
租
庸
調
，
法
か
ら
爾
税
法
へ
の
轄
換
期
に
お
け
る

制
度
的
客
戸
の
租
税
負
搬

中

川

學

　
唐
代
中
期
に
お
け
る
租
庸
調
法
か
ら
雨
視
法
へ
の
軸
換
は
、
い
わ
ゆ
る
唐
宋
の
攣
革
の
諸
問
題
を
い
わ
ば
集
約
的
に
表
現
し
て
い
る
と

い
っ
・
て
も
よ
い
史
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
視
制
面
に
と
り
あ
え
ず
限
定
し
て
考
察
す
る
ば
あ
い
に
お
い
て
も
、
諸
先
學

の
研
究
業
績
を
以
て
し
七
も
な
お
不
分
明
な
問
題
が
、
重
要
な
研
究
課
題
と
し
て
私
た
ち
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
1
）い

。
そ
の
よ
う
な
課
題
の
な
か
で
、
最
も
整
理
が
不
充
分
の
ま
ま
定
読
を
得
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
客
戸
の
問
題
、

な
か
ん
ず
く
そ
の
租
税
負
澹
の
間
題
を
と
り
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
。
な
に
よ
り
も
ま
ず
史
料
の
制
約
が
あ
る
た
め
に
、
客
戸
の
實
腔
的
な

存
在
形
態
を
つ
ぶ
さ
に
描
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
い
そ
い
で
實
髄
把
握
を
こ
こ
ろ
み
る
と
そ
の
一
面
を
強
調
し
す
ぎ

る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
制
約
の
多
い
な
か
で
も
比
較
的
文
宇
通
り
解
繹
し
て
正
し
い
理
解
に
到
達
で
き
る
詔
勅
類
を

も
と
に
し
て
、
國
家
の
制
度
と
し
て
の
客
戸
を
唐
朝
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
實
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い

　
　
　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
爾
税
法
へ
の
韓
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
税
負
澹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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五
二

う
こ
と
を
詔
勅
の
意
圃
に
即
し
て
理
解
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
制
度
理
念
と
し
て
の
客
戸
像
を
再
構
成
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
從
來
の
私

の
研
究
作
業
は
ほ
と
ん
ど
同
義
反
復
的
に
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
制
度
的
客
戸
像
の
再
構
成
に
向
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

制
度
的
存
在
と
し
て
は
究
極
的
な
存
在
意
義
が
そ
こ
に
か
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
、
租
税
負
措
の
實
態
が
な
か
な
か
理
解
で
き
ず
、
間
題

の
た
て
か
た
に
鑑
み
て
一
番
重
要
な
鮎
を
未
解
決
の
ま
ま
保
留
し
て
こ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
關
心
の
度
に
ひ
き
か

え
て
史
料
の
探
索
に
は
成
果
を
み
な
い
が
、
そ
の
過
程
で
從
來
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
史
料
を
、
や
や
新
し
い
角
度
か
ら
讃
み
な
お
し
て
、

一
慮
の
假
説
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
に
い
た
っ
た
と
思
う
。
同
一
の
素
材
を
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
幾
度
も
引
き
出
し
て
考
察
の
封
象
に
す

る
こ
と
は
甚
だ
は
ば
か
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ご
く
少
敷
の
新
史
料
以
外
は
な
る
べ
く
註
に
記
し
つ
つ
敢
え
て
、

制
度
的
客
戸
の
租
視
負
澹
の
問
題
に
つ
い
て
專
論
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
從
來
、
制
度
的
客
戸
の
租
税
負
澹
の
間
題
を
め
ぐ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
議
が
わ
か
れ
て
き
て
い
る
。
第
一
の
説
は
、
租
庸
調
法
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

代
た
る
と
爾
視
法
時
代
た
る
と
を
問
わ
ず
客
戸
と
は
不
櫓
視
無
産
戸
で
あ
る
、
と
断
定
す
る
み
か
た
で
あ
り
、
第
二
の
論
は
、
と
く
に
租

庸
調
法
時
代
の
客
戸
に
つ
い
て
、
宇
文
融
の
括
戸
政
策
に
よ
っ
て
「
輕
税
」
が
課
せ
ら
れ
た
、
と
み
る
見
解
で
あ
る
。
そ
の
ば
あ
い
に
、

「
輕
視
」
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
諸
読
が
分
立
し
、
未
だ
定
説
を
得
る
に
は
い
た
っ
て
お
ら
ず
、
實
は
、
こ
の
第
二
の
説
の
具
髄
的
解
決
を

み
な
け
れ
ぱ
第
一
の
説
の
當
否
を
剣
定
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
客
戸
の
い
わ
ゆ
る
「
輕
視
」
に

つ
い
て
具
髄
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
な
間
題
と
し
て
の
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
論
鮎
の
わ
か
れ
め
は
、
つ
ぎ
の
二
史
料
の
記
載

の
異
同
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
琶
唐
書
巻
四
八
・
食
貨
志
上
に
、
（
以
下
、
蕾
志
と

略
す
）



　
　
帰
首
を
許
し
、
五
年
の
征
賦
を
冤
じ
、
毎
丁
、
一
千
五
百
銭
を
量
税
す
。

と
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
奮
唐
書
巻
一
〇
五
・
宇
文
融
傳
お
よ
ぴ
通
典
巻
七
・
歴
代
盛
衰
戸
口
に
、
（
以
下
、
醤
傳
、
通
典
戸
口
と
略
す
）

　
　
其
の
新
附
の
客
戸
は
、
則
ち
其
の
六
年
の
賦
調
を
冤
じ
、
但
だ
「
輕
税
」
の
み
官
に
入
れ
よ
。

と
あ
り
、
冤
視
内
容
が
、
蕾
志
で
は
「
五
年
の
征
賦
」
、
替
傳
お
よ
ぴ
通
典
戸
口
で
は
「
六
年
の
賦
調
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
代
償
と

し
て
、
醤
志
で
は
一
丁
ご
と
に
一
千
五
百
銭
を
、
曹
傳
お
よ
び
通
典
戸
口
で
は
「
輕
視
」
を
徴
牧
す
る
、
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

相
互
に
類
似
し
つ
つ
、
し
か
も
完
全
に
は
一
致
し
な
い
諸
記
載
事
項
を
、
ど
の
よ
う
に
解
繹
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
論
箏
の
ま
と
に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
解
繹
の
し
か
た
を
列
學
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

　
（
1
）
　
「
輕
視
」
と
は
「
毎
丁
量
税
一
千
五
百
銭
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
「
輕
税
」
と
は
文
字
通
り
輕
い
視
の
こ
と
で
あ
り
、
「
毎
丁
量
税
一
千
五
百
銭
」
は
當
時
の
物
償
水
準
か
ら
み
て
高
す
ぎ
、
薔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

　
　
志
の
記
事
は
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
「
輕
視
」
と
は
、
自
首
し
て
五
年
ま
た
は
六
年
間
の
租
庸
調
を
冤
除
さ
れ
る
か
わ
り
に
、
即
金
で
納
入
す
る
視
金
の
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ソ

　
　
り
、
も
し
そ
の
額
が
一
千
五
百
鐘
で
あ
っ
た
と
す
れ
ぱ
、
一
年
分
の
租
庸
調
の
負
澹
額
に
し
か
相
當
せ
ず
、
農
民
に
有
利
で
あ
っ
た
。

　
（
4
）
　
流
寓
す
る
農
民
の
負
櫓
額
は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
九
等
戸
に
準
じ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
九
等
戸
の
年
問
負
澹
額
は
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
千
銭
以
上
に
算
定
さ
れ
る
か
ら
、
千
五
百
銭
の
税
は
た
し
か
に
輕
視
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
客
戸
が
五
な
い
し
六
年
聞
の
冤
税
期
間
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

　
　
に
、
正
税
・
臨
時
税
・
力
役
等
の
か
わ
り
に
年
々
納
入
す
べ
き
年
間
賦
課
額
で
あ
っ
た
。

と
い
う
ご
と
く
で
あ
る
。
（
1
）
は
岡
崎
文
夫
・
松
永
雅
生
爾
氏
、
（
2
）
は
鈴
木
俊
氏
、
（
3
）
は
E
・
G
・
プ
ー
リ
イ
ブ
ラ
ン
ク
民
、
（
4
）

　
　
　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
雨
税
法
へ
の
韓
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
税
負
婚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
四

は
D
．
C
．
ト
ゥ
イ
チ
ェ
ッ
ト
氏
の
見
解
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
大
別
し
て
、
第
一
に
は
、
「
輕
視
」
は
「
毎
丁
量
視
一
千
五
百
銭
」
の

こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
、
そ
の
税
負
捲
が
「
輕
い
」
か
否
か
を
問
題
に
す
る
説
、
そ
し
て
第
二
に
は
、
「
輕
視
」
は
み
と
め
る
が
「
毎
丁

量
視
一
千
五
百
銭
」
は
捏
造
記
事
で
あ
る
と
考
え
る
説
、
の
二
つ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
説
を
と
る
鈴
木
氏
の
ほ
か
全
て
の
論
者
は
第

一
説
に
立
っ
て
い
る
が
、
し
か
も
鈴
木
氏
を
ふ
く
め
て
、
「
輕
税
」
を
「
輕
い
視
」
と
讃
む
こ
と
に
は
異
説
が
な
か
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。

