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は
じ
め
に

　

均
田
制
と
班
田
収
授
制
と
の
比
較
研
究
は
長
い
研
究
史
を
持
つ
が
、
日
唐
の
田
制
の
相
違
を
大
き
く
捉
え
る
際
の
有
力
な
仮
説

の
一
つ
と
し
て
、
以
下
に
記
す
よ
う
な
吉
田
孝
氏
の
説
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
の
均
田
制
が
も
っ
て
い
た
限
田
制
的
要
素
（
田

地
を
調
査
し
て
帳
簿
に
登
録
し
、
田
地
を
占
有
す
る
面
積
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
体
制
）
と
屯
田
制
的
要
素
（
公
田
や
官
田
を
一
定
規
準
で
人
民
に
割

り
つ
け
て
耕
作
さ
せ
る
体
制
）
と
の
二
つ
の
側
面
の
う
ち
、
日
本
の
班
田
収
授
制
は
屯
田
制
的
要
素
の
み
を
継
受
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
隋
唐
の
均
田
制
下
で
は
、
農
民
の
小
規
模
な
開
墾
田
は
、
已
受
田
の
な
か
に
吸
収
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
こ

れ
に
対
し
、
規
定
量
の
熟
田
を
班
給
す
る
シ
ス
テ
ム
に
尽
き
て
い
た
日
本
で
は
、
開
発
田
を
ど
の
よ
う
に
国
家
に
よ
る
管
理
下
に
組

み
込
む
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
墾
田
永
年
私
財
法
は
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
施
策
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
日
本
の
班
田

収
授
制
に
欠
け
て
い
た
限
田
制
的
要
素
を
付
加
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る（

（
（

。
天
聖
令
の
発
見
・
公
表
を
機
会

に
、
こ
の
有
力
説
に
は
ど
の
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
補
強
が
加
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
修
整
が
必
要
か
。
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
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二

は
、
ま
ず
は
天
聖
令
に
よ
っ
て
復
原
の
精
度
が
高
ま
っ
た
唐
令
の
規
定
と
、
敦
煌
・
吐
魯
番
文
書
に
現
れ
て
い
る
田
土
記
載
と
の
関

係
を
検
討
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
天
聖
田
令
に
は
、
制
定
当
時
、
既
に
均
田
制
が
廃
止
さ
れ
て
久
し
か
っ
た
た
め

に
、
多
く
の
〝
不
行
唐
令
〟
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
均
田
制
関
係
条
文
も
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
規
定
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
循
環
論
法
的
で
は
あ
れ
、
規
定
の
趣
旨
を

理
解
す
る
に
は
、
や
は
り
現
実
に
作
成
さ
れ
て
い
た
田
土
登
記
そ
の
他
の
資
料
と
の
対
照
が
必
須
で
あ
ろ
う
。

　

天
聖
令
を
基
に
し
た
唐
田
令
の
復
原
に
つ
い
て
は
、
既
に
い
く
つ
か
の
試
案
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
条
文
排
列
に
つ
い
て
も
議
論

が
進
ん
で
い
る（

（
（

。
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
、
唐
代
の
開
墾
、
あ
る
い
は
再
開
発
と
均
田
制
と
の
関
係
、
さ
ら
に

は
現
存
の
戸
籍
等
に
見
え
る
田
土
登
録
の
あ
り
よ
う
と
均
田
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
天
聖
田
令
の
条
文
を
参
照
し
つ
つ
更
め
て
検

討
を
加
え
、
も
っ
て
日
本
の
班
田
収
授
制
と
唐
の
均
田
制
と
を
比
較
す
る
た
め
の
足
場
固
め
に
し
た
い
と
思
う
。

一　

均
田
法
の
枠
外
の
田
土
の
存
否
を
め
ぐ
っ
て 

―
―
「
自
田
」
の
性
格 

―
―

　

ま
ず
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
唐
代
に
お
い
て
均
田
制
の
枠
外
に
、
隠
田
と
い
う
わ
け
で
は
な
し
に
一
定
度
の
私
的
占
有
を
国
家

が
認
め
る
田
土
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
研
究
史
的
に
よ
り
厳
密
に
は
、「
均
田
法
の
枠
外
の
田
土
」
と
は
、

そ
う
い
う
田
土
が
存
在
し
た
こ
と
を
積
極
的
に
主
張
し
た
山
本
達
郎
氏
の
定
義
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
、
そ
れ
は
即
ち
「
史
料
と
な

る
籍
帳
が
造
ら
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
国
家
が
均
田
制
の
下
で
把
握
し
て
い
て
、
各
戸
或
は
各
人
別
に
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
田
土
以
外
に
、
各
戸
或
は
各
人
が
私
的
に
所
有
し
て
い
る
田
土
（
（
（

」
を
指
し
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
土
地
の
存
否
に
つ
い
て
は
、

も
っ
ぱ
ら
敦
煌
発
見
戸
籍
断
簡
の
田
土
記
載
の
中
の
四
至
に
見
え
る
「
自
田
」
の
語
を
巡
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
以
下
、
簡
単
に
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三
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研
究
史
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

　
「
自
田
」
に
つ
い
て
初
め
て
本
格
的
な
検
討
を
加
え
た
の
は
西
川
正
夫
氏
で
あ
っ
た（

（
（

。
西
川
氏
は
、
仁
井
田
陞
氏
が
紹
介
し
た
天

宝
六
載
戸
籍
残
簡
を
は
じ
め
当
時
知
ら
れ
て
い
た
敦
煌
戸
籍
を
検
討
し
た
結
果
、
四
至
記
載
の
間
に
往
々
に
し
て
矛
盾
が
あ
る
こ
と

に
気
付
い
た
。
例
え
ば
、
①
戸
主
甲
の
戸
籍
所
載
の
已
受
田
の
四
至
に
、
戸
主
乙
の
姓
名
が
記
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
戸
主

乙
の
戸
籍
所
載
の
已
受
田
の
中
に
は
該
当
す
る
田
地
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
類
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
甲
の
戸
籍

に
乙
の
田
土
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
土
地
は
、
乙
が
戸
籍
所
載
の
已
受
田
以
外
に
所
有
し
て
い
る
も
の
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
は
な
い
か
。
そ
の
一
方
で
、
②
戸
籍
所
載
の
已
受
田
の
四
至
に
「
自
田
」
と
記
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
戸
の
已
受
田
の
中
に
は

該
当
す
る
土
地
片
が
見
ら
れ
な
い
例
が
往
々
に
し
て
見
つ
か
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
戸
が
已
受
田
以
外
に
「
自
田
」
と
い
う
地
目
の
土

地
を
持
っ
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
先
に
見
た
①
の
場
合
も
、
乙
が
已
受
田
以
外
に
所

有
し
て
い
る
土
地
は
、「
自
田
」
と
い
う
地
目
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

概
ね
以
上
の
よ
う
な
推
論
を
経
て
西
川
氏
が
た
ど
り
つ
い
た
結
論
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

（
１
）
各
戸
主
の
戸
籍
所
載
の
已
受
田
以
外
に
、
多
く
の
戸
が
「
自
田
」
を
所
有
し
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
敦
煌
戸
籍
に
お
い
て
、
各
戸
主
の
戸
籍
所
載
の
已
受
田
の
四
至
に
記
さ
れ
た
「
自
田
」
と
は
、
一
般
的
に
各
戸
が
已
受
田

以
外
に
所
有
し
て
い
た
田
―
―
即
ち
均
田
法
の
枠
外
に
存
在
し
た
田
と
し
て
「
自
田
」
と
表
現
さ
れ
る
―
―
を
示
し
て
い
た

も
の
と
理
解
で
き
る
。

（
３
）
已
受
田
の
四
至
に
記
さ
れ
た
「
自
田
」
と
称
さ
れ
る
田
は
、
已
受
田
と
は
当
時
そ
の
所
有
観
念
に
差
異
を
有
す
る
田
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
所
有
観
念
の
相
違
は
、
一
段
に
括
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
あ
る
永
業
田
と
口
分
田
の
所

有
観
念
の
相
違
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
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四

（
４
）
こ
れ
ら
各
戸
の
「
自
田
」
は
、
戸
籍
所
載
の
已
受
田
の
四
至
に
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、
唐
朝
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
現

実
に
は
そ
の
存
在
を
容
認
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

以
上
が
西
川
氏
の
検
討
結
果
の
大
要
で
あ
る
が
、
氏
は
こ
の
よ
う
な
「
自
田
」
が
存
在
し
た
と
主
張
す
る
一
方
で
、
戸
籍
所
載
の

已
受
田
の
四
至
記
載
に
は
、
明
ら
か
に
既
に
故
人
と
な
っ
た
者
の
田
地
と
判
断
で
き
る
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
指
摘
し
た

た
め
、
問
題
の
「
自
田
」
は
均
田
制
に
お
け
る
退
田
と
給
田
と
の
間
隙
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
地
目
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。

　

早
い
時
期
に
そ
の
疑
問
を
重
視
し
、
西
川
説
に
批
判
を
加
え
た
の
が
西
嶋
定
生
氏
で
あ
る
。
即
ち
西
嶋
氏
は
、
大
谷
探
検
隊
将
来

文
書
に
含
ま
れ
て
い
た
開
元
末
年
の
退
田
文
書
・
給
田
文
書
に
つ
い
て
検
討
す
る
過
程
で
問
題
の
「
自
田
」
に
触
れ
、
も
し
西
川
氏

の
提
説
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
「
均
田
法
そ
の
も
の
が
唐
代
土
地
制
度
に
お
い
て
占
め
る
地
位
も
再
考
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
ま
た
律
令
体
系
の
全
体
に
つ
い
て
も
再
検
討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
（
（

」
と
し
た
う
え
で
、
律
令
の
規
定
が
籍
外

の
土
地
所
有
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
、
容
認
さ
れ
た
籍
外
の
占
田
の
存
在
を
示
す
唐
代
の
史
料
が
他
に
見
え
な
い
こ
と
、
敦
煌
戸
籍

の
「
自
田
」
の
多
く
は
官
に
よ
っ
て
開
削
さ
れ
た
渠
に
よ
っ
て
灌
漑
さ
れ
た
は
ず
で
、
官
水
に
依
存
す
る
田
が
籍
外
の
容
認
地
と
は

考
え
が
た
い
こ
と
、
等
々
の
難
点
を
挙
げ
て
批
判
を
加
え
、
西
州
戸
籍
に
見
え
る
「
自
至
」
は
、
退
田
簿
を
作
成
し
、
そ
れ
を
転
写

し
て
給
田
簿
を
作
成
す
る
と
い
う
過
程
に
お
い
て
、
恐
ら
く
は
退
田
簿
作
成
の
際
に
行
わ
れ
た
だ
ろ
う
四
至
の
書
き
換
え
に
は
多
く

の
困
難
が
伴
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
ゆ
え
、「
戸
籍
の
田
籍
部
分
の
四
至
記
載
は
、
か
な
ら
ず
し
も
現
実
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
く
、

