
克
永
逸
之
益
。
（
下
略
）

太
和
八
年
に
戸
ご
と
に
吊

以
為
官
司
之
禄
。

均
預
調
、

為
二
匹
賦
、

即
兼
商

と
あ
り
、
同
年
九
月
の
条
に
、

戊
成
、
詔
日
、
俸
制
己
立
。
宜
時
班
行
、
其
以
十
月
為
首
。
毎
季
一
請
。
於
是
、
内
外
百
官
受
禄
有
差
。

と
あ
る
。
右
の
二
匹
は
食
貨
志
に
見
え
る
調
外
吊
の
こ
と
で
、
御
用
商
人
の
廻
易
収
利
の
元
本
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
食
貨
志
に
は
調
外
息
を
二

匹
に
し
た
の
を
「
後
」
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
記
述
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
太
和
八
年
に
百
官
の
俸
禄
制
を
創
始
し
て
よ
り
あ
と
と
い
う
意
味

と
な
ろ
う
。
一
方
、
右
の
高
祖
紀
の
記
事
は
百
官
の
俸
禄
制
を
制
定
し
た
の
と
調
外
の
吊
を
増
し
て
二
匹
に
し
た
の
と
を
同
時
期
と
し
て
い
る
。

か
く
て
両
記
事
に
は
ズ
レ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
両
記
事
を
対
比
し
た
際
、
高
祖
紀
の
詔
の
両
者
を
同
時
と
し
た
方
に
誤
り
は
認
め
が
た
い

か
ら
、
現
行
の
食
貨
志
の
方
に
疑
問
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
蓋
し
、
食
貨
志
に
は
も
と
「
復
」
と
あ
っ
た
の
が
、

の
ち
「
後
」
に
誤
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
の
「
九
品
混
通
」
は
、
別
稿
で
論
ず
る
よ
う
に
、

貧
富
の
差
を
調
節
す
る
徴
税
方
法
を
意
味
す
る
。
（
右
に
の
っ
て
い
る
税
額
は
恐
ら
く
基
準
と
な
る
戸
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
）
。
な
お
、
の
ち

太
和
十
年
の
税
制
再
改
革
時
ま
で
の
税
制
も
一
品
戸
か
ら
九
品
戸
ま
で
の
戸
の
資
産
に
対
応
し
つ
つ
も
、
（
「
九
品
混
通
」

一
日
間
戸
か
ら
九
品
戸
ま
で
を
通
じ
、
（
そ
の
資
産
に
対
応
し
つ
つ
も
、
）

に
ふ
れ
る
よ
う
に
、

に
よ
っ
て
）
貧
富
の
差
を
調
節
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
太
和
十
年
の
税
制
再
改
革
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
説
書
食
貨
志
に
、

北
軸
舗
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
）



北
裂
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
）

七
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（到凶 （
太
和
）
十
年
、
給
事
中
李
沖
上
言
、

（
省
略
）

其
民
調
、

一
夫
一
婦
、
吊
一
匹
粟
ニ
石
。
民
年
十
五
以
上
米
委
者
、
四
人
出
一
夫
一
婦
之
調
。
奴
任
耕
、
蝉
任
績
者
、
八
口
当
来
婆
者

(C) 

四
。
耕
牛
二
十
頭
当
奴
蝉
八
。
其
麻
布
之
郷
、
一
夫
一
婦
布
一
匹
。
下
至
牛
、
以
此
為
降
。

大
率
十
匹
為
工
調
、
二
匹
為
調
外
費
、
三
匹
為
内
外
百
官
俸
。
此
外
雑
調
。

民
年
八
十
己
上
、
聴
一
子
不
従
役
。
孤
独
嬢
老
篤
疾
貧
窮
、
不
能
自
存
者
、
三
長
内
、
迭
養
食
之
。

(D) 

書
奏
。
諸
官
通
議
、
称
善
者
衆
。
高
祖
従
之
。

と
あ
る
。
省
略
し
た
凶
は
三
長
制
（
制
定
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
上
言
は
原
文
の
ま
ま
で
な
く
要
点
を
記
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う

が
、
何
れ
に
し
て
も
均
田
制
制
定
よ
り
ま
え
、
三
長
制
出
現
時
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
剛
、
闘
が
均
田
制
下
の
税
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
も
ち
ろ
ん
戸
の
資
産
対
応
、
「
九
品
混
通
」
で
は
な
く
、
対
象
と
す
る
も
の
（
倒
で
は
夫
婦
）
に
つ
い
て
均
額
で
あ
る
。

な
お
、
通
典
巻
五
食
貨
五
賦
税
中
に
、
「
鵠
令
」
と
し
て
、
岡
、
制
と
本
来
同
一
で
あ
っ
た
と
息
わ
れ
る
規
定
を
あ
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

(E) 
説
書
巻
五
十
四
高
間
伝
に
、

准
南
王
他
奏
、
求
依
旧
断
禄
。
文
明
太
后
令
召
霊
臣
、
議
之
。
間
表
日
、
：
・
置
立
郷
党
、
班
宣
俸
禄
。
事
設
令
行
、
於
今
己
久
。
（
下
略
〉

と
あ
る
。
こ
れ
は
三
長
制
、
百
官
の
俸
禄
制
が
令
と
し
て
施
行
さ
れ
た
の
を
示
し
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
、
三
長
制
も
刷
、
同

（
、
回
）
も
と
も
に
令
と
し
て
施
行
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
食
貨
志
の
倒
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
こ
に
「
耕
牛
二
十
頭
」
と
あ
る
も
の
が
通
典
で
は
「
耕
牛
十
頭
」
と
な
っ
て
い
る
以
外
に

大
き
い
違
い
は
な
い
が
、
食
貨
志
の
附
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
こ
に
「
大
率
十
匹
為
工
調
、
二
匹
為
調
外
費
、
三
匹
為
内
外
百
官
俸
。
」
と
あ

る
も
の
が
、
通
典
で
は
「
大
率
十
疋
中
五
疋
為
公
調
。
ニ
疋
為
調
外
費
、
三
疋
為
内
外
百
官
俸
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
も

と
も
と
「
大
率
十
匹
為
工
調
。
中
五
疋
為
公
調
、
二
疋
為
調
外
費
、
三
疋
為
内
外
百
官
俸
。
」

で
あ
っ
た
、

と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。



そ
う
す
る
と
、
戸
対
象
の
調
と
し
て
、
太
和
八
年
に
は
、
公
調
の
吊
ニ
匹
梨
二
斤
純
一
斤
粟
二
十
石
、
百
官
H
官
司
の
禄
の
島
二
匹
、
調
外
の