「
輕
い
税
」
と
讃
め
ば
、
お
の
ず
か
ら
何
に
た
い
し
て
輕
い
の
か
、
と
い
う
比
較
の
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
解

こ
う
と
す
れ
ぱ
、
プ
ー
リ
イ
ブ
ラ
ン
ク
お
よ
び
ト
ゥ
イ
チ
ェ
ッ
ト
爾
氏
の
ご
と
く
、
編
戸
農
民
の
租
庸
調
等
の
負
措
を
銭
額
に
換
算
し
て
、

そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
「
毎
丁
量
視
一
千
五
百
銭
」
と
い
う
客
戸
の
負
澹
が
重
い
か
輕
い
か
を
剣
断
す
る
、
と
い
う
方
法
を
と
る
必
要

が
お
こ
っ
て
く
る
が
、
そ
の
ぱ
あ
い
に
、
こ
の
客
戸
負
掬
銭
額
が
、
五
年
な
い
し
六
年
間
の
合
計
額
な
の
か
（
プ
ー
リ
イ
ブ
ラ
ン
ク
氏
説
）
、

そ
れ
と
も
毎
年
の
年
間
賦
課
額
な
の
か
（
ト
ゥ
イ
チ
ェ
ッ
ト
氏
説
）
に
つ
い
て
再
考
の
蝕
地
が
あ
る
。
ト
ゥ
イ
チ
ェ
ッ
ト
氏
の
ば
あ
い
に

は
、
九
等
戸
の
年
間
負
櫓
額
を
約
二
千
銭
と
算
定
し
、
客
戸
は
九
等
戸
に
準
じ
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
よ
り
、
毎
丁
一
千
五
百
銭
と
い

う
数
字
は
、
九
等
戸
よ
り
「
輕
い
」
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
輕
税
」
は
年
間
一
千
五
百
銭
で
あ
る
、
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
從
來
の
諸
説
の

中
で
最
も
読
得
力
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
な
お
、
「
輕
視
」
と
「
毎
丁
量
税
一
千
五
百
鏡
」
と
を
同
一
の
も
の
と
し
て
讃
明
す
る

こ
と
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
お
ら
れ
る
鮎
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
が
の
こ
る
。

　
（
1
）
　
雨
視
法
に
關
す
る
職
前
以
來
の
研
究
史
の
展
望
を
私
は
「
唐
代
後
牛
期
の
諸
問
題
」
（
肚
會
綴
濟
史
學
三
一
ノ
一
～
五
、
特
集
、
最
近
十
年
問

　
　
に
お
け
る
肚
會
経
濟
史
學
の
登
達
）
に
し
る
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
一
切
省
略
に
從
い
た
い
。

　
（
2
）
　
日
野
開
三
郎
氏
の
見
解
で
あ
る
。
同
氏
の
諸
論
文
、
な
か
ん
ず
く
、
「
楊
炎
の
爾
税
法
實
施
と
土
戸
・
客
戸
」
（
『
瀧
川
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
・



　
東
洋
史
編
』
、
　
一
九
五
七
）
、
「
唐
代
爾
税
法
下
に
於
け
る
封
象
資
塵
と
賦
税
の
系
列
」
（
東
洋
學
報
四
一
ノ
四
、
　
一
九
五
九
）
、
「
楊
炎
の
爾
税
法
の
見

　
居
原
則
と
銭
数
・
鏡
納
原
則
」
（
史
淵
八
四
、
　
｝
九
六
一
）
、
「
爾
税
法
の
基
本
的
四
原
則
」
（
法
制
史
研
究
一
一
、
　
一
九
六
一
）
参
照
。

（
3
）
　
岡
崎
文
夫
「
宇
文
融
の
括
戸
政
策
に
就
い
て
」
（
支
那
學
ニ
ノ
五
、
　
一
九
三
九
）
。
松
永
雅
生
「
爾
視
法
以
前
に
於
け
る
唐
代
の
差
科
（
其
一
）
」

　
（
『
重
松
先
生
古
稀
記
念
九
州
大
學
東
洋
史
論
叢
』
、
　
一
九
五
七
）
。

（
4
）
　
鈴
木
俊
「
宇
文
融
の
括
戸
に
つ
い
て
」
（
『
和
田
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
、
一
九
五
一
）
。

（
5
㌧
勺
⊆
＝
。
菩
一
琶
ぎ
口
9
、
．
、
一
、
ぽ
評
。
一
茜
8
…
α
。
コ
幕
葬
び
①
＝
一
9
。
｛
身
雪
－
。
・
望
ロ
、
、
｝
○
離
c
三
d
。
℃
‘
ご
㎝
9
Ω
蚤
℃
■
日
も
や
ω
？

　
ω
一
》
熟
亭
謹
u
や
一
ト
0
9

（
6
）
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≦
帥
8
ゲ
o
欝
∪
’
O
‘
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．
コ
ロ
目
9
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》
ユ
目
岡
巳
の
貫
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一
〇
昌
口
昌
匹
R
浮
o
↓
、
彗
頒
U
旨
霧
¢
、
、
“
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二

　
「
輕
視
」
が
も
し
「
毎
丁
一
千
五
百
銭
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
地
域
差
的
事
情
に
よ
っ
て
税
額
を
増
減
す
る
必
要
は
み
と
め

ら
れ
ず
、
た
て
ま
え
と
し
て
は
全
國
一
律
に
適
用
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
唐
大
詔
令
集
巻
一
一
一
・
政
事
・
田
農
「
置
勧
農

使
安
撫
戸
口
詔
」
お
よ
ぴ
全
唐
文
省
二
九
二
兀
宗
「
置
勧
農
使
詔
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

　
　
其
の
是
れ
よ
り
先
き
の
通
逃
は
、
並
ぴ
に
自
首
す
る
を
容
す
。
如
し
能
く
襲
畝
に
服
勤
し
、
カ
を
騨
し
て
所
在
の
閑
田
を
耕
絃
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
か

　
　
其
の
開
闇
に
勧
め
れ
ば
、
土
宜
を
逐
う
に
任
せ
て
税
を
牧
め
よ
。
州
縣
を
し
て
征
役
を
差
科
せ
し
む
る
勿
れ
。
租
庸
は
、
一
に
皆
な

　
　
蜀
放
す
。
（
中
略
）
宜
し
く
兵
部
員
外
郎
廉
侍
御
史
宇
文
融
を
し
て
兼
ね
て
勧
農
事
使
に
充
て
、
郡
邑
（
全
唐
文
、
邑
を
人
に
作
る
。
）
を

　
　
　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
雨
税
法
へ
の
轄
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
程
負
措
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

　
　
巡
按
し
、
戸
口
を
安
撫
せ
し
む
べ
し
。
所
在
に
官
僚
及
ぴ
百
姓
と
與
に
虜
分
を
商
量
し
（
庭
分
、
全
唐
文
に
よ
り
補
う
。
）
、
乃
ち
賦
役
・

　
　
差
科
の
人
に
於
て
便
に
非
る
者
に
至
り
て
は
、
並
び
に
事
を
量
り
て
庭
分
せ
よ
。

　
ヘ
エ
マ

と
あ
り
、
資
治
通
鑑
巻
一
二
二
・
唐
紀
二
八
は
、
玄
宗
開
元
十
二
年
六
月
壬
辰
の
條
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

　
　
制
す
、
逃
戸
の
自
首
す
る
を
聴
す
。
所
在
の
間
田
を
關
き
、
宜
に
随
っ
て
税
を
牧
め
よ
。
征
役
を
差
科
す
る
を
得
る
母
く
、
租
庸
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

　
　
一
に
皆
な
闘
冤
す
。
伽
お
兵
部
員
外
郎
条
侍
御
史
宇
文
融
を
以
て
渤
農
使
と
爲
し
、
州
縣
を
巡
行
し
、
吏
・
民
と
與
に
議
し
て
賦
役

　
　
を
定
め
し
む
。

と
傳
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
逃
亡
民
は
そ
の
寄
寓
現
佳
地
に
お
い
て
閑
田
を
得
て
開
墾
し
、
そ
の
土
地
の
肥
沃
度
な
い
し
牧
穫
高

の
「
土
宜
」
に
封
慮
し
て
地
域
の
慣
例
に
し
た
が
っ
て
視
を
納
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
税
額
に
つ
い
て
は
、
租
庸
調
法
の
定
め
る
租
庸

調
・
賦
役
を
一
旦
全
冤
し
、
そ
れ
と
は
別
個
に
、
勧
農
使
が
そ
の
州
縣
の
官
吏
お
よ
び
そ
の
地
域
の
百
姓
・
民
と
協
議
し
て
適
宜
決
定
す

る
、
と
い
う
徴
税
方
法
が
客
戸
に
封
し
て
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
客
戸
の
税
額
を
土
宜
に
射
慮
し
て
動

的
に
決
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
徴
税
方
法
を
、
政
府
の
立
場
か
ら
み
て
「
輕
税
」
と
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
「
輕
く
税
す
」
と
讃
む
こ
と
が
適
當
な
の
で
あ
っ
て
、
租
庸
調
・
賦
役
を
丁
別
人
頭
視
と
し
て
一
律
に
課
し
て

き
た
從
來
の
租
庸
調
法
の
観
鮎
か
ら
み
れ
ぱ
、
一
旦
そ
の
よ
う
な
徴
視
法
を
否
定
し
て
そ
れ
よ
り
も
「
輕
く
視
す
」
あ
る
い
は
「
税
を
輕