前
退
田
者
の
四
至
、
あ
る
い
は
帰
属
未
決
定
の
状
態
の
四
至
を
記
載
し
た
も
の
が
あ
り
う
る
（
（
（

」
の
で
あ
っ
て
、
西
川
氏
が
挙
げ
た
よ

う
な
四
至
記
載
の
不
整
合
は
、
専
ら
こ
れ
が
原
因
で
は
な
い
か
と
考
え
、
従
っ
て
「
自
田
」「
自
至
」
と
は
、
過
去
の
田
主
の
自
己

已
受
田
で
あ
っ
た
可
能
性
が
か
な
り
大
き
い
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
、
と
し
た
。
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そ
の
後
、
均
田
制
の
枠
外
の
田
土
の
存
在
を
積
極
的
に
論
証
し
よ
う
と
し
た
の
が
山
本
達
郎
氏
で
あ
る
。
氏
は
先
ず
戸
籍
記
載
の

已
受
田
四
至
記
載
は
、
退
田
の
際
で
は
な
く
、
給
田
の
後
に
隣
接
関
係
を
示
す
よ
う
に
書
き
変
え
ら
れ
た
と
す
る
方
が
無
理
が
な
い

こ
と
を
論
じ（

（
（

、
つ
い
で
、「
自
田
」
が
四
至
記
載
に
現
れ
る
戸
の
已
受
田
の
組
み
合
わ
せ
を
一
つ
一
つ
検
証
し
て
い
っ
た
結
果
、
か

つ
て
西
川
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、
や
は
り
当
該
戸
の
已
受
田
の
中
に
は
、
そ
の
戸
の
「
自
田
」
が
入
る
余
地
が
な
い
場
合
が
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た（

（
（

。
池
田
温
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
戸
籍
記
載
の
已
受
田
四
至
は
、
基
本
的
に
は
そ
の
戸
の
戸
主
が
提
出
し
た
手
実
に

よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら（

（
（

、
た
と
え
四
至
記
載
の
う
ち
に
既
に
死
亡
し
た
人
物
が
出
現
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も

自
己
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
筈
の
「
自
田
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
単
な
る
前
籍
の
転
記
で
あ
る
可
能
性
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
る

の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
山
本
氏
は
そ
の
後
、
自
説
に
対
す
る
批
判
に
反
論
し
つ
つ（
（（
（

、
敦
煌
戸
籍
の
「
自
田
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
均
田
法
の
枠

外
の
特
別
な
性
格
の
田
土
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
均
田
法
の
枠
内
で
戸
主
自
ら
が
所
有
し
て
い
た
田
を
指
す
と
限
る
も
の
で

も
な
く
、
枠
内
・
枠
外
の
何
れ
の
田
を
指
す
場
合
も
あ
っ
て
、
あ
る
地
段
の
隣
接
地
に
そ
の
地
段
を
所
有
し
て
い
る
同
じ
戸
主
の
土

地
が
あ
る
と
い
う
隣
接
関
係
を
表
す
だ
け
の
言
葉
で
あ
り
、
土
地
の
種
類
や
法
的
な
性
格
を
示
す
表
現
で
は
な
い
」「
総
て
の
『
自

田
』
を
均
田
制
の
枠
内
の
田
で
あ
る
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
共
に
、
総
て
を
枠
外
の
田
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
「
均
田
制
の
枠
外
に
私
有
地
と
見
る
べ
き
土
地
が
存
在
し
た
事
実
を
認
め
ざ
る
を
得
な

い
」
と
し
た（
（（
（

。
た
だ
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
複
雑
な
概
念
規
定
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
根
拠
と
し
た
考
課
令
の
復
原

に
誤
り
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
山
本
氏
の
「
自
田
」
概
念
を
よ
り
単
純
化
し
、「
該
戸
所
有
の
均
田
法
の
枠
外
の
田
土
」
と
考
え
る
こ

と
が
一
般
化
し
て
い
る（
（（
（

。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
「
自
田
」
を
認
め
る
こ
と
は
、
即
、
国
家
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
な
い
田
土
が
存
在
し
た
こ
と
を
認
め
る
こ
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と
と
な
り
、
し
か
も
戸
籍
上
に
頻
出
す
る
よ
う
に
膨
大
に
存
在
し
た
に
し
て
は
、
律
令
上
、
あ
る
い
は
在
地
の
文
書
の
中
に
そ
の
記

述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
山
本
氏
の
四
至
記
載
の
分
析
で
は
、
地
段
の
大
き
さ
や
形
状
を
考
慮
し
て
い
な
い
（
で
き
な
い
）
こ

と
な
ど
方
法
的
な
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
自
田
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

西
嶋
氏
の
疑
問
は
氷
解
し
て
い
な
い
の
も
事
実
で
あ
り
、
杉
山
佳
男
氏
の
よ
う
に
山
本
説
を
認
め
な
い
考
え
方
は
依
然
と
し
て
有
力

と
言
え
よ
う（
（（
（

。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
山
本
氏
の
一
連
の
研
究
に
つ
い
て
、
例
え
ば
池
田
温
氏
は
肯
定
的
に
紹
介
し
、「
次
の
問
題
は
已
受
田
以

外
の
田
の
性
格
如
何
、
全
田
地
中
に
占
め
る
そ
の
比
重
は
い
か
ほ
ど
か
と
な
ろ
う
。
著
者
（
山
本
氏
＝
坂
上
注
）
は
已
受
田
を
均
田
制

の
枠
内
の
田
、
已
受
田
以
外
に
各
戸
の
所
有
す
る
田
を
枠
外
の
田
と
し
て
と
ら
え
る
。
こ
の
枠
外
の
田
は
戸
等
の
決
定
に
際
し
そ
の

面
積
が
斟
酌
さ
れ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
決
し
て
単
な
る
漏
地
・
隠
田
で
は
な
く
、
官
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
土
地
で
、
し
か

も
官
田
で
は
な
い
各
戸
の
私
有
地
と
な
る
。
こ
の
枠
外
の
田
の
法
的
性
格
を
ど
の
よ
う
に
著
者
が
理
解
さ
れ
、
当
代
の
土
地
制
度
全

体
の
中
に
い
か
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
（
（（
（

」
が
今
後
の
課
題
と
し
た
。
た
だ
、
池
田
氏
の
書
評
で
は
、
山
本
氏
が
「
均
田
制
の
枠
外
」

と
表
現
し
て
い
る
も
の
を
、
慎
重
に
「
已
受
田
の
枠
外
」
と
言
い
換
え
て
い
る（
（（
（

こ
と
は
、
注
意
を
必
要
と
す
る（
（（
（

。

　

そ
の
池
田
氏
は
、
後
に
ソ
聯
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
学
研
究
所
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
支
所
（
当
時
）
所
蔵
の
敦
煌
県
退
田
簿
長
巻
（
天

宝
一
〇
載
前
後
？
）
に
現
れ
て
い
る
「
自
田
」
に
つ
い
て
、「
一
応
地
段
所
在
が
同
一
で
相
互
に
〝
自
田
〟
隣
接
を
満
足
さ
せ
る
も
の

を
已
受
田
と
認
め
、
同
一
所
在
に
一
段
し
か
な
い
ば
あ
い
の
自
田
を
已
受
田
以
外
と
認
め
た
」
上
で
、「
已
受
田
と
認
め
ら
れ
る
自

田
」
六
段
、「
已
受
田
以
外
の
自
田
」
二
四
段
、「
已
受
田
か
否
か
未
詳
の
自
田
」
二
七
段
を
数
え
上
げ
、「
已
受
田
以
外
の
自
田
の

半
ば
は
、
本
来
已
受
田
で
あ
っ
た
可
能
性
を
否
定
し
得
な
い
。
し
か
し
、
一
部
に
已
受
田
以
外
の
別
の
〈
自
田
〉
が
存
し
た
と
い
う

山
本
論
文
の
主
張
の
基
調
は
、
本
簿
デ
ー
タ
に
も
適
用
さ
れ
得
よ
う
」
と
結
ん
だ（
（（
（

。
池
田
氏
の
見
解
で
は
、
帰
属
に
関
し
て
は
性
格
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の
異
な
る
二
種
以
上
の
「
自
田
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

な
お
、
池
田
氏
の
ほ
か
に
滋
賀
秀
三
氏
も
「
制
度
的
に
は
何
ら
の
名
目
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
私
有
の
田
（
均
田
制
枠
外
の
田
）
が
、

事
実
上
、
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
敦
煌
戸
籍
残
簡
に
記
載
さ
れ
た
田
の
四
至
の
分
析
か
ら
殆
ん
ど
動
か
し
難

く
論
証
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

」
と
し
て
、
西
川
正
夫
氏（
（（
（

と
山
本
達
郎
氏（
（（
（

の
論
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
均
田
制
な
い
し
已
受

田
の
枠
外
に
田
土
が
存
在
し
、「
自
田
」
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
説
も
、
か
な
り
有
力
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
均
田
制
の
枠
外
の
田
土
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
現
在
、
日
本
古
代
史
学
界
で
最
も
有
力
と
さ
れ
て
い
る（
（（
（

吉
田
孝
氏

に
よ
る
日
本
の
班
田
制
と
唐
の
均
田
制
と
の
比
較
研
究
の
成
果
に
重
大
な
欠
陥
が
生
じ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
即
ち
吉
田
氏
は
、

「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
唐
の
均
田
制
は
、
限
田
制
的
要
素
と
屯
田
制
的
要
素
の
両
方
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
あ
り
、

丁
男
の
応
受
田
額
を
永
業
田
二
〇
畝
・
口
分
田
八
〇
畝
の
合
計
一
〇
〇
畝
と
す
る
の
は
、
一
種
の
理
想
で
あ
っ
て
、
現
実
に
は
已
受

田
額
は
応
受
田
額
を
遙
か
に
下
回
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
際
に
丁
男
が
開
墾
し
た
土
地
は
、
は
じ
め
に
永
業
田
に
、
つ
い
で

口
分
田
に
振
り
充
て
ら
れ
て
い
く
、
こ
う
い
う
意
味
で
唐
の
均
田
制
は
、
墾
田
を
均
田
制
の
中
に
十
分
吸
収
で
き
る
体
制
だ
っ
た
の

で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
班
田
制
は
、
限
田
制
的
要
素
を
組
み
込
ま
ず
、
熟
田
の
み
を
割
り
当
て
た
の
で
あ
っ
て
、
墾
田
を

班
田
制
に
吸
収
す
る
す
べ
を
、
少
な
く
と
も
律
令
の
条
文
上
で
は
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
墾
田
永
年
私
財
法
は
、
実
質

的
に
唐
の
均
田
制
の
シ
ス
テ
ム
の
限
田
制
的
要
素
を
取
り
入
れ
、
墾
田
を
国
家
の
掌
握
下
に
置
く
こ
と
に
な
っ
た
と
主
張
し
た
。
こ

の
説
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
日
本
に
お
け
る
律
令
制
の
展
開
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
に
ま
で
波
及
し
て
い
る（
（（
（

。
筆
者
も
か

つ
て
、
唐
代
均
田
制
下
の
庶
民
の
墾
田
は
已
受
田
に
吸
収
さ
れ
た
と
す
る
考
え
方
は
、
天
聖
令
の
発
見
に
よ
っ
て
、
よ
り
確
か
ら
し