費
の
吊
三
匹
粟
ニ
石
九
斗
が
あ
っ
た
が
、
太
和
十
年
に
は
、
公
調
の
吊
H

絹
五
匹
、
百
官
の
禄
の
絹
三
匹
、
調
外
の
費
の
絹
二
匹
と
な
っ
た
の

が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
後
者
の
総
計
を
示
す
工
調
の
十
匹
の
工
は
自
ら
戸
の
誤
り
と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
、
親
書
巻
四
十
四
辞
虎
子
伝
を
み
る
と
、
徐
州
刺
史
蕗
虎
子
に
つ
い
て
、

又
上
疏
目
、
：
・
臣
籍
尋
居
辺
之
民
、
蒙
化
日
浅
。
戎
馬
之
所
資
、
計
素
微
小
戸
者
、
一
丁
而
巴
。
計
其
徴
調
之
費
、
終
歳
乃
有
七
嫌
。
去
年

徴
責
不
備
、
或
有
貨
易
田
宅
、
質
妻
売
子
、
時
吟
道
路
。
不
可
忍
問
。
今
准
南
之
人
、
思
慕
聖
化
、
延
頚
企
足
。
十
室
而
九
。
恐
聞
賦
重
、

更
懐
進
退
。
非
惟
損
皇
風
之
盛
、
慮
傷
慕
義
之
心
。
且
臣
所
居
、
与
南
連
接
、
民
情
去
就
、
実
所
諾
知
。
特
宜
寛
省
、
以
招
未
至
。
其
小
郡

内

7
7
v

太
守
数
戸
而
己
。
－
請
六
尺
絹
、
歳
不
満
匹
0

・
：
今
班
制
己
行
、
布
之
天
下
。
不
宜
仲
買
以
乱
朝
章
。
但
狼
霜
恩
私
、
備
位
蕃
岳
。
憂
責
之

地
、
教
不
尽
言
。
書
奏
。
文
明
太
皇
太
后
令
目
、
俸
制
己
行
。
不
可
以
小
有
不
平
、
便
脂
通
式
。

と
あ
る
。
辞
虎
子
が
徐
州
刺
史
で
あ
っ
た
の
は
太
和
五
年
か
ら
同
十
五
年
ま
で
の
十
一
年
間
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
太
和
八
年
百
官
の
俸
禄
制
が

施
行
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
辺
境
の
戸
内
に
一
丁
し
か
い
な
い
よ
う
な
戸
で
も
毎
年
七
離
を
と
ら
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
七
鎌
に
つ
い
て
は
一
応
、
二
通
り
の
解
釈
が
で
き
る
。
そ
の
｝
は
、
さ
き
の
太
和
八
年
の
税
制
改
革
時
以
後
（
太
和
十
年
の
税
制
再

改
革
時
以
前
）
の
戸
調
吊
二
匹
、
調
外
吊
二
匹
、
百
官
禄
吊
三
匹
の
合
計
吊
七
匹
が
徐
州
で
は
七
維
と
な
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
他
の
一
は
、
そ
れ
を
絹
で
計
算
す
る
と
大
率
十
匹
に
あ
た
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
学
記
巻
二
十
七
絹
第
九
に
、
「
耳
目

令
、
其
超
郡
中
山
常
山
園
、
輸
綴
当
絹
者
：
・
綴
一
疋
（
一
疋
は
四
丈
）
当
絹
六
丈
。
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
従
う
と
綴
二
と
絹
三
と
が
等
し

く
な
る
。
北
貌
に
あ
っ
て
も
一
疋
は
（
幅
二
尺
二
寸
）
長
さ
四
丈
で
あ
る
が
、
納
税
に
あ
た
り
右
の
緩
と
絹
と
の
割
合
が
引
続
き
存
在
し
て
い

た
と
す
る
と
、
緩
七
疋
は
絹
十
匹
半
と
な
る
。
こ
れ
を
大
数
と
し
て
練
七
疋
H

絹
十
匹
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
十
匹
は
自
ら
太
和

十
年
の
税
制
再
改
革
時
以
後
に
現
わ
れ
た
も
の
と
な
る
。
（
親
書
食
貨
志
に
は
、
前
引
の
太
和
八
年
の
賦
税
の
規
定
に
続
く
記
事
の
な
か
に
、

徐
州
な
ど
に
つ
い
て
、
「
貢
綿
絹
及
糸
。
」
と
あ
る
が
、
そ
の
綿
、
糸
は
こ
こ
で
は
一
応
論
外
と
さ
れ
て
い
る
の
で
お
ろ
う
。
）
（
第
二
節
で
引
用

北
貌
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

七



北
貌
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

七

し
た
説
書
食
貨
志
の
「
狭
郷
」
の
記
事
や
右
の
記
事
は
、
当
時
戸
内
の
丁
男
が
通
常
一
人
よ
り
多
か
っ
た
の
を
察
せ
し
め
る
。
）

な
お
、
「
六
尺
絹
」
は
旧
来
難
解
と
さ
れ
て
い
る
。
右
の
全
体
か
ら
、
蒔
虎
子
が
、
例
外
的
に
徐
州
で
百
官
禄
（
絹
）
を
減
少
し
て
も
ら
い

た
い
と
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
か
ら
推
し
て
こ
の
六
尺
は
蓋
し
（
字
形
の
類
似
か
ら
）
百
官
の
文
字
が
誤
ら
れ
た
も
の
で
、
六
尺
絹

を
歳
ご
と
に
匹
に
満
た
さ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
は
、
辺
境
の
百
官
の
禄
と
し
て
の
絹
（
歳
ご
と
に
三
匹
）
を
減
少
し
て
歳
ご
と
に
一
匹

に
満
た
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
の
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
し
こ
の
六
尺
絹
が
他
の
内
容
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
俸
禄
の
絹
の

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

繰
り
返
し
て
い
う
と
、
当
時
の
了
男
は
毎
年
質
絹
一
匹
（
？
）
を
負
担
す
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
夫
婦
で
絹
一
匹
を
負
担
す
べ
き
で

も
あ
っ
た
。
戸
の
負
担
に
そ
れ
ら
の
負
担
を
加
え
る
と
、
－
丁
男
し
か
な
い
戸
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
負
担
の
総
計
は
太
和
八
年
の
百
官
の
俸
禄