く
す
」
る
こ
と
に
な
る
、
と
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
に
お
い
て
は
、
從
來
の
編
戸
の
民
で
あ
り
土
戸
に
比
較
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

「
輕
い
視
」
と
な
っ
た
ば
あ
い
も
す
く
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
原
義
と
し
て
は
、
土
戸
に
比
較
し
て
客
戸
が
「
輕
い
視
」
を
課

せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
、
税
制
土
、
從
來
の
徴
視
方
法
よ
り
も
張
制
の
程
度
を
「
輕
く
」
し
た
こ
と
に
力
黙
が
お
か
れ
て
い
る
、
と



み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
強
制
徴
牧
の
程
度
を
輕
減
し
て
、
勧
農
使
を
媒
介
と
す
る
州
縣
の
官
吏
お
よ
ぴ
地
域
の
佳
民

の
合
議
に
よ
っ
て
、
客
戸
の
適
正
税
額
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
税
額
を
全
國
一
律
に
「
毎
丁
量
視
一
千
五
百
銭
」
と
み
な
す

こ
と
は
正
し
く
な
い
、
す
く
な
く
と
も
そ
れ
が
全
て
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
、
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
開
元
十
二

年
六
月
壬
辰
詔
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
唐
朝
政
府
の
封
客
戸
政
策
は
、
こ
れ
よ
り
の
ち
雨
税
法
時
代
に
い
た
る
ま
で
一
貫
し
て
繊
承
さ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
自
首
し
た
逃
戸
が
「
所
在
の
閑
田
」
の
耕
作
に
從
事
す
る
こ
と
を
當
然
の
ご
と
く
に
奨
励
し
て
い
る
の
も
、
す
で
に
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

住
地
附
籍
の
構
衡
原
則
が
確
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
閑
田
な
る
も
の
の
實
髄
を
た
ず
ね
れ
ば
、
そ
の
重
要

な
部
分
を
逃
棄
田
が
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
唐
代
後
牟
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
逃
棄
田
を
、
客
戸
が
、
州
縣

の
官
吏
と
郷
村
の
老
人
お
よ
び
隣
親
の
戸
な
ど
の
共
同
の
保
謹
と
規
制
を
受
け
て
、
承
佃
し
、
自
己
の
永
業
的
保
有
地
と
し
て
い
く
事
實

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
勧
農
使
と
州
縣
の
官
吏
お
よ
ぴ
地
域
在
佳
の
編
戸
の
民
の
協
議
に
よ
っ
て
客
戸
の
「
輕
税
」
を
適
宜
決
定
す

る
方
式
を
う
ち
だ
し
た
、
こ
の
開
元
十
二
年
六
月
壬
辰
詔
は
重
要
な
歴
史
的
意
義
を
も
つ
、
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ぱ
土
宜
に
封
慮
す
る
客
戸
へ
の
課
視
方
式
を
、
そ
の
土
地
の
牧
穫
高
に
封
感
す
る
課
視
と
し
て
特
徴
づ
け
て
理
解

す
る
な
ら
ぱ
、
資
産
封
慮
課
視
を
客
戸
に
も
土
戸
と
ひ
と
し
く
適
用
す
る
爾
視
法
の
一
つ
の
先
駆
的
形
態
、
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
れ
が
租
庸
冤
除
を
前
提
と
し
て
い
る
鮎
に
も
留
意
す
る
な
ら
ぱ
、
租
庸
調
法
の
大
原
則
が
動
揺
し
て
い
る
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
こ

と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
租
庸
冤
除
が
、
も
し
一
定
期
間
に
限
っ
て
み
と
め
ら
れ
る
措
置
で
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
れ
は
租
庸
調
法
の

補
強
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
租
庸
調
法
の
破
綻
を
も
た
ら
す
に
は
い
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
注
目
す
べ

き
こ
と
に
は
、
こ
の
開
元
十
二
年
六
月
壬
辰
詔
に
は
客
戸
に
つ
い
て
、
「
租
庸
は
一
に
皆
な
醐
放
す
」
「
租
庸
は
一
に
皆
な
鋤
冤
す
」
と
だ

　
　
　
　
　
租
籍
調
法
か
ら
爾
視
法
へ
の
轄
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
税
負
措
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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五
八

け
命
じ
て
、
そ
の
闘
冤
期
間
を
限
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
浦
極
的
に
限
定
し
な
い
、
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
に
無
期
限
の
闘

冤
を
宜
言
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
す
く
な
く
と
も
客
戸
に
開
す
る
か
ぎ
り
、
租
庸
調
法
の
適
用
が
噺
念
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
5
。

そ
し
て
實
際
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
詔
文
に
お
い
て
「
一
に
皆
な
」
調
冤
す
る
、
と
い
う
表
現
が
使

わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
張
い
語
調
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
代
償
と
し
て
の
「
輕
く
税
す
」
る
方
法
を
い
わ
ば
恒
常
化
す
る
か
の
ご
と

く
積
極
的
に
指
示
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
客
戸
に
關
し
て
は
租
庸
調
法
の
不
適
用
を
決
断
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
、
い
ま
一
度
、
逃
戸
お
よ
び
客
戸
に
封
す
る
租
庸
調
・
賦
役
の
翻
冤
措
置
を
か
え
り
み
て
お
こ
う
。
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
論
じ
た

　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

ご
と
く
、
開
元
九
年
の
「
科
禁
諸
州
逃
亡
制
」
に
、
「
印
還
を
情
願
す
る
者
は
、
本
郷
に
待
り
詑
り
た
れ
ば
、
今
年
の
賦
租
課
役
を
冤
ず

　
　
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
を
聴
す
」
と
あ
っ
て
、
還
逃
戸
に
封
し
蹄
還
の
年
度
一
年
分
の
賦
租
・
課
役
を
冤
除
し
、
大
暦
元
年
（
七
六
六
）
に
は
、
「
其
の
逃
戸
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

復
業
す
る
者
は
、
宜
し
く
復
二
年
を
給
し
、
輯
ち
差
遣
す
る
こ
と
有
る
を
得
る
無
か
る
べ
し
」
と
さ
れ
、
還
逃
戸
に
封
す
る
罵
発
期
間
は

二
年
間
に
な
っ
た
。
そ
の
他
、
天
寳
八
載
（
七
四
九
）
と
天
賓
十
四
載
（
七
五
五
）
に
、
隣
保
に
代
出
さ
せ
て
い
た
逃
亡
期
聞
中
の
租
庸
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

還
逃
戸
は
返
濟
し
な
く
て
も
よ
い
、
と
い
う
規
定
が
あ
る
が
、
こ
の
ぱ
あ
い
蹄
還
後
の
租
庸
は
お
そ
く
と
も
一
、
二
年
な
い
し
五
年
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

は
再
び
徴
牧
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
諸
例
は
す
べ
て
還
逃
戸
に
關
す
る
調
冤
規
定
で
あ
り
、
還
逃
戸
が
租
庸
調
法
維

持
を
目
的
と
す
る
恩
徳
原
則
の
適
用
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
調
冤
期
間
に
明
確
な
限
度
を
付
せ
ら
れ
た
こ
と
は
當
然
で
あ

っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
新
た
に
寄
寓
現
佳
地
の
州
縣
に
附
籍
さ
れ
た
客
戸
の
ば
あ
い
、
こ
の
よ
う
に
期
限
を
明
記
し
た
翻
冤

規
定
と
し
て
は
、
は
じ
め
に
掲
げ
た
、
薔
傳
お
よ
び
通
典
戸
口
の
、
「
其
の
客
戸
は
、
則
ち
其
の
六
年
の
賦
調
を
冤
ず
」
と
い
う
規
定
が

一
つ
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。



　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
其
新
附
客
戸
、
則
冤
其
六
年
賦
調
」
の
拶
令
年
次
が
間
題
に
な
る
。
資
治
通
鑑
巻
二
一
二
・
唐
紀
二
八
は
、
こ
れ

を
開
元
九
年
の
條
に
繋
年
し
て
い
る
。
こ
の
開
元
九
年
の
條
に
は
、

　
　
（
二
月
）
丁
亥
、
制
す
、
州
縣
の
逃
亡
せ
る
戸
口
は
、
百
日
に
自
首
し
、
或
は
所
在
に
於
て
籍
に
附
け
、
或
は
牒
し
て
故
郷
に
蹄
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

　
　
こ
と
、
各
お
の
欲
す
る
所
に
從
う
を
聴
す
。
（
後
略
）

と
あ
り
、
逃
戸
の
寄
寓
地
附
籍
を
み
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
膿
的
な
手
つ
づ
き
に
つ
い
て
は
、
全
唐
文
巻
二
二
・
元
宗
三
・

「
科
禁
諸
州
逃
亡
制
」
に
、

　
　
佳
む
こ
と
を
情
願
す
る
者
は
、
即
ち
簿
籍
に
附
入
し
、
差
科
・
賦
敷
は
、
附
入
の
令
式
に
於
て
し
、
伍
お
本
貫
と
計
會
し
て
、
徴
す

　
　
る
を
停
め
よ
。

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
「
附
入
の
令
式
」
の
「
令
」
は
、
新
規
附
籍
者
に
つ
い
て
の
唐
令
を
意
味
し
、
唐
六
典
巻
三
・
戸
部
の
郎
中
・
員