い
も
の
に
な
っ
た
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る（
（（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
山
本
説
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
唐
に
あ
っ
て
は
均
田
制
の
枠
外
に
田
土
が
存
在
し
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
山
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本
氏
は
基
本
的
に
は
沈
黙
す
る
も
の
の
、
後
に
取
り
上
げ
る
よ
う
に
開
発
も
そ
の
由
来
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
も
し
も
墾
開
地
が
均
田
制
の
枠
外
に
置
か
れ
る
な
ら
ば
、
墾
開
地
は
基
本
的
に
均
田
制
の
枠
内
に
吸
収
さ
れ
る
と
し
て
展

開
さ
れ
た
吉
田
氏
の
日
唐
比
較
研
究
の
前
提
が
崩
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
次
第
で
、
唐
に
あ
っ
て
均
田
制
の
枠
外
の
田
地
が
存
在

し
た
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
日
本
古
代
史
の
研
究
に
と
っ
て
も
重
要
な
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

二　

天
聖
田
令
荒
廃
条

　

均
田
制
の
枠
外
の
田
土
が
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
天
聖
田
令
の
条
文
の
理
解
に
も
大
き
く
関
わ
る
。
日
本
の
養
老
田
令

の
荒
廃
条
は
、
墾
開
地
の
取
り
扱
い
を
論
じ
る
際
の
重
要
な
史
料
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
宝
令
の
復
原
が
困
難
な
こ
と
で
有

名
で
あ
る
が
、
こ
の
条
文
の
も
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
唐
令
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
従
来
全
く
の
断
片
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
天
聖
令
の
発
見
に
よ
り
、
開
元
二
五
年
令
に
お
け
る
問
題
の
条
文
が
そ
っ
く
り
解
明
さ
れ
た
。

唐
（（　

諸
公
私
田
荒
廃
三
年
以
上
、
有
二

能
借
佃
者
一、
経
二

官
司
一

申
牒
借
レ

之
、
雖
二

隔
越
一

亦
聴
。
易
田
于
二

易
限
之
内
一

不
レ

在
二

借
（
（（
（

限
一。
私

田
三
年
還
レ

主
、
公
田
九
年
還
レ

官
。
其
私
田
雖
二

廃
三
年
一、
主
欲
二

自
佃
一、
先
盡
二

其
主
一。
限
満
之
日
、
所
レ

借
人
口
分
未
レ

足
者
、
官
田
即
聴
レ

充
二

口
分
一、
若
当
県
受
田
悉
足
者
、
年
限
雖
レ

満
、
亦
不
レ

在
二

追
限
一。
応
レ

得
二

永
業
一

者
、
聴
レ

充
二

永
業
一。
私
田
不
レ

合
。
其

借
而
不
レ

耕
、
経
二

二
年
一

者
、
任
有
力
者
借
レ

之
、
即
不
二

自
加
功
一

転
分
二

与
人
一

者
、
其
地
即
迴
二

借
見
佃
之
人
一。
若
佃
人

雖
二

経
レ

熟
訖
一、
　

三
年
之
外
不
レ

能
二

耕
種
一、
依
レ

式
追
収
、
改
給（
（（
（

。

　

試
み
に
現
代
日
本
語
に
訳
し
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

公
田
で
あ
れ
私
田
で
あ
れ
、
荒
廃
し
て
三
年
（
三
六
〇
日
×
三
）
以
上
経
っ
た
場
合
、
そ
の
地
を
借
り
て
耕
作
す
る
こ
と
を
希
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望
す
る
者
は
、
官
司
に
申
し
出
て
そ
の
土
地
を
借
り
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
荒
廃
地
と
自
己
の
既
占
有
地
と

が
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
借
り
よ
う
と
す
る
荒
廃
地
ど
う
し
が
、
互
い
に
離
れ
て
い
て
も
構
わ
な
い
。〈
但
し
荒
廃
し
て
い
る

土
地
が
易
田
で
あ
る
場
合
に
は
、
休
耕
中
と
し
て
荒
廃
さ
せ
て
お
い
て
構
わ
な
い
期
間
は
、
こ
れ
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
な

い
。〉
荒
廃
地
が
も
と
も
と
私
田
で
あ
っ
た
場
合
は
、
借
り
て
か
ら
三
年
経
っ
た
ら
本
来
の
所
有
者
に
返
還
し
、
も
と
も
と
公

田
で
あ
っ
た
場
合
は
、
借
り
て
か
ら
九
年
経
っ
た
ら
官
に
返
還
せ
よ
。
な
お
私
田
の
場
合
、
三
年
間
荒
廃
さ
せ
て
い
た
と
し
て

も
、
本
来
の
所
有
者
が
再
度
耕
作
し
て
み
よ
う
と
い
う
場
合
に
は
、
ま
ず
は
そ
の
人
に
耕
作
す
る
権
利
を
与
え
よ
。（
再
開
発
を

申
請
し
た
場
合
の
）
占
有
期
間
（
私
田
な
ら
三
年
、
公
田
な
ら
九
年
）
を
過
ぎ
て
も
、
借
り
て
再
開
発
し
た
人
の
口
分
田
が
未
だ
規
定

量
に
達
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
借
り
た
土
地
が
元
来
官
田
で
あ
れ
ば
、
借
り
た
人
の
口
分
田
に
組
み
込
め
。〈
も
し
当
該
田

地
の
所
在
県
で
口
分
田
が
み
な
規
定
通
り
行
き
渡
っ
て
い
る
場
合
は
、
再
開
発
し
て
九
年
と
い
う
期
限
が
す
ぎ
て
も
、
没
収
し

て
官
田
に
組
み
込
む
こ
と
は
し
な
い
。
も
し
再
開
発
者
の
永
業
田
が
規
定
に
達
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
人
の
永
業
田
に

組
み
込
む
こ
と
を
許
す
〉
た
だ
し
、
も
と
も
と
私
田
の
場
合
に
は
、
い
か
な
る
事
情
が
あ
っ
て
も
、
再
開
発
地
は
、
本
来
の
所

有
者
に
返
還
せ
よ
。
官
司
に
荒
廃
地
の
再
開
発
を
届
け
出
た
と
し
て
も
、
二
年
経
っ
て
も
再
開
発
に
着
手
し
な
い
場
合
に
は
、

他
の
有
力
者
が
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
再
開
発
を
申
請
し
て
許
可
さ
れ
た
者
が
自
ら
再
開
発
に
着
手
せ
ず
、
他
人
に
そ

の
荒
廃
地
を
貸
し
て
再
開
発
さ
せ
た
場
合
に
は
、
そ
の
土
地
に
関
す
る
上
記
の
権
利
は
、
現
に
耕
作
し
て
い
る
人
の
も
の
と
す

る
。
た
と
え
土
地
を
借
り
た
人
が
再
開
発
を
成
し
遂
げ
て
収
穫
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
三
年
を
過
ぎ
て
耕
作
す
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
土
地
は
規
定
ど
お
り
に
没
収
し
、
改
め
て
口
分
田
と
し
て
班
給
す
る
。

　

い
ち
早
く
本
条
の
意
義
を
論
じ
た
楊
際
平
氏
は
、
こ
の
条
文
の
「
私
田
」
は
他
の
律
令
の
条
文
に
見
え
る
「
私
田
」
と
共
通
す
る

も
の
で
あ
り
、
口
分
田
・
永
業
田
以
外
の
私
的
田
土
の
存
在
が
立
証
さ
れ
る
と
論
じ
、
戸
籍
に
記
さ
れ
て
い
る
「
自
田
」
は
こ
の
私
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的
田
土
の
こ
と
で
あ
る
と
し
た（
（（
（

。
こ
の
理
解
に
立
つ
楊
氏
は
、
こ
う
い
っ
た
私
的
田
土
の
主
要
な
来
源
を
、
永
業
田
の
転
化
と
見
て

い
る（
（（
（

。

　

し
か
し
こ
の
説
は
、
口
分
田
・
永
業
田
以
外
に
私
田
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
論
証
と
し
て
は
成
立
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
律
令
条
文
に
見
え
る
「
私
田
」
の
中
に
は
口
分
田
・
永
業
田
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
早
く
仁
井
田
陞
氏
に
よ
っ
て

論
証
さ
れ
て
お
り（
（（
（

、
こ
の
こ
と
に
異
説
は
無
い
か
ら
で
あ
る
。
問
題
の
開
元
二
五
年
田
令
荒
廃
条
の
「
私
田
」
も
、
そ
の
中
に
口
分

田
を
含
む
と
解
し
て
何
ら
問
題
を
生
じ
な
い
し
、「
私
田
」
が
合
法
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
れ
ば
、
新
発
見
の
田

令
条
文
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
戸
婚
律
以
下
の
律
条
で
十
分
に
証
明
で
き
る（
（（
（

。

　

し
か
し
、
新
発
見
の
田
令
荒
廃
条
は
、
確
か
に
均
田
制
の
枠
外
の
田
土
の
性
格
を
考
え
る
際
の
ヒ
ン
ト
を
提
示
し
て
は
い
る
。
そ

れ
は
、「
借
荒
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。

三　

借
荒

　

山
本
氏
が
均
田
制
の
枠
外
に
田
土
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
論
証
に
用
い
た
史
料
の
一
つ
に
唐
考
課
令
の
条
文
が
あ
る
。

諸
州
県
官
人
、
撫
育
有
レ

方
、
戸
口
増
益
者
、
各
准
二

見
在
戸
一、
為
二

十
分
一

論
。
毎
レ

加
二

一
分
一、
刺
史･

県
令
、
各
進
二

考
一
等
一

（
中
略
）
其
有
下

勧
二

課
田
農
一、
能
使
二

豊
殖
一

者
上、
亦
准
二

見
地
一、
為
二

十
分
一

論
、
加
二

二
分
一、
各
進
二

考
一
等
一、
毎
レ

加
二

二
分
一、
進
二

一
等
一。
此
為
下

永
業
口
分
之
外
、
別
能
墾
二

起
公
私
荒
田
一

者
上。
其
有
下

不
レ

加
二

勧
課
一、
以
致
二

減
損
一

者
上、
損
二

一
分
一

降
二

考
一
等
一。
毎
レ

損
二

一

分
一

降
二

一
等
一

。
謂
、
永
業
口
分
之
外
、
有
二

荒
廃
一

者
。（
下
略
）。

（『
唐
令
拾
遺
』
考
課
令
三
六
〔
開
二
五
〕）
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こ
の
条
文
を
掲
げ
た
山
本
氏
は
、
開
墾
・
減
損
の
二
つ
の
場
合
と
も
に
「
問
題
と
し
て
い
る
の
は
『
永
業
口
分
之
外
』
の
土
地
な

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
籍
帳
の
類
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
永
業
・
口
分
以
外
の
田
土
な
の
で
あ
る
か
ら
、
均
田
制
の
枠
外
の
田
土
と

解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
」、
特
に
「
墾
起
し
て
で
き
た
農
地
に
関
し
て
は
、
荒
田
で
あ
っ
た
時
の
公
私
の
田
の
区
別
を
無
く

し
て
、
全
部
を
公
有
に
し
た
場
合
や
、
全
部
を
私
有
に
し
た
場
合
を
考
え
る
こ
と
が
或
は
出
来
る
か
も
知
れ
ず
、
そ
の
総
て
を
枠