制
制
定
時
か
ら
太
和
十
年
の
税
制
改
再
草
時
直
前
ま
で
、
太
和
十
年
の
税
制
再
改
革
時
以
後
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
絹
七
匹
あ
る
い
は
絹
十

匹
を
や
や
こ
え
る
こ
と
に
な
る
。
（
こ
え
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
丁
男
が
た
と
え
無
妻
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
）

し
か
し
、
右
の
幕
虎
子
の
上
疏
は
そ
の
全
体
の
書
き
ぶ
り
か
ら
み
て
、
戸
そ
の
も
の
の
負
担
が
七
綴
占
め
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
構

成
員
が
夫
婦
あ
る
い
は
個
人
と
し
て
も
つ
負
担
を
加
え
た
も
の
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
素
微
小
戸
」
の
七
綴
は
、
戸
の
資
産
対
応
、
「
九
品
混
通
」
の
税
制
期
の
戸
の
税
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
均
額
の
税
制
期
の

戸
の
税
（
つ
ま
り
、
絹
十
匹
）
と
さ
れ
よ
う
。
さ
て
、
上
疏
中
に
「
其
小
郡
太
守
数
戸
而
己
。
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
太
和
十
年
十
一
月
、

戸
数
の
多
少
に
よ
っ
て
州
郡
県
を
上
中
下
に
分
け
、
そ
れ
が
州
郡
県
官
の
俸
禄
の
多
少
を
決
め
た
が
、
そ
の
下
郡
の
こ
と
と
さ
れ
よ
勺
し
か

し
こ
れ
は
そ
の
前
後
と
く
に
後
と
続
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
街
と
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
上
疏
の
原
文
が
も
っ
と
長
か
っ
た
が
そ
れ
が

部
分
的
に
脱
落
し
て
い
る
た
め
生
じ
た
と
す
べ
き
か
で
あ
ろ
う
。
も
し
後
者
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
右
の
上
疏
を
太
和
十
年
（
た
だ
し
、
そ
の
制

定
の
月
は
不
明
）
の
税
制
再
改
革
時
以
後
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
親
書
巻
十
九
中
任
城
王
伝
に
、
太
和
十
年
の
税
制
再
改
革
時
以
後
の
こ
と
と
し
て
、



（
澄
）
又
奏
利
国
済
民
、
所
宜
振
挙
者
十
条
0

・
：
四
日
、
五
調
之
外
、

一
一
小
煩
民
。
任
民
之
力
、
不
過
三
日
。
（
下
略
）

一
夫
一
婦
対
象
の
吊
一
匹
、
粟
二
石
と
、
戸
対
象
の
公
調
五
匹
、
調
外
費
二
匹
、

内
外
百
官
の
俸
禄
三
匹
と
の
五
種
類
の
調
を
指
し
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
太
和
八
年
の
税
制
改
革
時
か
ら
太
和
十
年
の
税
制
再

改
革
時
ま
で
の
戸
の
調
の
粟
二
十
石
、
同
じ
く
戸
の
調
で
百
官
の
俸
禄
の
粟
二
石
九
斗
の
存
在
は
こ
れ
を
想
定
し
が
た
い
。
こ
の
際
、
絹
類
徴

発
が
民
衆
を
最
も
苦
し
め
た
税
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
蒔
虎
子
の
上
疏
は
民
衆
を
苦
し
め
る
も
の
と
し
て
専
ら
絹
類
徴
発
の
重
い
こ
と

を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
主
と
す
る
と
こ
ろ
が
百
官
の
俸
禄
の
絹
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
せ
い
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
全
体

と
あ
る
。
こ
の
五
調
は
、

一
旦
完
成
さ
れ
た
額
で
い
え
ば
、

と
し
て
や
は
り
戸
対
象
均
額
の
絹
類
徴
発
が
民
衆
に
最
も
重
い
負
担
に
な
っ
て
い
る
の
を
察
せ
し
め
る
。
そ
う
す
る
と
、
さ
き
の
辞
虎
子
の
上

疏
が
太
和
十
年
の
税
制
再
改
革
時
以
後
の
も
の
で
あ
る
査
然
性
が
よ
り
高
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
北
説
で
は
太
和
十
年
の
税
制

再
改
革
時
以
後
、
戸
の
資
産
対
応
、
「
九
品
混
通
」
の
税
制
は
出
て
こ
な
い
。

こ
こ
で
改
め
て
や
や
広
い
観
点
か
ら
、
太
和
十
年
の
税
制
再
改
革
時
に
お
け
る
新
税
制
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
親
書
食
貨
志
に
、
前
引
の

よ
う
に
、
太
和
十
年
李
沖
が
三
長
制
と
そ
れ
と
表
裏
一
体
を
な
す
賦
税
制
と
を
行
な
う
べ
き
を
よ
言
し
、
高
祖
が
そ
れ
に
従
っ
た
こ
と
を
記
し

た
の
に
続
い
て
、

於
是
、
遣
使
者
、
行
其
事
。
乃
詔
目
、

凶
同
夫
任
土
錯
貢
、
所
以
通
有
無
。
井
乗
定
賦
、
所
以
均
労
逸
。
有
無
通
、
則
民
財
不
匡
。
労
逸
均
、
則
人
楽
其
業
。
此
自
古
之
常
道

也
。
川
又
隣
旦
郷
党
之
制
、
所
由
来
久
。
欲
使
風
教
易
周
、
家
至
日
見
、
以
大
督
小
、
従
近
及
遠
、
如
身
之
使
手
、
幹
之
総
条
。
然
後

口
算
平
均
、
義
輿
訟
息
。
例
是
以
、
三
典
所
同
随
世
袴
隆
。
弐
監
之
行
、
従
時
損
益
。
故
郷
僑
復
丘
賦
之
術
、
郷
人
献
童
徹
之
規
。
雄

軽
重
不
問
、
而
当
時
倶
適
。

(B) 

自
普
以
来
、
諸
州
戸
口
籍
貫
不
実
。
包
蔵
隠
漏
、
廃
公
間
私
。
富
彊
者
弁
兼
有
余
。
貧
弱
者
側
口
不
足
。

賦
税
斉
等
、
無
軽
重
之
殊
、
力
役
同
科
、
無
衆
寡
之
別
。

(C) 