外
郎
の
職
掌
と
し
て
定
め
ら
れ
た
、

　
　
凡
そ
丁
の
新
た
に
籍
帳
に
附
す
る
者
は
、
春
附
す
れ
ば
則
ち
課
役
並
ぴ
に
徴
す
。
夏
附
す
れ
ば
則
ち
課
を
冤
じ
役
に
從
う
。
秋
附
す

　
　
れ
ば
則
ち
課
役
倶
に
冤
ず
。

と
い
う
規
定
の
こ
と
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぱ
、
一
年
間
の
課
役
を
全
発
さ
れ
る
ば
あ
い
に
は
、
立
秋
以
後
に
新
附
さ

れ
た
丁
に
か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
、
開
元
九
年
二
月
丁
亥
の
「
科
禁
諸
州
逃
亡
制
」
は
、
こ
の
附
入
の
令
に
も
と
づ
い
て
新

附
の
「
佳
む
こ
と
を
情
願
す
る
者
」
を
腱
遇
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
前
述
の
還
逃
戸
の
ば
あ
い
と
大
差
な
く
、
あ
の
「
其

新
附
客
戸
、
則
冤
其
六
年
賦
調
」
と
同
一
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
新
附
の
客
戸
に
つ
い
て
六
年
の
賦
調
を
冤
ず
る
、
と
い
う

　
　
　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
爾
税
法
へ
の
騨
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
視
負
櫓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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〇

通
達
を
假
に
も
「
附
入
の
令
式
」
の
「
式
」
に
あ
た
る
と
考
え
る
こ
と
は
到
底
で
き
ぬ
ほ
ど
、
爾
者
の
差
異
は
大
き
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
科
禁
諸
州
逃
亡
制
」
と
新
附
客
戸
の
六
年
間
調
翼
規
定
と
を
同
じ
開
元
九
年
に
繋
年
し
て
い
る
の
は
、
通
鑑
の
薇
述
の
必

要
か
ら
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
後
者
は
開
元
九
年
以
後
の
事
貿
に
ち
が
い
な
い
。

　
開
元
九
年
以
後
で
あ
っ
て
、
し
か
も
開
元
十
二
年
六
月
壬
辰
詔
以
外
に
、
宇
文
融
の
括
戸
政
策
實
施
中
に
嚢
令
さ
れ
た
、
客
戸
の
新
附

に
關
す
る
詔
勅
を
探
索
し
て
み
る
と
、
同
じ
く
資
治
通
鑑
唐
紀
の
開
元
十
一
年
の
條
に
、

　
　
秋
八
月
癸
卯
、
敷
す
、
前
に
逃
人
を
検
括
せ
し
め
た
る
も
、
煩
擾
を
成
さ
ん
こ
と
を
慮
る
。
天
下
は
大
同
せ
り
。
宜
し
く
各
む
の
樂

　
　
し
む
所
に
從
う
ぺ
し
。
所
在
の
州
縣
を
し
て
安
集
せ
し
め
、
其
の
生
業
を
逐
げ
し
め
よ
。

と
あ
る
の
が
唯
一
で
あ
り
意
味
は
、
「
さ
き
に
逃
人
を
檎
括
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
原
因
で
擾
飢
が
お
こ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

　
　
　
　
（
1
0
）

て
は
な
ら
な
い
。
い
ま
や
天
下
は
統
一
さ
れ
、
安
定
し
て
い
る
。
各
人
は
そ
の
故
郷
な
り
或
は
寄
寓
地
な
り
、
佳
み
た
い
と
欲
す
る
所
に

お
い
て
、
そ
の
州
縣
の
戸
籍
に
登
録
し
て
定
佳
し
生
計
を
立
て
よ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
從
來
の
逃
戸
検
括
の
手
な
お
し

と
し
て
、
寄
寓
地
に
お
け
る
附
籍
を
一
暦
容
易
に
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
翌
年
に
、
前
述
の
ご
と
き
査
期
的
な
意
味

を
も
っ
開
元
十
二
年
六
月
壬
辰
詔
が
稜
せ
ら
れ
、
椹
衡
原
則
に
よ
る
新
附
の
客
戸
の
制
度
的
地
位
が
確
立
し
て
く
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ

る
な
ら
ば
、
こ
の
開
元
十
一
年
八
月
癸
卯
勅
は
そ
の
さ
き
ぶ
れ
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま

た
、
開
元
九
年
二
月
丁
亥
の
「
科
禁
諸
州
逃
亡
制
」
の
手
な
お
し
と
し
て
、
槽
衡
原
則
を
摘
大
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
も
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
重
要
な
過
渡
的
性
格
を
も
つ
開
元
十
一
年
八
月
癸
卯
勅
が
、
資
治
通
鑑
以
外
の
諸
書
に
完
全
な
す
が
た
を
と
ど
め
て
い
な
い

の
は
、
そ
の
よ
う
な
勅
が
霞
令
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
て
、
他
と
混
同
さ
れ
た
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。
わ
ず
か
に
通
鑑
に
輯
録



さ
れ
て
傳
え
ら
れ
た
こ
の
勅
文
は
、
そ
の
重
要
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
に
も
簡
略
化
さ
れ
て
い
て
、
具
髄
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て

客
戸
の
安
集
を
お
こ
な
っ
た
の
か
、
そ
の
施
行
細
則
は
こ
の
勅
文
だ
け
を
以
て
し
て
は
知
り
得
な
い
。
し
か
し
、
開
元
九
年
の
ば
あ
い
に

も
、
ま
た
開
元
十
二
年
の
ぱ
あ
い
に
も
、
闘
冤
規
定
を
ふ
く
む
施
行
細
則
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
開
元
十
一
年
八
月

癸
卯
勅
に
も
、
も
と
は
同
種
類
の
施
行
細
則
が
記
さ
れ
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
。

　
開
元
九
年
に
も
、
ま
た
、
開
元
十
二
年
に
も
、
該
當
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
規
定
、
す
な
わ
ち
蕾
傳
お
よ
ぴ
通
典
戸
口
に
年
代
を
明

記
せ
ず
に
つ
た
え
ら
れ
て
い
る
「
其
新
附
客
戸
、
冤
其
六
年
賦
調
」
の
一
文
は
、
右
の
よ
う
な
開
元
十
一
年
八
月
癸
卯
勅
の
一
部
分
を
な

す
施
行
細
則
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
開
元
十
一
年
か
ら
十
二
年
に
か
け
て
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
登
展
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
新
附
の
客
戸
に
た
い
し
て
、
開
元
十
一
年
に
は
、
権
衡
原
則
の
再
確
認
と
そ

の
徹
底
を
命
じ
た
「
八
月
癸
卯
勅
」
の
一
環
と
し
て
、
六
年
間
の
賦
調
冤
除
を
み
と
め
、
そ
の
代
償
に
は
租
庸
調
法
と
は
別
個
の
次
元
に

お
い
て
「
輕
く
税
す
る
」
臨
時
措
置
を
講
じ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
り
、
翌
十
二
年
に
入
っ
て
、
六
月
壬
辰
詔
に
よ
り
、
賦
調
冤
除
の

期
限
を
撤
慶
し
て
無
期
限
的
に
「
租
庸
は
一
に
皆
な
闘
冤
」
し
、
そ
の
か
わ
り
に
、
前
年
に
臨
時
的
に
探
用
さ
れ
た
「
輕
税
」
方
式
を
恒

常
化
的
に
披
充
し
、
勧
農
使
・
州
縣
官
吏
・
百
姓
の
三
者
に
よ
っ
て
「
土
宜
」
に
適
し
た
税
額
を
定
め
る
、
と
い
う
方
法
に
高
め
、
新
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
客
戸
に
關
し
て
は
租
庸
調
法
を
適
用
し
な
い
新
視
制
へ
き
り
か
え
た
の
で
あ
る
。
蕾
志
所
載
の
「
許
婦
首
、
冤
五
年
征
賦
、
毎
丁
量
税

一
千
五
百
銭
」
の
一
文
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
、
未
だ
こ
こ
で
の
考
察
過
程
に
く
み
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
あ
ま
り
に
も
周
知
の
こ
と
で
こ
こ
に
繰
返
す
ま
で
も
な
い
か
と
は
思
う
が
、
問
題
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
再
読
す
れ
ば
、
こ
の
哲

唐
書
食
貨
志
の
一
文
、
と
く
に
そ
の
「
毎
丁
量
視
一
千
五
百
銭
」
と
い
う
記
事
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
ご
と
く
、
鈴
木
俊
民
に
よ
っ
て
捏

　
　
　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
爾
税
法
へ
の
韓
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
視
負
婚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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六
二

造
記
事
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
捏
造
で
な
い
こ
と
を
反
謹
す
る
有
力
説
も
未
だ
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
鈴
木
氏
は
、
蘇
昆
の
會
要
の
記
事
が
唐
會
要
お
よ
び
蕾
唐
書
食
貨
志
に
踏
襲
さ
れ
た
、
と
い
う
史
料
の
系
譜
を
前
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

と
し
て
、
薔
唐
書
食
貨
志
に
は
曲
筆
記
事
が
多
い
こ
と
を
讃
明
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
右
の
「
毎
丁
量
税
一
千
五
百
銭
」
も
捏
造
で
あ

る
、
と
断
定
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
曲
筆
記
事
の
例
と
し
て
氏
が
重
硯
さ
れ
た
の
は
、
宇
文
融
が
括
戸
政
策
を
實
行
し
た
結
果
、
「
歳
終