内
の
田
地
と
し
て
編
入
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
か
も
知
れ
な
い
が
」、
減
損
の
場
合
は
、「
既
に
存
在
し
て
い
る
農
地
の
減
少
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
田
土
の
公
私
の
性
格
に
関
し
て
、
そ
れ
が
変
更
さ
れ
た
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が

な
い
」
の
で
あ
り
、「
永
業
・
口
分
の
外
の
荒
廃
あ
る
も
の
と
い
う
田
土
は
、
枠
外
に
あ
っ
た
私
有
の
田
地
を
指
し
て
い
る
と
解
す

べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
の
上
で
か
つ
て
西
川
氏
も
参
照
し
た
『
唐
六
典
』
巻
三
倉
部
郎
中
員
外
郎
条
の
「
凡
王
公
已
下
、

毎
年
戸
別
、
拠
二

已
受
田
及
借
荒
等
一、
具
二

所
レ

種
苗
頃
畝
一、
造
二

青
苗
簿
一

」
を
引
用
し
て
、
こ
こ
で
い
う
「
借
荒
等
」
は
、
戸
籍
に

載
っ
て
い
な
い
枠
外
の
田
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、「
借
荒
等
」
と
表
現
さ
れ
た
土
地
の
中
に
は
、
本
来
民
戸
が
所
有
し
て
い
た
已
受

田
以
外
の
所
有
地
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
甚
だ
強
い
の
で
は
な
い
か
、
と
し
た（
（（
（

。
か
つ
て
西
川
氏
は
、
同
じ
条
文
を
参
照
し
つ

つ
、「
自
田
」
を
均
田
法
の
内
包
す
る
論
理
と
は
背
馳
す
る
地
税
・
戸
税
の
体
系
と
関
連
す
る
可
能
性
の
高
い
も
の
と
し
て
見
た
う

え
で
、「
自
田
」
と
借
荒
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
が（
（（
（

、
山
本
氏
は
必
ず
し
も
そ

う
い
っ
た
趨
勢
と
は
関
係
づ
け
ず
、
已
受
田
以
外
の
田
の
一
例
と
し
て
「
借
荒
」
を
挙
げ
、
こ
れ
と
「
自
田
」「
自
至
」
と
の
間
に

関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
傍
線
を
附
し
た
減
損
に
つ
い
て
の
「
永
業
口
分
之
外
」
は
『
唐
令
拾
遺
』
の
誤
刻
で
あ
り
、「
永
業
口
分
之
内
」
と

す
べ
き
事
が
判
明
し
た（
（（
（

。
従
っ
て
本
条
文
は
、
山
本
氏
の
よ
う
に
複
雑
に
解
釈
す
る
必
要
は
無
く
（
こ
の
条
文
の
誤
解
が
、
山
本
氏
に
よ

る
前
述
の
「
枠
外
田
土
」
の
定
義
の
複
雑
さ
の
一
因
と
な
っ
て
い
た
）、
州
県
が
把
握
し
て
い
る
永
業
田
・
口
分
田
以
外
に
公
私
の
荒
田
を
再
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開
発
し
た
場
合
に
は
刺
史
・
県
令
の
功
と
し
、
現
に
州
県
が
把
握
し
て
い
る
永
業
田
・
口
分
田
を
荒
廃
さ
せ
た
場
合
に
は
刺
史
・
県

令
の
過
と
す
る
と
い
う
規
定
と
な
る（
（（
（

。
そ
も
そ
も
、
も
と
も
と
の
『
唐
令
拾
遺
』
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、「
永
業
・
口
分
之
外
」
に
あ

る
田
を
荒
廃
さ
せ
た
地
方
官
は
成
績
が
落
と
さ
れ
る
と
い
う
規
定
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
よ
り
重
大
な
「
永
業
・
口
分
之
内
」
の
田

を
荒
廃
さ
せ
た
場
合
の
処
置
を
記
さ
な
い
と
い
う
、
極
め
て
不
自
然
な
規
定
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

従
っ
て
こ
の
条
文
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
永
業
田
・
口
分
田
」
以
外
に
、「
公
荒
田
」
の
み
な
ら
ず
「
私
荒
田
」
が
あ
る
こ
と
に

な
ろ
う
が
、
こ
の
「
私
荒
田
」
の
中
に
は
、
一
旦
開
発
し
た
が
そ
の
後
荒
廃
し
た
勲
田
・
賜
田
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、

敢
え
て
均
田
制
の
枠
外
の
田
土
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
条
文
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
墾
起
の

対
象
と
し
て
（
永
業
田
・
口
分
田
以
外
の
）「
公
私
荒
田
」
の
み
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
無
主
の
「
荒
地
」
や
「
空
閑
地
」
の
開
発
が
想

定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
方
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
後
に
取
り
上
げ
る
。

　

新
発
見
の
荒
廃
条
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
敦
煌
戸
籍
の
四
至
記
載
の
分
析
を
通
じ
て
検
討
さ
れ
て
き
た
「
均
田
制
の
枠
外
の
田

土
」
の
問
題
に
、
今
ま
で
と
は
違
っ
た
角
度
か
ら
取
り
組
む
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
従
来
の
学
説
で
い
う
「
均
田
法
の
枠
外
」
と

「
已
受
田
の
枠
外
」
と
の
間
に
特
殊
な
地
目
を
設
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
特
殊
な
地
目
の
一
つ
に
、
山
本

氏
も
想
定
し
た
「
借
荒
」
地
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
こ
れ
が
本
節
の
課
題
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
問
題
を
単
純
化
し
て
論
じ
る
た
め
に
、
官
田
（
公
田
）
を
借
荒
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
主
た
る
検
討
の
対
象
と
せ
ず
、

も
っ
ぱ
ら
私
田
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
後
に
取
り
上
げ
る
「
易
田
」
で
は
な
く
、
連
年
耕
作
可
能
な
口
分
田
に
荒
廃
を
生
じ
さ

せ
た
場
合
、
そ
れ
が
三
年
以
上
に
な
る
と
、
他
人
に
そ
の
土
地
の
借
用
が
認
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
も
と
も
と
の
口
分
田
主
が
あ

ら
た
め
て
耕
作
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
そ
の
人
に
優
先
的
に
用
益
権
（
再
開
発
権
）
が
与
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
そ
の

当
事
者
に
と
っ
て
得
策
で
は
な
い
。
も
し
他
人
が
借
り
て
再
開
発
し
て
く
れ
れ
ば
、
再
開
発
の
手
間
を
省
い
た
上
で
、
開
発
後
三
年
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経
て
ば
本
来
の
口
分
田
主
に
用
益
権
が
戻
っ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
待
つ
方
が
有
利
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
借
荒
し
た
場
合
、
戸
籍
上
は
已
受
田
と
し
て
戸
主
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
口
分
田
を
、
借
り
た
人
物
が
耕
作
す
る
期
間
が
、
最

大
三
年
ほ
ど
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
借
荒
す
る
場
合
、
対
象
と
な
る
土
地
の
所
在
地
は
、
前
掲
の
荒
廃
条
文
に
わ
ざ
わ
ざ

「
雖
隔
越
亦
聴
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
通
常
は
自
己
の
土
地
の
隣
接
地
を
借
り
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
実
際
上
、
用
水
そ
の
他
の
便
か
ら
見
て
、
自
己
の
土
地
の
隣
接
地
が
荒
廃
し
て
い
れ
ば
、
そ
こ
を
借
り
る
の
が
最
も
便
利
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
借
荒
地
の
田
積
は
、
前
掲
の
『
唐
六
典
』
に
よ
れ
ば
、
青
苗
簿
の
作
成
の
際
に
、
自
己
の
已
受
田
（
こ

こ
で
は
、
已
受
田
で
か
つ
自
ら
耕
作
中
の
田
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
）
の
田
積
に
加
え
て
登
録
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
を
重

視
す
れ
ば
、
借
荒
地
は
租
田
よ
り
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
存
在
で
あ
っ
た
か
に
思
わ
れ
る
。

　

か
か
る
借
荒
地
は
、
申
告
受
理
後
三
年
間
は
、
他
の
妨
害
を
受
け
る
こ
と
な
く
耕
作
す
る
こ
と
が
出
来
る
土
地
で
あ
っ
た
。
た
と

え
本
来
他
人
の
口
分
田
（
已
受
田
）
で
あ
ろ
う
が
、
借
荒
の
期
間
中
に
限
っ
て
は
、
こ
れ
を
独
占
的
に
用
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
期
間
中
は
、
こ
れ
を
「
自
田
」
と
認
識
し
た
と
い
う
こ
と
は
想
定
で
き
る
。
ま
た
仮
に
官
田
を
借
荒
し

て
い
れ
ば
、
敦
煌
や
吐
魯
番
の
よ
う
に
已
受
田
が
極
端
に
狭
小
で
あ
る
地
域
で
あ
れ
ば
、
耕
地
と
し
て
再
生
さ
せ
た
上
で
自
己
の
口

分
田
に
組
み
込
む
こ
と
が
可
能
な
の
だ
か
ら
、
ま
す
ま
す
「
自
田
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
不
自
然
さ
が
無
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
確
か
に
借
荒
地
は
、
自
己
の
「
已
受
田
」
の
中
に
は
入
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
均
田
制
の
枠
外
の

土
地
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
当
該
借
荒
地
が
も
と
も
と
口
分
田
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
本
来
の
口
分
田
主
の
戸
籍

に
已
受
田
と
登
録
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
し
、
ま
た
三
年
と
い
う
期
限
が
来
た
ら
本
来
の
口
分
田
主
に
占
有
・
用
益
権
が
戻
る
と
い

う
意
味
で
も
、
完
全
に
均
田
制
の
枠
内
の
土
地
と
言
っ
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
も
と
も
と
官
田
（
公
田
）
で
あ
っ
た
な
ら

ば
、
そ
れ
は
九
年
と
い
う
期
限
の
後
に
再
び
官
田
と
し
て
官
の
経
営
の
下
に
取
り
戻
さ
れ
る
か
、
狭
郷
に
あ
っ
て
は
、
借
り
た
人
の
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口
分
田
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
均
田
制
の
枠
内
の
土
地
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
以
上
い
ず
れ
の
場
合
を

と
っ
て
も
、「
借
荒
」
の
土
地
は
、
借
荒
し
て
い
る
時
点
で
は
確
か
に
当
人
の
已
受
田
の
中
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
し
か
し
十
分
に

均
田
制
の
枠
内
の
土
地
と
し
て
、
も
ち
ろ
ん
合
法
的
に
存
在
し
た
。

　

た
だ
、
借
荒
の
土
地
を
戸
籍
面
で
「
自
田
」
と
表
記
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ど
う
か
。
敦
煌
・
吐
魯
番
の
唐
代
戸
籍
の
四
至
記

載
に
は
、「
自
田
」「
自
至
」
の
他
に
、
個
人
名
や
「
渠
」「
道
」「
路
」「
坑
」「
河
」「
沙
」「
沢
」「
舎
」「
還
公
」「
観
田
」（
道
観
の