北
裂
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

七



北
貌
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

ハ
越
智
）

七
四

同
雄
建
九
品
之
格
、
市
豊
騎
之
土
宋
融
。
躍
立
均
輸
之
棺
、
而
謹
績
之
郷
無
異
。

慨。

同山戸

致
使
淳
化
未
樹
、

民
情
倫
薄
。
朕
毎
思
之
、
日
良
懐
深

今
草
旧
従
新
、
為
旦
党
之
法
。
在
所
牧
守
、
宜
以
轍
民
、
使
知
去
煩
即
簡
之
要
。

と
あ
る
。
こ
の
詔
文
の
構
成
は
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
凶
に
あ
っ
て
は
、
何
で
昔
、
土
に
よ
っ
て
一
定
の
賦
を
か
け
た
が
そ
れ
が
常
道
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
、
同
で
隣
皇
郷
党
の
制
が
古
く
か
ら
あ
る
正
し
い
道
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
同
は
内
容
が
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ

る
が
、
蓋
し
か
つ
て
そ
れ
ら
が
い
わ
ば
一
体
化
し
て
行
な
わ
れ
た
が
、
の
ち
そ
れ
が
時
に
よ
っ
て
盛
衰
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
右
の
詔
は
こ
う
し
た
凶
を
い
わ
ば
序
論
と
し
て
本
論
に
入
っ
て
行
く
。
剛
、
側
、
刷
、
闘
は
か
つ
て
第
二
節
で
李
安
世
の
上
疏
に
つ
い

て
見
た
の
と
同
じ
形
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
岡
、
倒
は
（
あ
る
時
期
か
ら
）
新
税
制
を
制
定
す
る
直
前
ま
で
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、

刷
、
倒
は
新
税
制
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
岡
、
側
、
刷
、
岡
は
新
税
制
制
定
の
直
前
ま
で
の
こ
と
、
新
税
制
制
定
に
よ
っ

て
生
す
べ
き
こ
と
、
な
す
べ
き
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
右
の
詔
は
、
賦
税
に
つ
い
て
は
、
旧
来
、
九
品
の
格
と
均
輸
（
輸
税
を
公
平
に
す
る
こ
と
）
の
措
と
を
た
て
て

い
た
、
つ
ま
り
、
戸
を
そ
の
資
産
に
よ
っ
て
一
品
か
ら
九
晶
ま
で
に
分
け
資
産
対
応
の
税
を
貧
富
の
差
を
調
節
し
つ
つ
と
っ
て
い
た
。
し
か
し

そ
こ
で
は
土
地
の
肥
痩
や
桑
地
、
麻
地
の
差
（
給
田
額
の
差
を
含
む
）
を
勘
案
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
民
情
を
か
え
っ
て
悪
く
し
た
。
今
後
は

そ
れ
を
均
等
に
し
よ
う
、
と
し
て
い
る
の
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
い
ま
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
そ
れ
は
賦
税
が
旧
来
の
戸

対
象
資
産
対
応
、
「
九
品
混
通
」
の
も
の
か
ら
、
新
た
に
戸
対
象
均
額
の
も
の
と
夫
婦
対
象
均
額
の
も
の
と
に
代
っ
た
の
を
物
語
っ
て
い
る
と

さ
れ
よ
う
。
さ
て
、
右
で
は
力
役
に
つ
い
て
は
、
旧
来
戸
を
対
象
と
し
戸
内
の
戸
口
（
事
実
上
は
そ
の
丁
男
数
）
の
多
少
に
よ
る
差
別
を
し
て

い
た
が
、
今
後
は
丁
男
対
象
に
カ
役
を
と
る
こ
と
と
す
る
、
と
し
て
い
る
と
受
け
と
れ
る
。
事
実
、
新
ら
し
く
そ
こ
で
う
ち
だ
さ
れ
た
皇
党
の

法
日
三
長
制
は
、
周
知
の
よ
う
に
全
丁
男
を
対
象
に
力
役
ハ
軍
役
を
含
む
）
を
均
等
に
と
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
は
、
そ
こ
に
（
戸
の

な
か
の
）
丁
男
l
夫
婦
対
象
均
額
の
税
が
生
ず
べ
き
一
種
の
必
然
性
の
あ
る
の
を
示
唆
す
る
。



ち
な
み
に
、
親
書
巻
五
十
三
李
沖
伝
に
、

（
前
略
）
著
作
郎
停
思
益
進
目
、
民
俗
既
呉
、
険
易
不
問
。
九
品
差
調
、
為
自
己
久
。

有
常
準
、
賦
有
恒
分
。
萄
蔭
之
戸
可
出
、
健
倖
之
人
可
止
。
何
為
而
不
可
。

一
旦
改
法
、
恐
成
擾
乱
。
太
后
目
、
立
三
長
、
則
課

筆
議
躍
有
希
異
、
然
惟
以
変
法
為
難
。
更
無
異
義
。

遂
立
三

長
。
公
私
便
之
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
い
ま
と
り
あ
げ
て
い
る
太
和
十
年
の
（
三
長
制
及
び
そ
れ
と
表
裏
一
体
を
な
す
）
新
税
制
の
制
定
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

侍
思
益
の
上
一
＝
p
中
に
「
九
品
差
調
、
為
日
巳
久
。
」
と
あ
る
の
は
、
前
引
の
食
貨
志
に

ょ
う
。
（
な
お
、
前
引
の
食
貨
志
に
「
立
均
輪
之
措
」
と
あ
る
の
は
、
同
じ
食
貨
志
に

「
建
九
品
之
格
」

「
九
品
混
通
」

と
あ
る
の
と
実
質
に
お
い
て
一
致
し

と
あ
る
の
と
実
質
に
お
い
て
一
致
し
ょ

う
こ
こ
で
右
の
よ
う
な
、
太
和
十
年
に
一
た
ん
完
成
を
見
た
新
税
制
と
均
田
制
の
土
地
給
附
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

に
い
く
組
の
夫
婦
が
い
る
か
は
不
定
で
あ
お
「
そ
の
各
夫
婦
は
耕
作
す
る
田
土
の
広
さ
も
桑
田
が
そ
こ
に
存
在
す
る
か
ら
不
定
で
あ

一
戸
内

ま
た
、

こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
任
意
に
と
っ
た
あ
る
夫
婦
に
つ
き
、
そ
の

夫
婦
対
象
の
賦
税
と
し
て
の
吊
一
匹
粟
二
石
と
戸
内
に
あ
る
夫
婦
の
数
に
応
じ
て
そ
の
夫
婦
が
負
担
す
べ
き
戸
対
象
均
額
の
吊
十
匹
（
及
び
雑