に
客
戸
銭
百
萬
を
得
た
」
（
唐
會
要
）
、
「
歳
終
に
徴
し
て
客
戸
鐘
数
百
萬
を
得
た
」
（
魯
唐
書
宇
文
融
傳
）
、
「
歳
終
に
銭
数
百
萬
絡
を
羨
し
た
」

（
新
唐
書
宇
文
融
傳
）
と
い
う
こ
と
が
、
蘇
昆
の
會
要
の
系
統
を
ひ
く
諸
書
に
記
さ
れ
て
い
る
事
實
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
書
は
宇
文
融

が
玄
宗
に
奢
移
の
費
を
供
し
た
こ
と
を
筆
謙
す
る
意
圖
を
も
っ
て
お
り
、
逆
に
、
宇
文
融
を
賞
揚
す
る
立
場
を
と
る
通
典
に
は
、
み
か
た

に
よ
っ
て
は
宇
文
融
の
功
績
の
例
謹
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
右
の
よ
う
な
記
事
が
傳
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
二
鮎
を
論
櫨
と

し
て
氏
は
「
客
戸
銭
（
数
）
百
萬
」
を
筆
謙
の
た
め
に
曲
筆
し
た
捏
造
記
事
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
客
戸
銭

の
徴
牧
額
と
、
薔
志
所
載
の
「
毎
丁
量
税
一
千
五
百
銭
」
に
つ
い
て
は
、
史
料
批
剣
的
に
信
用
で
き
な
い
事
情
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

鈴
木
氏
の
史
料
批
剣
の
覗
角
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
間
題
を
解
決
し
て
ゆ
く
た
め
の
出
爽
貼

と
し
て
、
明
確
に
理
解
で
き
な
い
資
料
を
ひ
と
ま
ず
保
留
し
確
實
な
事
實
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
選
ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
意
圖
を
以
て
私
は
、
上
來
、
ま
ず
第
一
に
、
諸
説
の
ひ
と
し
く
肯
定
す
る
新
附
の
客
戸
の
「
輕
視
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
疑

義
の
存
す
胤
「
毎
丁
量
視
一
千
五
百
銭
」
と
比
較
し
て
「
輕
い
視
」
と
解
繹
す
る
方
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
唐
朝
政
府
の
謹
令
し
た
詔

勅
の
う
ち
で
客
戸
の
新
附
に
關
す
る
規
定
を
、
そ
の
年
代
に
と
も
な
う
内
容
的
登
展
に
か
け
て
検
討
す
る
方
法
に
よ
り
、
「
輕
く
視
す
る
」

こ
と
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
「
輕
税
」
方
式
が
、
租
庸
調
法
と
は
別
個
の
視
制
と
し
て
、
客
戸
の
制
度
化
に
と
も
な
い
、
開
元
十
一
年
か



ら
十
二
年
に
か
け
て
樹
立
さ
れ
た
、
と
理
解
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
の
十
三
年
に
、
「
得
る
所
の
視
銭
を
以

て
均
し
く
所
在
の
常
李
倉
の
本
に
充
て
る
」
（
通
鑑
）
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
客
戸
か
ら
「
視
銭
」
が
徴
牧
さ
れ
た
の
は
事
實
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
「
税
銭
」
が
「
輕
税
」
方
式
に
よ
っ
て
徴
牧
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
以
上
の
考
察
か
ら
露
結
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
税
銭
」
を
、
疑
義
の
存
す
る
「
毎
丁
量
税
一
千
五
百
銭
」
あ
る
い
臣
「
歳
終
徴
得
客
戸
銭
（
数
）
百
萬
（
絡
）
」

と
い
う
記
事
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
必
要
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
客
戸
の
「
輕
視
」
の
一
形
態
が
「
鐘
」
に
よ
っ
て

徴
牧
さ
れ
得
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
る
よ
す
が
と
し
て
留
意
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
間
題
は
、
そ
の
よ
う
な
鐘
納
形
態
を
ふ
く
む

「
輕
税
」
が
、
租
庸
調
法
と
は
別
個
の
系
統
の
税
髄
系
と
し
て
開
元
十
二
年
以
後
に
お
い
て
存
績
し
得
た
か
否
か
、
に
か
か
っ
て
く
る
で

あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
冊
府
元
亀
省
七
〇
・
帝
王
部
務
農
に
怖
同
じ
詔
文
が
輯
録
さ
れ
て
お
り
、
全
唐
文
お
よ
ぴ
唐
大
詔
令
集
が
「
任
逐
土
宜
」
と
す
る
箇
所
を
冊
府

　
　
元
亀
は
「
逐
土
任
宜
」
と
す
る
。
前
者
に
よ
っ
て
「
土
宜
を
逐
う
に
任
せ
」
、
ま
た
後
者
に
よ
っ
て
「
土
を
逐
い
宜
に
任
せ
」
と
、
い
ず
れ
に
讃
む

　
　
ば
あ
い
も
そ
の
意
味
は
、
土
地
の
肥
沃
度
に
慮
じ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
牧
穫
高
に
封
慮
し
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
詔
を
、
唐
大
詔

　
　
令
集
は
開
元
十
二
年
五
月
詔
と
注
記
し
て
い
る
が
、
冊
府
元
亀
は
同
十
二
年
六
月
壬
辰
詔
と
し
、
つ
ぎ
の
通
鑑
と
同
様
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
拙
稿
「
揚
炎
の
財
政
改
革
の
基
調
に
つ
い
て
」
（
一
橋
論
叢
五
三
ノ
五
、
　
一
九
六
五
）
は
、
「
輕
く
税
す
る
」
と
讃
む
立
場
を
と
る
が
、
そ
の
視

　
　
角
は
、
土
戸
に
比
較
し
て
客
戸
の
視
額
が
輕
い
、
と
い
う
從
來
一
般
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
解
繹
の
枠
を
睨
皮
し
え
て
い
な
い
。

　
（
3
）
　
拙
稿
「
唐
代
に
お
け
る
括
戸
實
行
方
式
の
攣
化
に
つ
い
て
1
爾
視
法
的
禮
衡
原
則
に
よ
る
客
戸
の
制
度
化
ー
」
（
中
國
古
代
史
研
究
會
編

　
　
　
『
中
國
古
代
史
研
究
第
二
』
、
　
一
九
六
五
）
参
照
。

　
（
4
）
　
拙
稿
「
唐
代
の
客
戸
に
よ
る
逃
棄
田
の
保
有
」
（
一
橋
論
叢
五
三
ノ
一
、
　
一
九
六
五
）
参
照
。
そ
の
七
八
頁
註
二
四
に
、
こ
の
開
元
十
二
年
六

　
　
　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
爾
税
法
へ
の
轄
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
視
負
櫓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



月
壬
辰
詔
を
引
い
て
あ
る
が
、

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

　
が
ひ
と
つ
の
匪
切
り
と
な
る
が
、

　
が
っ

　
濟
冤
除
と
い
う
特
典
が
與
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

（
1
0
）

　
五
〇
ノ
三
、

（
1
1
）

　
し
か
し
、

　
あ
た
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
種
の

　
年
段
階
に
壽
け
る
制
度
上
の
客
戸
は
、

　
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

（
1
2
）

（
1
3
）

　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
経
済
学
研
究
　
節
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
で
は
「
所
在
の
閑
田
」
の
例
謹
と
し
て
暴
げ
た
に
と
ど
ま
る
。

註
8
に
前
掲
の
拙
稿
、
と
く
に
、
二
・
B
・
恩
徳
原
則
、
五
－
七
頁
参
照
。

ム出

文
省
二
二
。
一
兀
轡
が
一
二
。

冊
府
元
亀
四
九
五
・
邦
計
部
田
制
お
よ
ぴ
唐
會
要
雀
八
五
・
逃
戸
所
載
の
代
宗
大
暦
元
年
制
。

唐
會
要
谷
八
五
・
逃
戸
。
前
掲
拙
稿
六
－
七
頁
参
照
。

前
述
の
ご
と
く
開
元
九
年
に
お
け
る
還
逃
戸
禰
冤
期
問
は
一
年
、
ま
た
大
暦
元
年
に
は
二
年
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
　
一
年
な
い
し
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
述
の
ご
と
く
暫
志
に
よ
れ
ば
開
元
年
間
の
還
逃
戸
は
五
年
間
征
賦
を
冤
除
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た

て
、
い
か
に
お
そ
く
と
も
五
年
間
以
上
の
脳
見
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
、
天
費
八
、
十
四
爾
載
の
ば
あ
い
隣
保
代
納
分
の
返

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
以
外
の
特
典
は
な
く
蹄
還
と
同
時
に
再
び
租
庸
調
を
課
せ
ら
れ
た
こ
と
も
考
え
得
る
。

實
際
、
そ
の
よ
う
な
危
瞼
が
常
に
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
在
っ
た
こ
と
は
、
拙
稿
「
唐
代
の
逃
戸
・
浮
客
・
客
戸
に
關
す
る
畳
書
」
（
一
橋
論
叢

　
　
　
一
九
六
三
）
に
お
い
て
も
言
及
し
た
。

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
日
野
氏
が
、
租
庸
調
法
の
も
と
に
お
け
る
客
戸
を
不
捲
税
戸
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
は
結
果
的
に
正
し
い
の
で
あ
る
。