田
）「
官
田
」「
荒
」
な
ど
が
現
れ
る
。
戸
籍
以
外
に
も
武
周
時
代
の
勲
田
簿
（
池
田
録
文
三
三
七
頁
（
（（
（

）、
同
受
田
簿
（
同
三
三
八
頁
）
の
四

至
記
載
に
「
自
田
」
が
現
れ
る
。
し
か
し
、
荒
廃
条
に
拠
る
限
り
、
借
荒
の
対
象
地
は
、
元
来
他
人
の
已
受
田
か
官
田
の
筈
で
、
い

つ
ま
で
も
借
荒
と
い
う
状
態
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
借
荒
の
対
象
地
を
「
自
田
」
と
表
記
し
た
と
す
れ
ば
、
自
田
が
や
や
多
き
に

過
ぎ
る
よ
う
に
思
う
。

　

更
に
、
そ
も
そ
も
借
荒
の
対
象
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
こ
が
戸
籍
上
で
は
官
田
で
あ
っ
た
り
、
他
人
の
已
受
田
で
あ
っ
た

り
す
る
こ
と
と
は
、
全
く
次
元
が
異
な
る
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
四
至
記
載
に
「
官
田
」
あ
る
い
は
他
人
の
已
受
田
で
あ
る

旨
等
が
書
か
れ
て
お
り
な
が
ら
、
一
方
で
借
荒
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
戸
籍
は
青
苗
簿
と
は
異
な
り
、
現
実

の
用
益
関
係
を
示
す
た
め
に
記
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
と
言
え
よ
う
。
仮
に
自
己
の
已
受
田
の
隣
接
地
を
借
荒
し
て

い
て
も
、
そ
の
土
地
に
つ
い
て
は
元
来
の
地
目
で
あ
る
「
官
田
」
な
い
し
已
受
田
と
し
て
給
与
さ
れ
て
い
る
他
人
の
名
が
記
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
、
既
に
杉
山
佳
男
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
谷
探
検
隊
将
来
の
吐
魯
番
佃
人
文
書
（
大
谷

二
八
四
五
）
で
は
、

（　

康
多
允
田
弐
畝　
佃
人
索
武
海　

東
桓
王
寺　

西
県
公
廨
左
史
田　

南
和
隆
子　

北
渠

（　

和
隆
子
田
壱
畝　
佃
人
索
武
海　

東
桓
王
寺　

西
県
公
廨
左
史
田　

南
渠　

北
康
多
允
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（　

県
公
廨
左
史
田
拾
畝　
佃
人
氾
義
感　

東
康
多
允　

西
康
倚
山　

南
渠　

北
渠

と
あ
っ
て
、
唐
代
の
公
文
書
で
は
、
四
至
に
登
録
さ
れ
る
名
は
必
ず
所
有
者
名
で
あ
り
、
佃
作
者
名
が
記
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ

る（
（（
（

。
た
と
え
こ
の
帳
簿
が
佃
人
の
把
握
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
戸
籍
に
お
け
る
田
土
記
載
の
目
的
を
永
業
田
・
口

分
田
の
帰
属
関
係
の
表
示
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、
借
荒
の
対
象
地
を
「
自
田
」
と
し
て
帰
属
関
係
と
は
別
次
元
の
用
語
で
表
す
こ
と

は
無
か
っ
た
可
能
性
の
方
が
大
き
い
。

四　

 

易
田
と
部
田
・
自
田

　

前
節
で
の
検
討
に
よ
り
、
戸
籍
記
載
に
現
れ
る
「
自
田
」
が
借
荒
田
で
あ
っ
た
可
能
性
は
、
か
な
り
小
さ
な
も
の
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
し
か
し
、
借
荒
で
は
な
い
が
、
自
己
の
已
受
田
以
外
に
土
地
を
占
有
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る

場
合
が
、
ほ
か
に
も
唐
の
律
令
制
下
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
「
易
田
」
で
あ
る
。

　

易
田
は
、
天
聖
田
令
に
、

唐
（　

諸
給
二

口
分
田
一

者
、
易
田
則
倍
給
。
寛
郷
三
易
以
上
者
、
仍
依
二

郷
法
一

易
給
。

と
規
定
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。
こ
れ
は
、
毎
年
は
耕
作
で
き
な
い
よ
う
な
土
地
を
口
分
田
と
し
て
支
給
す
る
場
合
、
本
来
の
口
分
田
の
面
積

の
数
倍
を
支
給
す
る
と
規
定
で
あ
る
。
条
文
に
よ
れ
ば
、
口
分
田
そ
の
も
の
が
倍
給
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
ち
、
即
ち
本
来
、

正
丁
一
人
あ
た
り
八
〇
畝
の
と
こ
ろ
、
二
易
な
ら
一
六
〇
畝
の
口
分
田
が
支
給
さ
れ
る
か
に
思
わ
れ
る
。

　

問
題
の
「
自
田
」「
自
至
」
が
現
れ
る
敦
煌
・
吐
魯
番
地
域
で
は
、
一
人
当
た
り
の
本
来
の
規
定
額
が
支
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

一
方
で
、
吐
魯
番
で
は
高
昌
国
時
代
以
来
の
地
目
に
「
部
田
」
と
い
う
表
記
が
頻
繁
に
出
現
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
常
田
」
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に
対
比
さ
れ
る
「
部
田
」
も
、
や
は
り
連
作
で
き
な
い
よ
う
な
痩
せ
地
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。
と
す
る
な
ら
ば
、
高
昌
国

を
征
服
し
た
唐
王
朝
の
律
令
用
語
を
厳
密
に
用
い
る
な
ら
ば
、
易
田
を
支
給
す
べ
き
土
地
が
か
な
り
広
汎
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、
唐
代
に
あ
っ
て
、
西
州
田
簿
に
は
永
業
田
と
称
し
な
が
ら
じ
つ
は
部
田
で
あ
っ
た
り
常
田
で
あ
っ
た
り
と

い
う
例
が
知
ら
れ
る
し（
（（
（

、
欠
田
簿
に
は
、
常
田
・
部
田
そ
れ
ぞ
れ
を
支
給
す
る
べ
く
欠
田
と
し
て
リ
ス
ト
に
挙
げ
て
い
る
（
池
田
録

文
三
九
一
頁
以
下
）。
こ
れ
ら
の
「
部
田
」
が
「
易
田
」
の
謂
い
で
あ
る
こ
と
は
、「
部
田
参
易
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

（
池
田
録
文
三
九
九
頁
）。
そ
の
易
田
は
、
字
義
か
ら
見
て
、
原
理
的
に
は
休
耕
田
を
設
け
て
、
あ
る
段
を
一
年
耕
作
し
た
ら
、
そ
の
段

は
翌
年
（
三
易
な
ら
翌
々
年
も
）
休
耕
す
る
と
い
っ
た
耕
営
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
易
田
を
支
給
さ
れ
た
場
合
の
已
受
田
の
田
積
と
休
耕
地
の
呼
称
で
あ
ろ
う
。
仮
に
二
易
の
田
と
す
れ

ば
、
先
述
の
よ
う
に
応
受
口
分
田
は
二
倍
に
算
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
現
存
の
敦
煌
戸
籍
に
拠
る
限
り
、
応
受
田

積
の
中
に
、
通
常
の
二
倍
や
三
倍
の
口
分
田
を
含
み
込
ん
だ
も
の
は
無
い
。
吐
魯
番
の
戸
籍
は
断
片
が
多
く
、
確
認
が
難
し
い
が
、

已
受
田
の
中
に
「
部
田
二
易
」
の
段
を
含
み
な
が
ら
応
受
田
の
計
算
に
は
易
田
が
配
慮
さ
れ
て
い
な
い
開
元
四
年
西
州
柳
中
県
高
寧

郷
戸
籍
（
池
田
録
文
二
四
三
頁
以
下
）
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
吐
魯
番
地
方
に
か
つ
て
部
田
が
広
が
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
易
田
を
支
給
さ
れ
た
戸
の
已
受
田
は
、
支
給
さ
れ
な
い
戸
の
已
受
田
と
同
基
準
と
し
つ
つ
、
已
受
田
の
近
辺
に
已
受
田

の
口
分
田
の
田
積
に
み
あ
う
「
易
田
」
と
し
て
の
田
地
（
北
魏
の
均
田
法
規
で
い
う
「
倍
田
」）
を
設
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
無
い
だ

ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
「
自
田
」「
自
至
」
の
表
記
が
戸
籍
の
四
至
記
載
に
し
か
現
れ
な
い
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
斟
酌
し
て
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
池
田
温
氏
に
よ
っ
て
蒐
集
さ
れ
た
唐
代
の
租
田
契
に
お
い
て
、
対
象
地
に
「
自
田
」
が
全
く
見
え
な
い

と
い
う
点
は
、「
自
田
」
を
開
墾
等
に
由
来
す
る
永
続
的
な
私
有
田
と
解
し
に
く
く
さ
せ
て
い
る（
（（
（

。
租
田
契
約
の
対
象
と
な
っ
た
土
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地
は
、
口
分
田
・
葡
萄
園
そ
の
他
で
あ
る
が
、
口
分
田
で
す
ら
租
田
契
約
さ
れ
る
の
に
、
何
故
に
一
見
私
有
性
の
高
そ
う
な
「
自

田
」
の
租
田
契
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、「
自
田
」
が
租
田
契
約
に
馴
染
ま
な
い
土
地
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

即
ち
、「
自
田
」
は
そ
の
字
義
か
ら
い
っ
て
、
戸
籍
記
載
の
已
受
田
主
に
帰
属
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
こ
は
他
人

に
貸
し
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
先
述
の
「
借
荒
」
も
こ
れ
に
該
当
し
な
い
で
は
な
い
が
、

し
か
し
前
述
の
ご
と
く
記
載
の
次
元
が
異
な
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
休
耕
田
の
ほ
う
が
、
よ
り
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
想
定
を
成
立
困
難
に
陥
れ
か
ね
な
い
事
例
が
あ
る
。
第
一
に
は
、
開
元
末
年
の
西
州
高
昌
県
退
田
簿
（
池
田
録
文

三
九
九
頁
）
の
四
至
記
載
に
「
南
易
田
」
と
あ
り
、
そ
の
直
後
に
別
の
戸
で
は
あ
る
が
「
東
自
至
」（
同
四
〇
〇
頁
）
と
あ
っ
て
、
両
者

は
明
ら
か
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
退
田
簿
の
記
載
は
、
さ
ほ
ど
厳
密
で
は
な
い
。

す
ぐ
直
後
に
「
東
常
田
」「
西
口
分
」「
南
口
分
」
と
あ
っ
て
、
本
来
な
ら
、
少
な
く
と
も
後
者
に
は
田
主
の
個
人
名
が
書
か
れ
る
べ

き
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
埋
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
作
成
者
に
と
っ
て
は
、
名
は
知
ら
な
い
が
他
人
の
易
田
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

て
い
る
場
合
に
「
南
易
田
」
と
し
、
自
分
の
易
田
で
あ
っ
た
な
ら
「
自
至
」
と
し
た
可
能
性
は
残
る
だ
ろ
う（
（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
給
田

簿
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
開
元
二
九
年
西
州
高
昌
県
給
田
簿
で
は
、「
北
易
田
」
と
見
え
る
す
ぐ
傍
に
「
北
自
至
」
が
あ
る
が
（
池