調
）
の
う
ち
の
し
か
る
べ
き
部
分
を
加
え
た
も
の
と
が
、
均
田
制
の
土
地
給
附
額
と
直
接
的
に
対
応
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
と
う
て
い
考
え
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
、
均
等
の
賦
税
制
は
の
ち
北
斉
や
酉
説
に
な
る
と
変
質
す
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
論
及
し
な
い
こ
と
と
す
る
）
。

ま
た
、
右
の
新
税
制
が
均
田
制
下
の
税
制
と
な
っ
て
い
っ
た
場
合
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
高
い
戸
品
を
も
っ
て
い
た
豪
族

は
新
た
に
一
夫
一
婦
対
象
の
税
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
新
税
制
が
九
品
差
調
を
や
め
た
た
め
、
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
益
を
受
け

た
。
そ
の
益
を
受
け
る
程
度
は
よ
り
富
ん
で
い
る
ほ
ど
大
き
か
っ
た
。
一
方
、
低
い
戸
品
を
も
っ
て
い
た
貧
民
に
と
っ
て
は
前
引
の
幕
虎
子
の

上
疏
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
ぎ
り
ぎ
り
の
生
活
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
国
有
国
が
規
定
通
り
に
授
け
ら
れ
で
も
す
れ
ば
、
あ

る
い
は
多
少
違
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
般
的
に
い
っ
て
そ
の
生
活
は
別
に
楽
に
な
っ
た
と
は
い
え
ぬ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

る
。
そ
れ
だ
け
に
二
戸
で
耕
作
す
る
田
土
の
広
さ
は
不
定
で
あ
る
。

何
れ
に
し
て

北
貌
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

七
五



北
貌
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

ハ
越
智
）

七
六

も
、
均
額
と
い
う
新
税
制
が
富
裕
な
も
の
に
と
っ
て
か
え
っ
て
有
別
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
れ
を
断
定
し
て
殆
ん
ど
誤
り
な
か
ろ
う
。
た
だ
し
、

食
貨
志
に
は
、
「
説
初
、
不
立
三
長
。
故
民
多
蔭
附
。
蔭
附
者
皆
無
官
役
。
豪
茸
微
敬
、
倍
於
公
賦
。
」
と
あ
り
、
続
い
て
前
引
の
太
和
十
年
の

李
沖
の
上
言
を
の
せ
て
い
る
。
豪
族
が
三
長
制
に
よ
っ
て
蔭
附
者
を
検
括
さ
れ
、
一
方
、
蔭
附
し
て
い
た
も
の
が
改
め
て
編
戸
と
し
て
国
家
の

税
役
を
負
担
す
る
と
い
っ
た
点
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
新
制
度
と
税
（
役
）
負
担
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
l
ス
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
だ

け
に
、

右
は
一
応
制
度
的
に
い
え
ば
、
と
い
う
限
定
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
次
稿
以
下
と
の
関
連
を
頭
に
お
い
て
、
家
に
つ
い
て
の
私
見
を
最
小
限
必
要
と
思
う
範
囲
で
述
べ
て
お
く
。
漢
説
晋
南
北
朝
に
お
い

て
使
用
さ
れ
る
家
の
語
は
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
若
干
を
雑
然
と
あ
げ
て
み
る
と
、
小
宗
集
団
の
う
ち
の
親
兄
弟
集
団
（
そ

こ
で
は
親
兄
弟
は
終
世
共
居
共
財
の
関
係
に
あ
る
）
を
示
す
も
の
、
単
に
男
系
の
血
縁
者
（
極
め
て
疎
遠
な
も
の
を
含
む
）
と
い
う
こ
と
だ
け

を
示
し
、
そ
こ
に
は
共
居
共
財
が
全
然
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
も
の
、
非
血
縁
者
集
団
が
単
に
共
財
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
い
わ
れ
る
も

の
、
共
居
共
財
か
否
か
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
従
兄
弟
集
団
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
、
な
ど
が
あ
る
。
し

か
し
、
家
の
な
か
で
最
も
重
要
な
の
は
男
系
の
共
居
共
財
を
基
本
条
件
と
す
る
家
と
、
国
家
権
力
の
民
衆
把
握
の
単
位
と
し
て
の
家
と
で
あ

る
。
前
者
の
家
と
し
て
は
、
夫
婦
の
つ
く
っ
た
家
が
そ
の
死
亡
後
そ
の
子
で
あ
る
兄
弟
そ
れ
ぞ
れ
を
父
と
す
る
家
に
分
裂
し
、

そ
う
し
た
家
が

のま
でた
あそ
る5の
。父

／戸、

母

の
死
亡
後
そ
の
子
で
あ
る
兄
弟
そ
れ
ぞ
れ
を
父
と
す
る
家
に
分
裂
す
る
と
い
う
形
を
く
り
返
し
て
行
く
の
が
基
本
的
な
も

こ
う
し
た
形
態
は
査
し
す
で
に
漢
時
代
に
は
ほ
ぼ
定
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
以
下
、

こ
う
し
た
家
を
「
家
」
と
い
う
）

た
だ
し
、
現
実
に
は
そ
れ
に
傍
系
親
を
含
む
も
の
な
ど
も
φ

め
っ
た
。

一
方
、
後
者
の
家
と
し
て
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
が
、
夫
婦
を
単
位

は
現
実
に
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
）
（
以
下
、
こ
う
し
た
家
を
戸
H
家

と

い

う

）

一

応

そ

れ

を

代

表

す

る

。

こ

の

際
重
要
な
こ
と
は
、
国
家
が
何
故
そ
れ
を
民
衆
把
握
の
単
位
と
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
国
家
が
い
か
な
る
（
儒
教
的
）

と
す
る
も
の
、
家
父
長
制
的
構
成
を
も
つ
も
の
、
戸
籍
制
度
上
の
戸
H
H
家
（
兄
弟
が
終
世
に
わ
た
っ
て
構
成
す
る
が
、
そ
の
全
員
の
共
居
共
財

を
単
位
と
す
る
も
の
が
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
民
衆
を
支
配
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
民
力
酒
養
と
か
ら
ん
で
ど
の
程
度
の
家
を
基
準
と
し
よ
う
と
し
た



の
か
と
い
う
こ
と
、
税
徴
収
に
あ
た
り
ど
の
よ
う
な
形
で
民
衆
を
把
握
す
る
の
が
最
も
有
効
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
な
ど
が
、
そ
の
な
か
の

一
つ
あ
る
い
は
複
数
の
も
の
を
優
先
す
る
形
で
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
（
通
常
）
さ
き
に
一
応
代
表
と
し
て
あ
げ
た
三
つ