　
　
日
野
氏
が
客
戸
を
不
捲
視
の
無
産
戸
と
さ
れ
た
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
所
在
の
閑
田
」
を
は
じ
め
逃
棄
田
等
を
客
戸
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
有
産
戸
」
と
し
、
租
庸
調
法
と
は
別
個
の
税
髄
系
で
あ
る
「
輕
視
」
を
適
用
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
開
元
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
租
庸
調
の
不
櫓
税
戸
で
あ
る
が
、
「
輕
税
」
捨
視
戸
で
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
「
無
産
戸
」
で
は
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
の
註
2
に
掲
げ
た
日
野
氏
の
諸
論
文
参
照
。

鈴
木
俊
「
奮
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
つ
い
て
」
（
史
淵
四
五
、
　
一
九
五
〇
）
。

拙
稿
「
唐
・
宋
の
客
戸
に
關
す
る
諸
研
究
」
（
東
洋
學
報
四
六
ノ
ニ
、
　
一
九
六
三
）
九
九
頁
滲
照
・



三

　
い
ま
一
度
、
開
元
十
二
年
六
月
壬
辰
詔
を
み
る
と
、
新
附
の
客
戸
に
た
い
し
て
は
、
「
州
縣
を
し
て
征
役
を
差
科
せ
し
む
る
勿
れ
」
（
唐

大
詔
令
集
お
よ
ぴ
全
唐
丈
）
、
「
征
役
を
差
科
す
る
を
得
る
母
し
」
（
通
鑑
）
と
あ
っ
て
、
租
庸
を
一
切
調
冤
す
る
の
み
な
ら
ず
、
征
役
す
な
わ

ち
力
役
を
「
差
科
」
す
る
こ
と
も
冤
除
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
差
科
の
原
義
は
、
唐
代
前
牛
期
に
お
い
て
は
、
力
役
に
せ
よ
戸
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
せ
よ
、
負
澹
能
力
の
差
に
感
じ
て
課
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
右
の
ば
あ
い
に
は
力
役
の
能
力
差
に
慮
じ
た
徴
議
を
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
爾
視
法
制
定
直
前
の
代
宗
期
ま
で
の
約
五
十
年
間
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
視
負
櫓
は
、
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
の
ば
あ
い
「
差
科
」
と
表
現
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
力
役
で
は
な
し
に
銭
納
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
開
元
十

二
年
に
、
客
戸
の
力
役
を
差
科
す
る
こ
と
が
撤
慶
さ
れ
た
後
、
力
役
に
か
わ
る
銭
納
視
を
差
科
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
こ
と
を
謹
明
す
る
史
料
の
第
一
例
は
、
唐
大
詔
令
集
巻
一
〇
四
・
政
事
・
按
察
下
「
塵
分
朝
集
使
敷
五
道
」
の
第
四
勅
、
開
元
二

十
一
年
（
七
三
三
）
四
月
一
日
付
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、

　
　
こ
の
．
．
一
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ

　
　
頃
、
天
下
の
浮
逃
す
る
を
以
て
、
先
に
庭
分
す
る
有
り
、
所
在
に
招
附
し
て
、
便
ち
差
科
を
入
れ
し
む
。

と
あ
る
。
全
唐
文
巻
二
八
三
・
張
九
齢
の
一
に
「
敷
庭
分
朝
集
使
」
と
し
て
輯
録
さ
れ
て
い
る
同
勅
は
、
「
所
在
招
附
」
を
「
所
在
括
附
」

と
し
て
お
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
勅
が
以
前
に
あ
っ
た
庭
分
と
し
て
の
、
所
在
に
お
い
て
附
籍
す
る
括
戸
政
策
を
間
題
に
し
て
い
る
こ

と
は
た
し
か
で
あ
り
、
敷
の
全
文
は
そ
れ
を
批
到
す
る
文
意
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
勅
が
張
九
齢
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
、
し
か
も
か
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

宇
文
融
に
反
封
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
宇
文
融
の
括
戸
を
指
弾
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
開
元
二
十
一
年
の
時

　
　
　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
爾
税
法
へ
の
轄
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
税
負
櫓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
経
済
学
研
究
　
1
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
、
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

黙
か
ら
見
て
約
十
年
前
の
括
戸
政
策
の
結
果
、
招
附
さ
れ
た
客
戸
は
差
科
を
「
入
れ
る
」
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
ば
あ
い
の
差
科
は
力
役
で
は
な
く
、
あ
の
「
輕
く
税
し
て
官
に
入
れ
る
」
と
い
う
ば
あ
い
と
同
じ
く
、
視
銭
も
し
く
は
税
物
の
形
態
を

と
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
客
戸
の
差
科
納
税
が
、
開
元
二
十
一
年
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
張
九

齢
の
「
救
塵
分
朝
集
使
」
ば
、
「
聞
く
が
如
く
ん
ば
、
長
吏
甚
し
く
心
を
存
せ
ず
、
流
庸
を
し
て
更
に
滋
か
ら
し
む
る
を
致
し
、
前
弊
未

だ
革
ま
ら
ず
」
と
、
現
欣
を
憂
え
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
と
き
に
客
戸
の
差
科
納
視
を
慶
止
し
た
形
跡
は
み
と
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
第
二
例
は
、
代
宗
の
費
慮
元
年
（
七
六
二
）
九
月
の
有
名
な
勅
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
寄
寓
地
に
定
佳
し
て
か
ら
一
年
以
上
を
経
過
し

私
有
の
田
地
を
得
て
自
螢
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
客
戸
に
た
い
し
て
は
、
戸
籍
に
登
録
の
う
え
、
土
着
戸
た
る
居
人
の
ば
あ
い
の
牟
額
に

相
嘗
す
る
差
科
を
納
入
せ
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
逃
散
に
よ
る
牧
入
減
少
を
填
補
し
よ
う
と
意
圖
さ
れ
て
お
り
、
「
差
科
は
居
人
の
例
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が

比
べ
て
一
牛
を
量
減
し
、
庶
わ
く
は
逃
散
を
填
め
ん
」
と
い
う
一
文
に
い
わ
ゆ
る
「
差
科
」
を
銭
納
な
い
し
物
納
と
み
な
し
力
役
と
考
え

な
い
理
由
は
、
そ
の
文
意
な
ら
ぴ
に
、
そ
れ
以
前
お
よ
ぴ
以
後
の
献
況
に
つ
い
て
の
判
断
に
よ
る
。
以
前
の
猷
況
に
つ
い
て
さ
き
の
開
元

十
二
年
勅
お
よ
ぴ
同
二
十
一
年
勅
と
こ
の
寳
慮
元
年
勅
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
ま
え
の
段
階
に
お
い
て
は
、
客
戸
の
非
力
役
的
な
差
科

を
ど
の
程
度
に
輕
く
視
す
る
か
は
地
域
別
的
な
土
宜
と
地
も
と
の
協
議
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
賓
癒
元
年
勅
に
お
い

て
は
、
居
人
の
負
捻
額
の
牟
分
の
差
科
を
客
戸
に
課
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
そ
の
負
搬
程
度
な
い
し
搬
視
比
率
が
明
示
さ
れ
る
に
い
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

た
。
し
か
も
そ
れ
が
一
律
課
税
で
は
な
く
能
力
差
、
戸
等
差
に
鷹
じ
た
差
科
で
あ
る
こ
と
に
は
墜
り
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
第
三
例
は
、
右
の
二
年
後
、
廣
徳
二
年
（
七
六
四
）
二
月
十
一
日
の
南
郊
赦
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
「
天
下
の
戸
口
は
、
宜
し
く
刺
史
・

縣
令
に
委
ね
、
見
在
の
實
戸
に
綴
り
、
貧
富
を
量
っ
て
等
第
を
作
り
差
科
す
べ
し
。
醤
籍
帳
に
依
り
其
の
盧
額
に
櫨
っ
て
鄭
保
に
灘
及
す



る
を
得
ず
」
と
あ
る
か
ら
、
奮
來
の
籍
帳
の
現
實
と
は
異
な
る
虚
額
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
新
た
に
實
際
の
貧
富
の
程
度
を
量
り
し
ら

べ
、
そ
の
差
に
慮
じ
て
戸
等
を
差
別
し
、
戸
等
差
に
封
感
し
て
差
科
す
る
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ぱ
あ
い
「
天
下
の
戸
口
」
が

封
象
と
さ
れ
て
い
る
が
　
そ
の
な
か
に
制
度
的
客
戸
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
同
赦
文
の
後
牛
部
に
「
能
く
逃
亡
を
招
輯
し
て
編
附

復
業
せ
し
め
、
戸
口
の
増
多
す
る
者
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
前
々
年
度
に
お
い
て
「
一
切
編
附
し

て
百
姓
と
爲
」
さ
れ
た
、
居
佳
一
年
以
上
の
有
産
客
戸
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
代
宗
期
に
な

る
と
、
自
か
ら
有
産
化
し
た
客
戸
あ
る
い
は
政
策
的
に
有
産
化
せ
し
め
ら
れ
た
客
戸
に
か
ぎ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
客
戸
を
ふ
く
む
「
天
下

の
戸
口
」
が
、
そ
の
資
産
田
地
に
も
と
づ
く
戸
等
に
封
慮
し
て
差
額
の
あ
る
「
差
科
」
の
措
視
者
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
廣
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