田
録
文
四
二
二
頁
）、
こ
の
給
田
簿
に
は
、「
東
常
田
」「
南
百
姓
」
も
見
え
（
池
田
録
文
四
二
二
・
四
二
五
頁
）、
法
的
な
帰
属
を
突
き
詰
め

よ
う
と
は
し
て
い
な
い
作
成
者
の
姿
勢
が
垣
間
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
二
の
事
例
と
し
て
「
唐
景
龍
三
年
十
二
月
至
景
龍
四
年
正
月
西
州
高
昌
県
処
分
田
畝
案
巻
」（
唐
長
孺
主
編
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
参
、

文
物
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
五
五
九
・
五
六
六
頁
）
の
「
三
易
部
田
総
廿
三
畝
。
伯
老
一
丁
、
毎
易
授
六
畝
。
令
子
・
住
君
二
丁
、
毎
易

各
授
二
畝
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
内
訳
を
ど
う
組
み
合
わ
せ
て
も
総
計
二
三
畝
に
す
る
の
は
難
し
い
が
、
総
計
を
二
三
畝
と
し
て

は
い
る
も
の
の
、
い
ち
い
ち
毎
易
、
つ
ま
り
あ
る
年
に
授
け
ら
れ
て
い
る
分
を
計
一
〇
畝
と
数
え
上
げ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
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い
わ
ゆ
る
已
受
田
は
一
〇
畝
と
い
う
考
え
方
が
で
き
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
す
べ
て
が
三
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば（
（（
（

、

や
は
り
総
計
の
方
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
と
な
る
と
易
田
支
給
の
場
合
は
、
二
倍
、
三
倍
の
田
土
が

「
已
受
田
」
と
し
て
登
録
さ
れ
た
可
能
性
が
で
て
く
る
。
も
っ
と
も
先
述
し
た
現
存
の
西
州
戸
籍
の
記
載
と
は
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま

う
が
。

五　

墾
田
の
可
能
性

　

前
節
ま
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
敦
煌
・
吐
魯
番
文
書
に
見
え
る
「
自
田
」「
自
至
」
に
つ
い
て
、「
借
荒
」
と
「
易
田
」
と
い
う
二

つ
の
解
釈
の
可
能
性
を
挙
げ
て
き
た
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
の
末
に
記
し
た
よ
う
に
、「
自
田
」「
自
至
」
を
「
借
荒
」
で
解
釈
す

る
こ
と
に
は
か
な
り
の
、「
易
田
」
で
解
釈
す
る
に
は
、
若
干
の
引
っ
か
か
り
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
も
う

一
つ
の
解
釈
の
可
能
性
を
提
示
し
て
み
よ
う
。

　
『
令
集
解
』
田
令
荒
廃
条
の
「
替
解
之
日
還
公
」
と
い
う
字
句
に
附
せ
ら
れ
た
古
記
に
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

古
記
云
。
替
解
日
還
レ

官
収
授
。
謂
百
姓
墾
者
待
二

正
身
亡
一、
即
収
授
。
唯
初
墾
六
年
内
亡
者
、
三
班
収
授
也
。
公
給
熟
田
、
尚

須
二

六
年
之
後
一

収
授
。
況
加
二

私
功
一、
未
レ

得
レ

実
哉
。
挙
レ

軽
明
レ

重
義
。
其
租
者
、
初
耕
明
年
始
輸
也
。
開
元
式
第
二
巻
云
。

其
開
二

荒
地
一、
経
二

二
年
収
熟
一、
然
後
准
レ

例
。
養
老
七
年
格
云
。
其
依
二

旧
溝
一

墾
者
、
給
二

其
一
身
一

也
。
新
作
二

堤
防
一

墾
者
、

給
伝
二

三
世
一

也
。
国
司
不
レ

合
。
天
平
十
五
年
五
月
廿
七
日
格
。（
下
略
）

　

こ
の
古
記
は
、
国
家
が
庶
民
の
墾
開
田
を
班
田
収
授
の
サ
イ
ク
ル
に
吸
収
す
る
際
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
述
べ
て
お
り
、
基
本
的
に
は

開
墾
者
が
死
亡
す
れ
ば
次
の
班
田
収
授
の
際
に
回
収
す
る
が
、
墾
開
後
六
年
以
内
に
開
墾
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
例
外
的
に
死
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亡
後
二
度
目
の
班
田
収
授
の
際
に
回
収
す
る
と
い
う
解
釈
を
示
し
、
そ
う
い
っ
た
特
別
な
措
置
を
採
る
の
は
、
国
家
が
熟
田
を
班
給

す
る
一
般
的
な
班
田
の
場
合
に
す
ら
死
亡
後
の
次
の
班
田
の
際
に
し
か
回
収
し
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
や
私
的
労
働
を
加
え
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
に
見
合
う
十
分
な
収
穫
を
上
げ
て
い
な
い
段
階
に
お
い
て
は
、
と
理
由
を
あ
げ
て
い
る（
（（
（

。
た
だ
し
租
は
開
墾

の
翌
年
か
ら
徴
収
す
る
と
い
う
。
そ
の
後
に
開
元
式
（
開
元
三
年
式
で
あ
ろ
う
）
に
「
荒
地
を
開
発
し
た
場
合
に
は
、
二
度
の
収
穫
の

後
に
例
に
準
ぜ
よ
」
と
あ
る
の
を
参
考
と
し
て
引
い
て
い
る
。
こ
こ
で
参
考
に
供
さ
れ
た
開
元
式
は
、
唐
で
は
租
は
課
丁
に
か
か
り
、

田
土
面
積
に
は
関
わ
ら
な
い
と
い
う
点
に
留
意
す
れ
ば
、
直
前
に
記
さ
れ
て
い
る
開
墾
田
の
租
の
徴
収
開
始
の
年
次
の
問
題
と
は
関

係
が
無
く
、
そ
の
前
に
記
さ
れ
た
国
家
に
よ
る
開
墾
田
の
回
収
時
期
に
関
わ
る
規
定
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
推
論
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
均
田
制
下
に
お
い
て
「
荒
地
」
を
開
発
し
た
場
合
に
は
、
二
度
の
収
熟
を
経
た
後
に
永
業
田

な
り
口
分
田
な
り
に
吸
収
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
開
発
者
の
永
業
・
口
分
に
入
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

二
度
の
収
熟
を
待
つ
間
の
開
発
田
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
だ
「
例
に
準
じ
」
て
い
な
い
の
だ
か
ら
永
業
田
・
口
分
田
で
は
な
い
。
し
か

し
開
発
中
な
の
だ
か
ら
、
加
功
者
が
明
確
に
存
在
す
る
。
開
発
す
る
な
ら
ば
、
水
利
の
面
か
ら
見
て
も
、
既
に
占
有
し
て
い
る
口
分

田
や
永
業
田
の
隣
接
地
に
展
開
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
已
受
田
の
四
至
に
現
れ
る
の
は
当
然
と
な
る
。
し
か
し
、
二
度
の

収
熟
を
経
て
い
な
い
段
階
で
あ
れ
ば
、
そ
の
収
穫
の
不
安
定
さ
に
配
慮
し
て
、
青
苗
簿
へ
の
登
録
対
象
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
大

き
い
の
で
、『
唐
六
典
』
に
は
こ
の
よ
う
な
状
態
の
田
土
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
開
発
中
の
「
荒
地
」
を
「
自
田
」
と
表
記
す
る
こ
と
は
、
已
受
田
の
枠
外
で
あ
り
な
が
ら
、
い
ず
れ
確
実
に
誰

か
の
已
受
田
に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
均
田
法
の
枠
内
の
田
地
と
し
て
、
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
と
思
う
が
、
い
か
が
で
あ

ろ
う
か
。
誰
か
の
已
受
田
に
組
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
狭
郷
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
加
功
者
の
已
受
田
に
組
み
込
ま
れ
る
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
吉
田
孝
氏
の
説
明
の
中
に
組
み
込
め
ば
、
開
発
田
は
二
度
の
収
熟
と
い
う
実
績
を
上
げ
た
後
に
、
開
発
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者
の
已
受
田
に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
二
年
間
は
「
自
田
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

最
後
に
、
こ
う
し
て
開
墾
さ
れ
る
前
の
土
地
の
呼
称
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
唐
開
元
二
五
年
田
令
の
荒
廃
条
の
適
用
対
象

は
、「
公
私
田
荒
廃
」
の
場
合
で
あ
り
、
字
義
通
り
に
は
再
開
発
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
一
方
唐
考
課
令
の
方
も
、
厳
密

な
引
用
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、「
公
私
荒
田
」
を
墾
開
し
た
場
合
が
褒
賞
の
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
字
義
通
り

に
は
再
開
発
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
そ
の
一
方
で
、
敦
煌
や
吐
魯
番
の
戸
籍
に
お
け
る
四
至
記
載
で
は
、「
荒
」
は
多
数

あ
る
も
の
の（
（（
（

、「
荒
田
」「
荒
地
」
は
な
く
、
個
人
名
（
他
の
已
受
田
主
）「
自
田
」「
官
田
」「
渠
」「
舎
」「
道
」「
路
」「
園
」
な
ど
は

当
然
と
し
て
、「
塚
」「
坑
」「
沢
」「
岸
」「
河
」「
沙
」「
井
」「
墓
」「
場
」「
塞
」
な
ど
も
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
先
述
し
た
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
こ
れ
も
天
聖
令
の
紹
介
に
よ
っ
て
初
め
て
確
認
さ
れ
た
次
の
条
文
で
あ
る
。

唐
（（　

諸
田
有
二

山
崗
・
砂
石
・
水
鹵
・
溝
澗
之
類
一、
不
レ

在
二

給
限
一。
若
人
欲
レ

佃
者
聴
レ

之
。

　

最
近
、
松
田
行
彦
氏
は
、
こ
の
条
文
を
一
般
的
な
荒
地
開
墾
の
際
の
規
定
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
を
提
唱
し
た（
（（
（

。

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
荒
地
を
開
発
し
て
「
自
田
」
と
し
、
や
が
て
已
受
田
に
組
み
込
ん
で
い
く
そ
の
過
程
の
最
初
に
本
条
文
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
本
条
が
そ
の
よ
う
な
意
図
に
根
ざ
し
た
条
文
な
の
か
、
ま
だ
慎
重
な
検
討
が
必
要
な
よ
う
に
思
う
。
そ
も
そ
も
、
本
条

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
地
目
は
、
い
さ
さ
か
特
殊
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
敦
煌
・
吐
魯
番
に
お
い
て
、
已
受
田
が
配
置
さ
れ
て
い
る

地
域
に
は
山
や
崗
は
殆
ど
考
え
が
た
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
ら
が
四
至
に
現
れ
な
い
の
は
納
得
で
き
る
と
し
て
、
四
至
に
現
れ
て

い
る
「
沙
」
は
「
砂
石
」
に
、「
沢
」「
河
」「
岸
」「
井
」
は
「
水
鹵
・
溝
澗
」
に
該
当
す
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
班
給

さ
れ
た
土
地
の
地
味
が
瘠
せ
て
い
て
、
し
か
も
塩
分
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
「
帯
沙
鹵
」
の
地
を
退
田
し
た
い
と
い