の
形
は
互
に
他
を
排
除
す
る
形
で
は
作
用
せ
ず
、
同
時
に
二
つ
あ
る
い
は
三
つ
全
部
が
機
能
す
る
こ
と
も
あ
る
。

と
の
関
連
に
絞
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
漢
時
代
に
お
け
る
前
者
の
出
現
に
は
当
時
の
（
儒
教

的
）
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
か
ら
ん
で
「
兄
弟
の
相
互
扶
助
に
よ
る
窮
乏
化
防
止
｜
流
亡
化
防
止
」
が
現

実
の
問
題
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
国
家
権
力
に
よ
る
収
奪
の
対
象
と
な
る
一
般
民
衆
に
と
っ
て
は
、
い
か

に
し
て
税
役
負
担
を
軽
く
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
現
実
の
関
心
事
で
、
国
家
権
力
の
か
か
げ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
理
念
や
そ
の
変
遷
と
い
っ
た

こ
と
は
さ
し
て
問
題
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
民
衆
が
税
役
負
担
の
な
か
で
生
き
て
行
く
た
め
の
大
き
い
「
抵
抗
手
段
」
は
戸
籍
偽
濫
で
あ
る

が
、
そ
の
現
わ
れ
か
た
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
免
役
の
特
権
を
え
た
と
偽
り
そ
の
「
特
権
」
を
お
し
だ
す
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、

（
北
斉
に
現
わ
れ
た
よ
う
に
、
）
未
婚
の
男
子
に
夫
婦
の
税
の
半
ば
し
か
か
け
な
い
よ
う
に
す
る
と
、
戸
目
家
に
無
妻
の
も
の
が
ふ
え
た
と
い
う

の
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
税
役
制
と
他
の
社
会
情
勢
と
の
関
連
に
お
い
て
、
戸
籍
上
の
戸
H
家
の
構
成
員
を
躍
大
に
す
る
こ
と
も
あ

る
。
さ
て
、
太
和
十
年
の
新
税
制
制
定
時
に
は
、
旧
税
役
制
と
の
か
か
わ
り
あ
い
に
よ
っ
て
戸
H
家
に
は
、
一
般
に
か
な
り
多
く
の
構
成
員
が

い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
新
税
制
は
戸
H
家
と
夫
婦
（
の
家
）
と
を
対
象
と
す
る
が
、
と
く
に
戸
H
家
対
象
の
も
の
は
（
一
般
的
に
い
っ
て
）
重

税
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
戸
u
家
の
構
成
員
数
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
と
く
に
戸
u
家
対
象
の
重
税
は

以
後
民
衆
生
活
を
圧
迫
し
、
恐
ら
く
間
引
き
な
E
に
よ
る
人
ペ
ら
し
や
栄
養
不
良
に
よ
る
天
折
、
子
女
売
却
な
ど
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
現
実

に
戸
1
家
の
構
成
員
が
へ
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
夫
婦
対
象
の
税
を
へ
す
た
め
の
戸
籍
偽
濫
も
盛
ん
と
な
っ
た

こ
こ
で
問
題
を
戸
籍
上
の
戸
1
家
と
「
家
」

こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
彼
ら
は
最
後
的
手
段
と
し
て
は
流
亡
す
る
。
）
こ
う
し
て
、
国
家
の
把
握
す
る
戸
u
家
の
戸
口
比
は
、
現
実
固
と
偽
濫
が
行

な
わ
れ
る
と
い
う
作
為
面
と
が
相
加
わ
っ
て
、
次
第
に
小
さ
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
酉
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
夫
婦
対
象
の
み
の

税
が
主
体
と
な
る
大
き
い
原
因
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
酉
説
に
あ
っ
て
も
、
資
産
に
よ
る
戸
の
品
等
づ
け
が
行
な
わ
れ
る
と
す
れ

北
貌
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

ハ
越
智
〉

七
七



北
貌
の
均
自
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

七
八

ば
、
戸
の
品
等
を
引
き
下
げ
る
べ
く
戸
籍
偽
濫
を
行
な
い
、

べ
き
い
く
組
か
の
夫
婦
が
、
そ
れ
ぞ
れ
戸
H
家
を
構
成
す
ベ
く
戸
籍
を
偽
濫
し
、

一
夫
婦
だ
け
の
戸
1
家
が
多
く
な
る

（
例
え
ば
、
本
来
一
つ
の
戸
H
家
を
構
成
す

そ
れ
と
同
時
に
本
来
一
つ
で
あ
る
べ
き
資
産
を
分
割
し
た
形

を
と
る
）

と
い
っ
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
。

そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
巨
視
的
に
と
り
あ
げ
た
際
、
国
家
の
政
策
と
く
に
税
役
制
度

者
の
「
家
」
と
同
じ
に
な
る
。
そ
の
際
、
巨
視
的
に
み
て
、

は
、
社
会
的
実
態
と
し
て
の
「
家
」
に
も
影
響
を
与
え
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
く
か
っ
深
刻
に
、
戸
H
家
の
人
的
構
成
に
影
響
を

与
え
る
。
（
そ
の
影
響
が
さ
ら
に
逆
に
国
家
の
政
策
を
規
制
す
る
こ
と
も
生
ず
る
。
）
（
お
そ
く
と
も
唐
に
な
る
と
、
戸
籍
制
度
上
の
戸
は
、
前

民
衆
の
生
活
が
向
上
し
た
こ
と
、
国
家
が
民
衆
の
救
之
化
を
防
ぐ
べ
き
手
段
を
と

の
人
的
構
成
の
原
理
と
は
必
ら
．
す
し
も
直
接

っ
た
こ
と
が
関
連
す
る
。
）
要
す
る
に
、
戸
H

家
の
現
実
の
人
的
構
成
の
大
小
、
様
態
と
「
家
」

的
全
面
的
に
は
相
応
じ
な
い
の
で
あ
る
。

む

す

び

あ
る
。 本

稿
は
北
説
の
均
田
制
の
諸
問
題
を
網
羅
的
に
と
り
あ
げ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
の
若
干
を
制
度
を
中
心
と
し
て
と
り
あ
げ
た
も
の
で

い
ま
本
稿
で
述
べ
た
こ
と
、
述
べ
よ
う
と
し
た
こ
と
の
要
点
を
示
す
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

ハ
円
北
説
の
土
地
制
度
と
し
て
の
均
田
制
は
、
ま
ず
固
有
田
を
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
に
源
を
も
ち
、
私
有
田
を
そ
の
対
象
に
含
む
よ
う
に
な
っ