二
年
南
郊
赦
の
翌
年
、
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
に
、
元
結
が
上
奏
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
江
南
西
道
の
道
州
に
た
い
す
る
配
貢
上
都
鐘

物
の
永
泰
元
年
度
割
當
額
十
三
萬
鯨
文
の
う
ち
、
四
萬
蝕
文
は
、
差
科
負
措
に
堪
え
ら
れ
る
戸
に
よ
っ
て
徴
牧
で
き
る
が
、
の
こ
り
九
萬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の

鯨
文
は
放
冤
し
て
ほ
し
い
、
と
い
っ
て
お
り
、
逆
に
い
え
ば
、
「
差
科
」
の
ひ
と
つ
の
結
晶
が
「
配
貢
上
都
銭
物
」
と
な
っ
た
こ
と
を
知

り
得
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
制
度
的
客
戸
の
差
科
負
櫓
も
、
銭
納
と
物
納
と
の
爾
形
態
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
爾

者
の
う
ち
、
銭
納
視
に
關
し
て
は
、
大
暦
四
年
（
七
六
九
）
正
月
十
八
日
の
い
わ
ゆ
る
戸
税
改
革
の
詔
勅
に
よ
っ
て
、
制
度
的
客
戸
も
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

産
の
多
寡
に
よ
り
、
八
等
戸
ま
た
は
九
等
戸
に
準
じ
て
、
毎
年
七
百
文
ま
た
は
五
百
文
の
税
鐘
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
戸
等
の
黙

で
は
下
中
戸
ま
た
は
下
下
戸
と
い
う
下
級
に
と
ど
ま
る
が
、
同
じ
戸
等
の
な
か
で
は
土
戸
も
客
戸
も
差
別
な
く
納
視
義
務
を
負
う
に
い
た

り
、
し
か
も
そ
れ
を
視
銭
と
し
て
銭
納
し
た
の
で
あ
っ
て
、
ひ
き
つ
づ
き
爾
税
法
の
銭
納
原
則
へ
と
聚
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
制
度
的
客
戸
に
た
い
す
る
課
視
は
、
租
庸
調
と
は
別
個
の
視
制
と
し
て
の
「
輕
視
」
方
式
に
よ
っ
て
開
元
十
一
年
に
開

　
　
　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
爾
税
法
へ
の
韓
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
税
負
櫓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



　
　
　
　
　
一
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大
学
研
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年
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経
済
学
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1
0

始
さ
れ
て
以
來
、
同
十
二
年
に
さ
だ
め
ら
れ
た
制
度
が
玄
宗
期
、
す
く
な
く
と
も
開
元
年
間
を
通
じ
て
縫
承
さ
れ
、

　
　
表
一
　
制
度
的
客
戸
の
納
視
義
務
の
攣
遷

　
　
六
八

天
賓
年
間
お
よ
び
爾

年
次
（
括
弧
内
西
暦
）

詔
勅
の
名
稠

特
　
　
徴

制
度
的
客
戸
の
納
視
義
務

租
　
庸
　
調

力
　
　
　
　
役

力
役
以
外
の
差
科

玄
宗
開
元
九
年
　
　
二
月
丁
亥
　
（
剛
）

科
禁
諸
州
逃
亡
制
　
　
　
（
宇
文
融
）

還
逃
戸
を
主
封
象
と
し
、
副
次
的
に
客
戸
の
新
附
を
公
認
す
る
。

春
附
の
ぱ
あ
い
徴
牧
講
｝
齪
あ
い

開
元
十
一
年
　
　
八
月
爽
卯
　
（
腐
）

（
宇
文
融
）

客
戸
の
新
附
を
奨
励
。

新
附
の
後
、
　
　
六
年
間
冤
除

（
同
上
）

開
元
十
二
年
　
　
六
月
壬
辰
　
（
隅
）

置
渤
農
使
安
撫
戸
口
詔
　
　
（
宇
文
融
）

冤
　
　
除

開
元
十
三
年
　
　
（
郷
）

（
宇
丈
融
）

視
銭
を
徴
牧
。

開
元
二
十
一
年
　
　
四
月
一
日
　
（
㎜
）

庭
分
朝
集
使
勅
五
道
　
　
　
（
張
九
齢
）



代
轡が
賓

感
九元
月年

（7
6
2

）

戸取寄
を得寓
封し一
象自年
と鶯に
すしし
るてて

oい土
る地
客を

（に差
の土定科
婚戸め額
税にるを
比たo’
率い　居
のす　人
明る　の
示客　牟
」，戸　額

廣
徳
二
年

　
二
月
十
一
日

（
掴
）

南
郊
赦

と戸い置寧感しは客
な等Oはを元て土戸
つ差土’孚年扱戸新
たに戸明額のわと附
のよ’記にごれ同の
でる客さすとてじ奨
あ等戸れるくおく働
ろ律とて優婚り編。
う課もい遇税’戸客
O税にな措比寳と戸

牧等に編
。差よ戸

　にりは
　　　い　慮寸
　　第律
　じ
　　をに
　て定貧
　差め富
　科’の
　徴戸差

大
暦
四
年

　
正
月
十
八
日

（
那
）

同
一
戸
等
の
な
か
で
は
土

戸
、
客
戸
の
捲
視
比
率
の

差
別
が
撤
慶
さ
れ
、
た
だ

し
、
客
戸
の
戸
等
は
、
そ

の
資
産
額
の
實
態
か
ら
嘗

然
の
蹄
結
と
し
て
下
等
級

に
局
限
さ
れ
て
い
る
。

客
戸
は
、
土
戸
と
お
な
じ

く
、　

八
等
戸
　
七
百
文

　
九
等
戸
　
五
百
文

の
税
銭
を
負
捲
す
る
。

徳
宗
建
中
元
年
　
（
瑚
）
　
爾
視
法
の
制
定

土
戸
、
客
戸
の
囁
別
は
一

切
撤
慶
、
同
一
戸
等
は
同

一
税
額
を
銭
納
す
る
。

原
則
上
、
客
戸
は
、
八
・

九
爾
等
戸
に
局
限
さ
れ

ず
、
全
戸
等
の
う
ち
の
該

賞
の
等
級
に
属
し
て
、
土

戸
と
同
一
額
の
視
銭
を
負

櫓
す
る
。

備
考
、

典
猿
な
ら
び
に
考
察
の
過
程
は
、
す
ぺ
て
本
交
お
よ
び
註
に
し
る
し
た
。
こ
こ
に
は
結
論
の
み
を
ま
と
め
て
み
た
。

開
元
二
十
一
年
以
後
、
費
懸
元
年
に
い
た
る
約
三
十
年
間
の
室
白
に
つ
い
て
は
次
節
に
お
い
て
考
察
す
る
。

租
庸
調
法
か
ら
爾
租
怯
へ
の
轄
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
親
負
櫓

六
九



　
　
　
　
　
回
橋
大
学
研
究
年
報
　
経
済
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n
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

宗
期
に
は
直
接
的
史
料
を
歓
く
た
め
に
断
定
は
で
き
な
い
が
、
代
宗
期
に
入
る
と
、
差
科
形
態
に
よ
る
客
戸
課
税
が
存
績
し
て
い
て
、
し

か
も
漸
次
、
土
戸
と
同
率
化
す
る
方
向
に
引
き
あ
げ
ら
れ
て
爾
税
法
制
定
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
簡
軍
に
指
摘
し
た

　
　
　
　
　
（
7
）

こ
と
が
あ
る
が
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
、
以
上
の
経
緯
を
年
代
順
に
摘
記
し
整
理
す
れ
ば
、
表
一
の
ご
と
く
に
な
る
。

（
1
）
　
松
永
雅
生
「
雨
税
法
以
前
に
お
け
る
唐
代
の
差
科
（
其
一
）
」
（
『
重
松
先
生
古
稀
記
念
九
州
大
學
東
洋
史
論
叢
』
、
一
九
五
七
）
お
よ
ぴ
西
村
元

　
佑
「
唐
代
敦
煉
差
科
簿
の
研
究
－
大
谷
探
瞼
隊
將
來
、
敦
煙
・
吐
魯
番
古
文
書
を
参
考
資
料
と
し
て
r
」
（
西
域
文
化
研
究
會
編
『
西
域
文
化

　
研
究
第
三
、
敦
煙
吐
魯
番
肚
會
経
濟
資
料
、
下
』
、
『
九
六
〇
）
に
よ
る
。

（
2
）
　
新
薔
爾
唐
書
の
字
文
融
お
よ
ぴ
張
九
齢
の
列
傳
等
に
明
ら
か
で
あ
り
、
周
知
の
ご
と
く
、
プ
ー
リ
イ
ブ
ラ
ン
ク
氏
の
前
掲
書
に
も
詳
論
さ
れ
て

　
い
る
。

（
3
）
　
加
藤
繁
「
唐
宋
時
代
の
荘
園
の
組
織
並
に
其
の
聚
落
と
し
て
の
獲
達
に
就
き
て
」
（
『
狩
野
教
授
還
暦
記
念
支
那
學
論
叢
』
一
九
二
八
、
『
支
那
経

　
濟
史
考
讃
』
上
巻
所
牧
）
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
先
學
に
よ
り
引
用
さ
れ
て
き
た
、
唐
會
要
省
八
五
・
籍
帳
お
よ
ぴ
冊
府
元
鞄
省
四
八
六
・
邦
計