う
申
請
書
が
認
め
ら
れ
て
い
る
例
も
残
っ
て
い
る（
（（
（

（
前
掲
「
唐
景
龍
三
年
十
二
月
至
景
龍
四
年
正
月
西
州
高
昌
県
処
分
田
畝
案
巻
」
五
五
四
頁
）。
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問
題
は
「
荒
」
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
已
受
田
の
周
囲
に
存
在
し
て
開
発
の
余
地
が
あ
り
そ
う
な
地
目
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
唐
（（

条
に
見
え
な
い
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
山
や
岡
で
な
く
と
も
、
草
原
や
低
木
林
、
そ
の
他
未
開
の
荒
野
こ
そ
が
開
墾
に
は
一
番
適
し

て
お
り
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
を
除
外
す
る
の
は
不
自
然
の
よ
う
に
思
う
。

　

そ
の
一
方
で
、
官
人
永
業
田
に
関
し
て
は
、

唐
（　

諸
五
品
以
上
永
業
田
、
皆
不
レ

得
下

於
二

狭
郷
一

受
上、
任
於
二

寛
郷
一

隔
越
射
二

無
主
荒
地
一

充
。（
下
略
）

と
あ
り
、
ま
た
、

唐
（（　

諸
請
二

永
業
一

者
、
並
於
二

本
貫
一

陳
牒
、
勘
験
二

告
身
一、
並
検
レ

籍
知
レ

欠
。
然
後
録
二

牒
管
地
州
一、
検
勘
給
訖
、
具
録
二

頃
畝

四
至
一、
報
二

本
貫
一

上
レ

籍
、
仍
各
申
レ

省
計
会
附
レ

簿
。
其
有
下

先
於
二

寛
郷
一

借
二

得
無
主
荒
地
一

者
上、
亦
聴
二

迴
給
一

。

と
あ
る
よ
う
に
、「
無
主
荒
地
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
開
発
可
能
の
未
墾
地
を
指
す
一
般
的
な
用
語
と
し
て

相
応
し
く
、
唐
（（
条
の
よ
う
に
対
象
を
絞
っ
て
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
一
般
的
な
荒
地
・
未
墾
地
開
拓
を
想
定
し
て
は
い
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
よ
う
に
思
う
。

　

た
だ
し
、
四
至
記
載
に
「
荒
廃
」
と
も
「
荒
地
」
と
も
な
く
、
た
だ
「
荒
」
と
し
て
の
み
記
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
か
、
更
に
は

考
課
令
の
条
文
に
お
い
て
、「
公
私
荒
田
」
を
「
墾
起
」
す
る
こ
と
は
「
功
」
と
見
な
さ
れ
る
の
に
、
無
主
の
空
閑
地
・
未
開
地
を

耕
地
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
説
明
が
準
備

で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
考
課
令
の
「
公
」
の
「
荒
田
」
と
荒
廃
条
の
「
公
田
」
の
「
荒
廃
」
と
が
同
一
の
状
態
を
指
す
と
考
え
、

狭
郷
に
お
い
て
は
再
開
発
さ
れ
た
「
荒
廃
」「
公
田
」
が
口
分
田
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
が
荒
廃
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え

あ
わ
せ
る
と
、
結
果
的
に
で
は
あ
る
が
、
狭
郷
に
お
け
る
「
無
主
」
の
「
荒
地
」
は
、「
公
」
の
「
荒
田
」
に
近
い
も
の
と
認
識
さ

れ
て
い
た
と
で
も
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
式
条
で
は
庶
民
に
よ
る
「
荒
地
」
の
開
墾
が
規
定
さ
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れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
荒
地
」
と
「
公
荒
田
」
の
概
念
上
の
違
い
が
厳
存
し
、
か
つ
実
際
に
も
開
墾
後
に
吸
収
さ
れ

る
ま
で
の
年
数
に
違
い
が
あ
る
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
が
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
新
し
く
紹
介
さ
れ
た
天
聖
田
令
を
用
い
て
、
従
来
よ
り
問
題
と
な
っ
て
い
た
戸
籍
上
の
「
自
田
」
の
位
置
付
け
に
検

討
を
加
え
、「
借
荒
」「
易
田
」
よ
り
は
開
墾
途
上
の
荒
地
と
見
る
方
が
難
点
が
小
さ
く
、「
自
田
」
は
い
ず
れ
已
受
田
に
吸
収
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
を
述
べ
た
。
こ
う
考
え
れ
ば
、「
自
田
」
が
四
至
記
載
に
の
み
頻
出
す
る
一
方
で
租
田
契
に
見
え

な
い
理
由
が
説
明
し
や
す
く
、
ま
た
確
か
に
已
受
田
の
枠
外
で
は
あ
る
が
、
均
田
法
の
枠
内
の
存
在
と
認
定
で
き
、
開
発
田
が
均
田

制
に
吸
収
さ
れ
る
ま
で
の
一
階
梯
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、「
自
田
」
を
開
墾
途
上
の
田
と
す
る
積
極
的
な
証
拠
が
挙
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
山
本
達
郎
説
と
吉
田
孝
説
の
両

方
を
矛
盾
な
く
活
か
す
た
め
の
方
便
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
を
受
け
る
だ
ろ
う
こ
と
も
自
覚
し
て
い
る
。
広
く
ご

高
批
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
第
五
七
回
国
際
東
方
学
者
会
議
（
二
〇
一
二
年
五
月
二
五
日
、
東
京
・
日
本
教
育
会
館
）
で
の
同
名
の
報
告
を
も
と
に
し
て
い
る
。
報
告
の

際
に
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
と
し
て
批
判
の
労
を
と
ら
れ
た
丸
山
裕
美
子
氏
を
は
じ
め
、
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
参
会
の
諸
兄
姉
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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二
三

均田制・班田収授制の比較研究と天聖令

【
参
考
文
献
】

（
１
）
吉
田
孝
「
編
戸
制
・
班
田
制
の
構
造
的
特
質
」（『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
二
〇
六
・
二
一
六
頁
。
な
お
、
開
墾
田
が

已
受
田
に
吸
収
さ
れ
た
こ
と
は
直
接
的
に
論
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
北
魏
の
倍
田
が
、
北
斉
で
は
正
田
と
と
も
に
露
田
（
後
の
口
分
田
に
繋

が
る
）
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
か
ら
の
推
測
で
あ
り
、「
墾
田
と
関
係
の
深
い
永
業
田
（
桑
田
）」（
二
〇
七
頁
）
と
い
う
性
格
付
け
と
の
間
に
は
、
多

少
の
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、
西
魏
の
計
帳
様
文
書
で
は
、
戸
主
→
戸
主
妻
→
他
の
丁
の
優
先
順
位
で
、
順
次
、
麻
（
桑
）
田
→
正
田
に
充
当

さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
杉
山
佳
男
「
敦
煌
の
土
地
制
度
」
二
三
八
頁
、
池
田
温
編
『
講
座
敦
煌
３
敦
煌
の
社
会
』
大
東
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）。

（
（
）
天
聖
令
に
触
れ
た
研
究
の
リ
ス
ト
と
し
て
は
、
岡
野
誠
・
服
部
一
隆
・
石
野
智
大
編
「『
天
聖
令
』
研
究
文
献
目
録
（
第
２
版
）」（『
法
史
学
研
究
会

会
報
』
一
四
、二
〇
〇
九
年
）
が
あ
り
、
特
に
そ
の
田
令
の
部
分
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
主
と
し
て
中
国
で
の
天
聖
田
令
を
め
ぐ
る
研
究
史
と
し
て
の

趙
晶
「《
天
聖
令
》
与
唐
宋
史
研
究
」（『
南
京
大
学
法
律
評
論
』
二
〇
一
二
年
春
季
巻
）、
及
び
同
「《
天
聖
令
》
与
唐
宋
法
律
研
究
」（『
中
国
古
代
法

律
文
献
研
究
』
第
五
輯
、
二
〇
一
一
年
）
の
そ
れ
ぞ
れ
田
令
の
部
分
も
参
照
し
た
。

（
（
）
山
本
達
郎
④
「
敦
煌
地
方
に
お
け
る
均
田
制
枠
外
の
田
土
の
存
在
」（『
東
方
学
』
六
五
輯
、
一
九
八
三
年
）
四
五
頁
。
山
本
氏
に
よ
る
均
田
制
の
枠

外
の
田
土
の
実
在
に
関
す
る
論
文
は
、
他
に
、
①
「
敦
煌
発
見
の
籍
帳
に
み
え
る
『
自
田
』」（『
東
方
学
』
五
三
輯
、
一
九
七
七
年
）、
②
「
敦
煌
発
見

の
籍
帳
に
み
え
る
『
自
田
』（
続
篇
）」（『
東
方
学
』
五
六
輯
、
一
九
七
八
年
）、
③
「
敦
煌
発
見
大
暦
四
年
手
実
に
見
え
る
地
段
の
記
載
」（『
東
方
学
』

六
〇
輯
、
一
九
八
〇
年
）、
⑤
「
敦
煌
発
見
の
唐
代
籍
帳
に
み
え
る
已
受
田
の
増
減
」（『
東
方
学
』
七
〇
輯
、
一
九
八
五
年)

、
⑥
「
敦
煌
地
方
に
お
け

る
均
田
制
末
期
の
已
受
田
地
段
間
の
距
離
」（『
東
方
学
会
創
立
四
十
周
年
記
念
東
方
学
論
集
』
東
方
学
会
、
一
九
八
七
年
）、
⑦
「
敦
煌
発
見
均
田
制

時
代
の
籍
帳
に
見
え
る
已
受
田
記
載
の
検
討
」（『
東
方
学
会
創
立
五
十
周
年
記
念
東
方
学
論
集
』
東
方
学
会
、
一
九
九
七
年
）
が
あ
る
。

（
（
）
西
川
正
夫
「
敦
煌
発
見
の
唐
代
戸
籍
残
簡
に
現
れ
た
『
自
田
』
に
つ
い
て
」（『
史
学
雑
誌
』
六
四
編
一
〇
号
、
一
九
五
五
年
）。

（
（
）
西
嶋
定
生
「
吐
魯
番
出
土
文
書
よ
り
見
た
る
均
田
法
の
施
行
状
態
」（『
中
国
経
済
史
研
究
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
、
初
発
表

一
九
五
九
年
）
六
七
二
頁
。

（
（
）
西
嶋
前
掲
論
文
六
八
二
頁
。

（
（
）
山
本
達
郎
「
敦
煌
地
方
に
お
け
る
均
田
制
末
期
の
田
土
の
四
至
記
載
に
関
す
る
考
察
（
三
）
―
―
四
至
を
書
き
変
え
る
手
順
―
―
」（『
東
方
学
』

四
八
輯
、
一
九
七
四
年
）。

（
（
）
山
本
前
掲
①
論
文
。
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二
四

（
（
）
山
本
氏
の
論
文
に
対
す
る
池
田
温
氏
の
書
評
（『
法
制
史
研
究
』
二
八
、一
九
七
九
年
）
二
六
五
頁
。