て
成
立
し
た
。
親
書
李
安
世
伝
の
均
田
之
制
は
国
有
田
と
私
有
田
と
の
両
者
を
対
象
と
し
て
い
る
。

U
H

（
李
安
世
伝
に
い
う
）
均
田
之
制
（
均
田
制
）
の
制
定
は
太
和
十
年
の
三
長
制
制
定
よ
り
も
あ
と
で
あ
る
が
、

い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
だ
け
で
、
そ
の
具
体
的
な
年
次
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

太
和
十
四
年
よ
り
あ
と
と

し
か
し
、
恐
ら
く
太
和
十
四
年
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
の
こ
と

で
為
ろ
う
。

伺
均
田
制
に
あ
っ
て
は
、
桑
を
産
し
絹
を
つ
く
る
「
寛
郷
」
を
例
に
と
っ
て
い
え
ば
、
男
子
の
場
合
、
十
五
蔵
に
な
る
と
、
穀
類
を
う
え
る

田
土
と
し
て
、
（
も
と
も
と
国
有
国
で
あ
る
、
露
固
と
し
て
の
）
正
田
、
倍
回
、

三
易
田
を
そ
れ
ぞ
れ
四
十
畝
、

桑
索
機
を
う
（
種
）
え
る
田



土
（
「
種
田
」
）

と
し
て
固
有
田
二
十
畝
が
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
も
の
）

同
も
と
も
と
私
有
田
で
あ
る
桑
田
（
こ
の
桑
田
の
名
称
は
桑
を
産
し
絹
を
つ
く
る
た
め
桑
を
う
え
る
地
方
に
あ
る
田
土
、

に
は
、
穀
物
を
う
え
て
い
た
国
土
と
桑
（
な
ど
）
を
う
え
て
い
た
田
土
と
あ
る
が
、
と
も
に
永
業
固
と
し
て
還
受
の
対
象
に
は
な
ら

と
い
う
意
味
に
出

な
い
。
（
均
田
制
制
定
時
そ
の
所
有
は
無
制
限
に
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
）
と
こ
ろ
で
、
前
者
の
場
合
、
そ
れ
が
四
十
畝
ま
で
で
あ
る
と

そ
の
も
の
の
倍
田
四
十
畝
に
、
そ
れ
と
同
じ
額
だ
け
充
当
さ
れ
る
。
（
桑
田
分
だ
け
倍
田
を
受
け
る
額
が
へ
る
o
）

た
だ
し
、
四
十
畝
を
こ
え
て

も
そ
れ
が
正
田
（
、
三
易
回
）
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
c

後
者
の
場
合
、
そ
の
う
ち
の
二
十
畝
ま
で
が
「
種
目
」
に
充
当
さ
れ
、
二
十
畝

に
不
足
な
ら
不
足
分
だ
け
「
種
田
」
を
授
け
ら
れ
る
。
「
種
目
」
が
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
う
ち
の
二
十
畝
だ
け
は
売
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

二
十
畝
に
不
足
分
は
買
い
た
せ
る
。
二
十
畝
も
っ
て
い
る
と
そ
れ
以
上
買
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

同
麻
田
は
麻
を
産
す
る
地
方
の
固
有
国
で
、
麻
と
穀
類
と
を
う
え
る
。
麻
を
産
す
る
地
方
と
桑
を
産
し
絹
を
つ
く
る
地
方
と
で
は
、

一
丁
男

あ
た
り
の
支
給
固
有
田
総
額
が
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
北
舗
の
均
田
制
で
は
も
と
も
と
耕
作
田
額
と
税
額
と
が
対
応
し
な
い
と
い
う
観

点
か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
（
酉
説
の
麻
田
は
こ
の
麻
田
の
名
残
り
で
あ
る
。
）

同
夫
婦
対
象
の
調
（
税
〉
は
太
和
十
年
の
新
税
制
制
定
時
（
す
な
わ
ち
均
田
制
制
定
時
以
前
）
に
生
じ
て
い
る
。

対
象
の
均
額
の
も
の
に
一
本
化
さ
れ
た
の
を
意
味
し
な
い
。
旧
来
通
り
（
戸
籍
制
度
上
の
）
戸
対
象
の
も
の
も
あ
っ
た
。 し

か
し
そ
れ
は
調
が
夫
婦

た
だ
し
、
旧
来
戸
対

象
の
調
は
資
産
対
応
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
新
税
制
で
は
均
額
の
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
新
税
制
下
、
戸
対
象
均
額
の
も
の
の
方
が

夫
婦
対
象
の
も
の
よ
り
も
一
般
民
衆
を
苦
し
め
た
よ
う
で
あ
る
。

同
北
説
の
均
田
制
は
全
国
の
全
土
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

「
所
有
」
権
は
、
い
ろ
い
ろ
な
制
約
を
加
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
存
続
し
て
い
た
。
こ
れ
は
均
田
制
が
大
土
地
所
有
者
の
団

結
し
た
大
き
い
抵
抗
を
受
け
る
こ
と
な
く
施
行
さ
れ
た
背
景
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
他
面
、
均
田
制
が
恐
ら
く
窮
極
の
目
的

そ
こ
に
は
旧
来
の
私
有
田

（
絹
を
産
す
る
土
地
で
い
え
ば
桑
田
）
の

と
し
た
と
こ
ろ
｜
天
下
の
国
土
の
把
握
ひ
い
て
は
そ
れ
を
通
じ
て
の
人
々
の
把
握
ー
を
始
め
か
ら
形
骸
化
す
る
要
素
を
字
ん
で
い
た
の
を
察
せ

北
磁
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
）

’b 
:;/L 



北
裂
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

八開。

し
め
る
・
も
の
で
あ
る
。

ω私
有
田
と
固
有
田
の
一
部
（
「
種
田
」
）
と
は
と
も
に
永
業
田
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
際
、
そ
の
永
業
は
一
種
の
用
益
権
で
永
業
と

い
う
も
の
自
体
そ
の
用
益
権
の
性
格
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
に
は
国
家
が
最
高
の
地
主
で
あ
る
と
い
う
理
念
の
あ
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
。
（
私
有
国
の
所
有
権
は
そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
用
益
権
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
）
（
国
有
田
に
は
非
永
業
団
H

還
受
田
も
あ
る
が
、

こ
の
還
受
も
ま
た
一
種
の
用
益
権
で
、
還
受
と
い
う
も
の
自
体
そ
の
用
益
権
の
性
格
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
）