（
（（
）
山
本
前
掲
②
③
④
論
文
。

（
（（
）
山
本
前
掲
④
論
文
四
四
頁
。

（
（（
）
杉
山
佳
男
「
敦
煌
の
土
地
制
度
」（
前
掲
）
二
四
八
頁
。
な
お
杉
山
「
実
施
状
況
か
ら
み
た
均
田
制
」（『
駿
台
史
学
』
四
四
、一
九
七
八
年
）
も
参
照
。

（
（（
）
杉
山
佳
男
「
敦
煌
の
土
地
制
度
」（
前
掲
）
二
四
九
頁
。

（
（（
）『
法
制
史
研
究
』
三
一
（
一
九
八
一
年
）
に
お
け
る
山
本
論
文
に
対
す
る
書
評
二
七
一
頁
。『
中
国
古
代
籍
帳
研
究　

概
観
・
録
文
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
七
九
年
）
四
五
～
六
頁
も
参
照
。

（
（（
）
池
田
温
「
中
国
古
代
買
田
・
買
園
券
の
一
考
察
」（
西
嶋
定
生
博
士
還
暦
記
念
『
東
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
国
家
と
農
民
』
所
収
、
山
川
出
版
社
、

一
九
八
四
年
）
二
六
一
頁
で
も
「
登
載
已
受
田
以
外
の
田
の
実
在
」
と
表
現
し
て
い
る
。

（
（（
）
天
聖
令
が
紹
介
さ
れ
る
ま
で
の
中
国
・
日
本
に
お
け
る
「
自
田
」
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
李
錦
繍
『
敦
煌
吐
魯
番
文
書
与
唐
史
研
究
』（
福
建
人
民

出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
第
一
章
土
地
制
度
与
均
田
制
第
二
節
「
自
田
・
常
田
・
部
田
与
口
分
・
永
業
」
に
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

日
本
に
お
け
る
均
田
制
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
若
干
古
い
が
、
氣
賀
澤
保
規
「
均
田
制
研
究
の
展
開
」（
谷
川
道
雄
『
戦
後
日
本
の
中
国
史
論
争
』

所
収
、
河
合
文
化
教
育
研
究
所
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
（（
）
池
田
温
「
唐
代
敦
煌
均
田
制
の
一
考
察
―
―
天
宝
後
期
敦
煌
県
田
簿
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
東
洋
学
報
』
第
六
六
巻
一
・
二
・
三
・
四
号
、
一
九
八
五

年
）
二
六
頁
。

（
（（
）
滋
賀
秀
三
「
訳
注　

戸
婚
」（
律
令
研
究
会
編
『
訳
注
日
本
律
令　

六
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
四
年
）
二
四
一
頁
。

（
（（
）
西
川
正
夫
「
敦
煌
発
見
の
唐
代
戸
籍
残
簡
に
現
れ
た
『
自
田
』
に
つ
い
て
」（
前
掲
）。

（
（（
）
山
本
達
郎
「
敦
煌
発
見
の
籍
帳
に
み
え
る
『
自
田
』（
正
・
続
）」（
前
掲
註
①
②
）。

（
（（
）
小
口
雅
史
「
国
家
的
土
地
所
有
の
成
立
と
展
開
」（
渡
辺
尚
志
・
五
味
文
彦
編
『
新
体
系
日
本
史
（　

土
地
所
有
史
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）

三
七
頁
。

（
（（
）
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
吉
田
孝
「
律
令
国
家
の
展
開
過
程
」（『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）、
大
津
透
「
律
令
法
と
固

有
法
的
秩
序
」（『
新
体
系
日
本
史
（　

法
社
会
史
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
（（
）
拙
稿
「
律
令
国
家
の
法
と
社
会
」（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
日
本
史
講
座
（　

律
令
国
家
の
展
開
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）。
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二
五

均田制・班田収授制の比較研究と天聖令

（
（（
）
原
本
で
は
「
俻
」
に
近
い
が
、
兼
田
信
一
郎
「
戴
建
国
氏
発
見
の
天
一
閣
博
物
館
所
蔵
北
宋
天
聖
令
田
令
に
つ
い
て
」（『
上
智
史
学
』

四
四
、一
九
九
九
年
）
一
三
六
頁
と
池
田
温
「
唐
令
と
日
本
令
（
三
）
唐
令
復
原
研
究
の
新
段
階
」（『
創
価
大
学
人
文
論
集
』
二
、二
〇
〇
〇
年
）

一
二
九
頁
は
「
備
」
と
し
、
戴
建
国
「
唐
《
開
元
二
十
五
年
令
・
田
令
》
研
究
」（『
歴
史
研
究
』
二
〇
〇
〇
―
二
）
三
八
頁
、
天
一
閣
博
物
館
・
中

国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
天
聖
令
整
理
課
題
組
編
『
天
一
閣
蔵
明
鈔
本
天
聖
令
校
証
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）
下
冊
二
五
八
～
九
頁
、
渡
辺

信
一
郎
「
北
宋
天
聖
令
に
よ
る
唐
開
元
二
十
五
年
田
令
の
復
原
並
び
に
訳
注
」（『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告　

人
文
・
社
会
』
五
八
、二
〇
〇
六
年
）

七
七
～
九
頁
は
「
倍
」
と
す
る
。
し
か
し
、
と
も
に
意
味
が
通
ら
ず
、
不
審
。
下
に
訳
出
し
た
よ
う
に
、「
借
」
な
ら
ば
文
意
が
通
じ
る
。
こ
の
こ
と

は
前
掲
拙
稿
二
〇
頁
で
提
案
し
て
お
い
た
。

（
（（
）
以
下
、
天
聖
令
文
の
引
用
は
、
基
本
的
に
『
天
一
閣
蔵
明
鈔
本
天
聖
令
校
証
』
下
冊
（
前
掲
）
の
清
本
に
よ
る
。

（
（（
）
楊
際
平
「《
唐
令
・
田
令
》
的
完
整
復
原
与
今
后
均
田
制
的
研
究
」（『
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
二
―
二
）
六
三
～
四
頁
。

（
（（
）
楊
際
平
『
北
朝
隋
唐
均
田
制
新
探
』
第
三
章
第
一
節
「
唐
代
〝
均
田
制
〟
下
私
田
的
存
在
」（
岳
麓
書
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
九
一
頁
。

（
（（
）
仁
井
田
陞
「
中
国
・
日
本
古
代
の
土
地
私
有
制
」（『
増
訂　

中
国
法
制
史
研
究　

土
地
法
・
取
引
法
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
。

初
発
表
一
九
二
九
年
）
七
〇
～
一
頁
。

（
（（
）
何
東
「《
天
聖
令
・
田
令
》
所
附
唐
田
令
荒
廃
条
〝
私
田
〟
的
再
探
討
―
―
与
楊
際
平
先
生
商
榷
―
―
」（『
中
国
社
会
経
済
史
研
究
』
二
〇
〇
六
―
二
）。

（
（（
）
山
本
達
郎
前
掲
④
論
文
四
七
～
九
頁
。

（
（（
）
西
川
正
夫
前
掲
論
文
五
五
～
六
頁
。

（
（（
）
評
点
本
『
通
典
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年
）
三
七
九
頁
に
劉
俊
文
氏
の
校
勘
記
が
あ
り
、
北
宋
本
以
下
の
『
通
典
』
刊
本
に
従
い
、「
内
」
と
す

べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
い
、
仁
井
田
陞
著
・
池
田
温
編
集
代
表
『
唐
令
拾
遺
補
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
第
二
部

五
九
四
頁
に
お
い
て
訂
正
し
た
。

（
（（
）
何
東
前
掲
論
文
。

（
（（
）
以
下
、
池
田
温
『
中
国
古
代
籍
帳
研
究
』（
前
掲
）
所
載
の
籍
帳
・
文
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
掲
載
頁
で
指
示
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
（（
）
杉
山
佳
男
「
敦
煌
の
土
地
制
度
」（
前
掲
）
二
四
八
頁
。

（
（（
）『
唐
令
拾
遺
』
田
令
三
丙
〔
開
二
五
〕
と
同
文
。

（
（（
）
西
村
元
佑
『
中
国
経
済
史
研
究　

均
田
制
度
編
』（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
八
年
）
三
九
五
頁
、
池
田
温
「
中
国
古
代
の
租
田
契
（
上
）」（『
東
洋
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二
六

文
化
研
究
所
紀
要
』
六
〇
、一
九
七
三
年
）
六
四
～
五
頁
等
参
照
。

（
（（
）
池
田
録
文
三
八
三
頁
。
な
お
、
西
村
元
佑
『
中
国
経
済
史
研
究　

均
田
制
度
編
』（
前
掲
）
四
〇
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
（（
）
池
田
温
「
中
国
古
代
の
租
田
契
（
中
）」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
六
五
、一
九
七
五
年
）
五
〇
～
六
四
頁
。

（
（（
）
か
つ
て
盧
向
前
氏
も
、
已
受
田
の
「
部
田
」
の
四
至
に
「
易
田
」
と
あ
る
こ
と
の
説
明
を
試
み
る
中
で
、「
易
田
」
と
は
他
人
の
部
田
で
は
な
い
か
と

い
う
仮
説
を
述
べ
、
た
だ
し
「
自
至
」「
自
田
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
と
し
て
い
た
（「
部
田
及
其
授
受
額
之
我
見
」
二
二
五
頁
、

『
敦
煌
吐
魯
番
研
究
』
第
一
巻
（
一
九
九
五
）、
一
九
九
六
年
）。

（
（（
）
池
田
温
「
唐
代
西
州
給
田
制
之
特
徴
」（
中
国
敦
煌
吐
魯
番
学
会
編
『
敦
煌
吐
魯
番
学
研
究
論
文
集
』
漢
語
大
詞
典
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
六
三
頁

で
の
理
解
。

（
（（
）
虎
尾
俊
哉
「
律
令
時
代
の
墾
田
法
に
関
す
る
二
、三
の
問
題
」（『
日
本
古
代
土
地
法
史
論
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
。
初
発
表
一
九
五
六

年
）。

（
（（
）
他
に
「
唐
西
州
高
昌
県
授
田
簿
」（
前
掲
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
参
、
一
二
八
～
一
四
三
頁
）
に
も
四
至
に
「
荒
」
は
多
数
あ
る
が
、「
荒
地
」「
荒

田
」
は
無
い
。
た
だ
し
、
本
文
書
に
は
「
自
至
」「
自
田
」
も
無
い
。
本
文
書
に
関
し
て
は
、
池
田
温
「
初
唐
西
州
高
昌
県
授
田
簿
考
」（
黄
約
瑟
・
劉

健
明
合
編
『
隋
唐
史
論
集
』
香
港
大
学
亜
州
研
究
中
心
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
（（
）
松
田
行
彦
「
唐
開
元
二
十
五
年
田
令
の
復
原
と
条
文
構
成
」（『
歴
史
学
研
究
』
八
七
七
号
、
二
〇
一
一
年
）。

（
（（
）
竹
浪
隆
良
「『
唐
西
州
高
昌
県
処
分
田
畝
案
巻
』
に
つ
い
て
」（『
駿
台
史
学
』
七
八
、一
九
九
〇
年
）
一
三
一
頁
参
照
。
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