な
お
、
筆
者
は
、
北
朝
の
均
田
制
に
関
し
て
は
、
制
度
を
中
心
と
し
た
も
の
と
し
て
、
他
に
「
北
説
に
お
け
る
三
長
制
の
制
定
を
め
ぐ
っ
て

（
仮
題
）
」
、
「
西
魂
・
北
斉
・
北
周
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て
（
仮
題
）
」
の
二
稿
を
将
来
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
北
朝
史
の
全
体
像
の
な
か
に

お
け
る
均
田
制
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
る
の
は
そ
の
あ
と
の
こ
と
と
す
る
。

註

本
稿
で
と
く
に
参
照
し
た
論
文
は
、
堀
敏
一
氏
、
（
臨
時
郡
一
部
鴨
川
棚
）
、
同
氏
、
「
均
田
制
の
成
立

（
上
〉
人
下
）
」
（
醜
縦
一
触
一
1
4
J
R十
）
、
松
本
善
海
氏
、
「
北
貌
に
お
け
る
均
田
－
一
一
一
長
両
制
の
制
定
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
眠
時
鞍
即
時
慨
）
、
西
村

元
佑
氏
、
「
中
国
経
済
史
研

Z
、
池
田
温
氏
、
羽
田
制
上
ハ
世
紀
中
葉
に
お
け
る
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
（
縦
一
郎
町
）
、
松
永
雅
生
氏
、
「
北
貌
の

官
吏
俸
線
制
の
実
施
と
均
田
制
（
お
れ
）
」
（
締
割
当
時
瑚
倣
鮮
一
課
）
、
天
野
元
之
助
氏
、
「
後
貌
の
均
田
制
」
（
純
一
畑
棚
肝
心
一
諜
）
な
ど
で
あ

る
。
（
計
口
受
田
関
係
の
も
の
は
他
の
機
会
に
と
り
あ
げ
る
。
〉

（2
）
貌
書
巻
五
十
四
高
間
伝
に
見
え
る
太
和
十
四
年
秋
の
高
聞
の
上
表
は
、
太
和
十
一
年
秋
の
も
の
の
誤
り
で
あ
る
へ
「
北
貌
に
お
け
る
均
田
・
三
長
）

f

雨
制
の
制
定
を
め
ぐ
っ
て
」
」

が
、
そ
乙
に
は
当
時
す
で
に
北
方
民
淡
を
対
象
と
し
て
土
地
の
分
給
が
あ
っ
た
の
が
察
せ
ら
れ
る
。

ハ
3
）
増
村
宏
氏
、
「
宋
書
王
弘
云
の
同
伍
巴
法
皇
議
」
へ
鹿
児
島
大
学
文
理
学
部
研
究
紀
要
「
文
参
照
。

イ

γ

I

F

科
報
告
」
第
一
集
史
学
篤
第
四
号
、

な
お
、
当
時
、

a
b
e
d
と
あ
る
句
に
お
い
て
、

a
が
d
に
か
か
り
b
が
c
に
か
か
る
乙
と
が
あ
る
。
「
盗
制
・
同
伍
犯
」
と
あ
る
の
は
、
あ
る
い

は
王
弘
の
試
案
が
「
同
伍
犯
・
盗
制
」
の
順
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
が
右
の

a
、
d
の
よ
う
な
形
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
（
し

か
し
、
つ
い
で
「
同
伍
犯
・
盗
制
」
の
順
に
な
っ
た
の
は
、
本
文
で
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
J

（

1
〉

「
北
貌
の
均
回
法
規
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」



「
社
会
経
済
史
学
第
J

「
秦
の
商
戦
の
変
法
を
め
ぐ
っ
て
」
｛
三
十
七
巻
第
四
号
｝
参
照
。

（
5γ

（

6
）
前
掲
、
「
北
朝
の
均
団
法
規
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
参
照
。

（
7
）
別
稿
、
「
西
貌
・
北
斉
・
北
周
の
均
閏
制
を
め
ぐ
っ
て
（
仮
題
）
」

（8
）
前
掲
、
「
北
貌
の
官
吏
俸
線
制
実
施
と
均
田
制
（
そ
の
1
〉
」
参
照
。

（9
）
別
稿
、
「
北
貌
に
お
け
る
三
長
制
の
制
定
を
め
ぐ
っ
て
（
仮
出
国
）
」

（
叩
）
乙
の
巡
い
は
、
本
稿
で
論
ず
る
限
り
に
お
い
て
さ
し
て
重
姿
で
な
い
。

門
口
）
前
掲
、
「
北
貌
に
お
け
る
均
閏
・
三
長
雨
制
の
制
定
を
め
ぐ
っ
て
」
参
照
。

（
ぎ
戸
籍
制
度
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
「
漠
時
代
の
戸
と
家
l
l
主
と
し
て
戸
籍
制
度
而
か
ら
み
た
l
」
（
城
崎
鰍
知
識
坑
）
参
照
。

た
だ
し
、
同
稿
は
改
訂
す
べ
き
部
分
が
二
、
三
あ
る
。

（
日
）
滋
賀
秀
三
氏
、
「
中
国
家
族
法
の
原
理
」
参
照
。

（

4
）
 

H
E、

品叫
b
v

北
貌
の
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

八．



On the Chun-t'ien System of Pei- Wei Period 

Shigeaki OCHI 

This article primarily intends to reexamine the character of sang

t'ien ~83 in the Chi.in-t'ien System of Pei-Wei, and to elucidate that 
was an equal tax on every family (in the census register system) when 
the Chi.in-t'ien System was enforced in Pei-Wei. 

Formerly the sang-t'ien was regarded as the public land (the land 
owned by the state) assigned in order to plant mulberries. But I think 
the sang-t'ien was the private land in the regions where mulberries 
were planted and silk was produced. Sometimes the sang-t'ien meant 
those parts of the public land which were delivered in order to plant 

mulberries. The Chi.in-t'ien System of Pei-Wei was enforced to these 
private lands too. It was the land system applied to all cultivated 

lands of the whole country. Such a system was applied to the private 
land as well as to the public land, but the private ownership of land 
was sanctioned by a fairly large margin even after the enforcement 
of the system. This was the reason why the system could be enforced 

without resistance of powerful clans. At the same time the intention 
of the state power to seize the people by means of land was made 

obscure. 

Formerly the equal tax on every married couple was regarded as the 
fundament of the tax under the Chi.in-t'ien System. But we must not 
neglect that besides there was an equal tax on every family. This equal 
tax was the far greater tax which distrerred the general public. The
refore the family tax was one of the causes of decreased population. 

-3-
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