　
部
戸
籍
所
載
の
勅
で
あ
る
。
唐
會
要
は
費
慮
二
年
九
月
勅
と
し
、
冊
府
元
輻
は
費
慮
元
年
と
す
る
が
、
李
岡
武
夫
『
唐
代
の
暦
』
（
唐
代
研
究
の
し

　
お
り
第
一
、
　
一
九
五
四
）
等
に
よ
れ
ば
、
費
感
二
年
七
月
壬
子
を
以
て
廣
徳
元
年
に
改
元
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
冊
府
元
轟
の
ご
と
く
費
感
元

　
年
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
從
來
は
、
目
野
開
三
郎
氏
の
み
が
費
感
元
年
と
考
え
て
お
ら
れ
た
。
同
氏
「
唐
代
雨
税
法
下
に
於
け
る
封
象
資
産
と
賦
視

　
の
系
列
」
（
東
洋
學
報
四
一
ノ
四
、
　
一
九
五
九
）
五
頁
参
照
。
冊
府
元
亀
所
載
の
原
文
は
、
「
代
宗
費
鷹
元
年
九
月
勅
、
客
戸
若
佳
経
一
年
已
｝
、
自

　
貼
買
得
田
地
、
有
農
桑
者
、
無
問
於
荘
蔭
家
住
及
自
造
屋
含
、
勒
一
切
編
附
爲
百
姓
、
差
科
比
居
人
例
量
減
一
牛
、
庶
填
逃
散
」
、
唐
會
要
は
、
費

　
慮
二
年
九
月
と
す
る
他
、
無
問
干
荘
蔭
家
佳
、
ま
た
、
庶
填
逃
散
者
、
と
し
て
い
る
。
な
お
、
前
揚
拙
稿
「
唐
代
に
お
け
る
括
戸
實
行
方
式
の
攣
化

　
に
つ
い
て
」
九
頁
（
『
中
國
古
代
史
研
究
第
二
』
二
九
三
頁
）
は
、
こ
の
勅
に
限
っ
て
誤
植
お
よ
ぴ
原
稿
の
錨
誤
が
あ
り
、
「
賓
暦
二
年
九
月
」
は



　
「
費
感
元
年
九
月
」
に
訂
正
せ
ね
ば
な
ら
な
い
．
同
頁
第
一
行
に
、
「
冊
府
元
亀
省
四
九
五
・
邦
計
部
田
制
」
と
あ
る
の
は
「
冊
府
元
麺
省
四
八
六
．

　
邦
計
部
戸
籍
」
に
訂
正
す
る
が
、
不
注
意
に
よ
っ
て
錯
誤
の
文
字
を
の
こ
し
た
質
め
を
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
4
）
　
唐
大
詔
令
集
雀
六
九
．
典
禮
．
南
郊
三
、
お
よ
ぴ
唐
會
要
恕
八
五
・
定
戸
等
第
。
原
文
は
、
「
（
前
略
）
天
下
戸
口
、
宜
委
刺
史
縣
令
、
撮
見
在

　
實
戸
、
量
貧
幽
口
田
作
等
第
差
科
、
不
得
依
醤
籍
帳
、
擦
其
盧
額
、
灘
及
鄭
保
。
其
天
下
諸
州
府
長
官
及
縣
令
、
有
満
白
著
聞
、
善
政
稻
最
、
能
招
緯
逃

　
亡
、
編
附
復
業
、
戸
口
培
多
者
、
具
状
聞
奏
。
（
後
略
）
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
5
）
　
全
唐
文
巻
三
八
一
．
元
結
の
二
、
「
奏
冤
科
卒
等
歌
」
。
「
當
州
奏
、
永
泰
元
年
配
貢
上
都
銭
物
、
総
一
十
三
菰
二
千
六
百
三
十
三
貫
三
十
五
文
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
の

　
四
萬
一
千
二
十
六
貫
四
百
八
十
九
文
、
請
櫨
見
在
堪
差
科
、
徴
迭
。
九
萬
一
千
六
百
六
貫
五
百
四
十
六
文
配
率
、
請
放
冤
。
以
前
件
如
前
。
臣
當
州
、

　
前
年
陥
賊
一
百
像
日
。
百
姓
被
焚
焼
殺
掠
、
幾
鑛
。
（
中
略
）
若
臣
州
陥
破
、
則
湖
南
爲
不
守
之
地
。
存
於
徴
賦
、
精
合
優
衿
。
今
、
使
司
配
率
銭

　
物
、
多
於
去
年
一
倍
已
上
、
州
縣
徴
納
迭
者
、
多
於
去
年
二
分
已
下
。
申
請
衿
減
、
使
司
未
許
。
伏
望
、
陛
下
以
臣
所
奏
、
令
有
司
類
會
諸
経
賊
陥

　
　
　
　
の
　
の

　
州
撮
合
差
科
戸
。
臣
當
州
、
毎
年
、
除
正
租
正
庸
外
、
更
合
配
率
幾
銭
。
庶
冤
使
司
随
時
加
減
、
庶
冤
百
姓
苺
歳
不
安
。
其
今
年
輕
貨
及
年
支
米
等
、

　
臣
請
、
准
賦
庭
分
。
謹
録
奏
聞
。
」

（
6
）
　
唐
會
要
省
八
三
．
租
税
上
、
暫
唐
書
食
貨
志
上
、
冊
府
元
亀
雀
四
八
七
・
邦
計
部
賦
税
｝
所
載
。
全
文
を
通
じ
て
の
概
説
は
鞠
漕
遠
『
唐
代
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
の

　
政
史
』
（
中
島
敏
謬
、
三
六
ー
四
〇
頁
）
に
な
さ
れ
て
い
る
。
直
接
、
客
戸
に
關
す
る
條
項
は
、
唐
會
要
で
は
「
其
諸
色
浮
客
及
権
時
寄
住
戸
等
、

　
無
問
有
官
無
官
、
亦
所
在
爲
爾
等
、
牧
税
。
稽
股
有
者
、
准
八
等
戸
税
、
絵
准
九
等
戸
税
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
苗
志
は
「
共
諸
色
浮
客
及
椹
時
寄

　
住
田
等
」
と
し
て
「
槽
時
寄
佳
戸
」
を
「
横
時
寄
佳
田
」
に
っ
く
る
が
、
「
審
．
佳
田
」
と
類
似
し
た
「
寄
田
」
と
い
う
語
は
、
通
典
巻
六
・
食
貨
六
・

　
賦
税
下
．
大
唐
の
杜
註
に
、
こ
の
大
暦
四
年
勅
を
さ
し
て
「
井
、
寄
田
・
寄
佳
及
前
資
・
勒
蔭
・
寄
住
家
、
｝
切
並
税
」
と
あ
り
、
寄
田
・
寄
佳
・

　
寄
旺
の
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
同
種
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
寄
田
の
語
は
、
ペ
リ
オ
文
鰍
二
九
七
九
號
・
開
元
二
十
四
年
九
月
鄙
縣

　
尉
□
助
牒
釧
等
案
残
倦
の
岐
陽
郎
光
隠
匿
防
丁
高
元
牒
問
第
升
に
、
「
高
元
、
鄙
縣
百
姓
、
岐
陽
寄
田
。
其
計
素
罫
、
其
身
難
管
」
と
あ
り
、
鄙
縣

　
　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
雨
税
法
へ
の
韓
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
税
負
措
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
｝
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1
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

　
の
戸
籍
に
登
録
さ
れ
て
い
る
高
元
と
い
う
百
姓
が
、
滑
水
を
へ
だ
て
た
封
岸
の
岐
陽
縣
に
「
寄
田
」
し
て
お
り
、
そ
の
計
略
は
募
策
で
あ
る
、
と
い

　
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
ば
あ
い
の
寄
田
は
租
税
を
規
避
す
る
た
め
の
睨
視
行
爲
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
解
繹
は
六
朝
陪
唐
五
代
研
究
會
に
お
い
て

　
本
文
献
を
共
同
研
究
し
た
際
の
討
論
か
ら
得
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
顔
師
古
は
、
漢
書
巻
九
六
上
・
西
域
傳
上
・
郡
善
國
の
「
地
沙
函
、
少
田
、
寄

　
田
仰
穀
労
國
」
と
い
う
記
事
に
注
し
て
「
師
古
日
、
寄
於
宅
國
、
種
田
、
又
蠕
宅
國
之
穀
也
」
と
い
う
か
ら
、
自
國
あ
る
い
は
自
縣
以
外
の
他
地
の

　
田
を
所
有
な
い
し
耕
作
す
る
、
と
い
う
意
味
の
寄
田
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
寄
田
は
「
寄
旺
」
と
同
義
に
も
な
り
得
る
。

　
寄
荘
戸
・
寄
住
戸
に
つ
い
て
は
、
加
藤
繁
「
唐
宋
時
代
の
荘
園
の
組
織
並
に
其
の
聚
落
と
し
て
の
登
達
に
就
き
て
」
（
前
掲
）
に
お
い
て
定
義
さ
れ

　
た
ご
と
く
、
寄
荘
と
は
、
本
籍
地
以
外
の
州
縣
に
お
い
て
所
有
す
る
土
地
・
荘
園
な
い
し
そ
の
行
爲
を
意
味
し
、
寄
荘
戸
と
は
、
寄
蕪
を
所
有
し
て

　
そ
の
寄
荘
地
に
居
住
す
る
戸
で
、
官
吏
に
多
く
み
ら
れ
、
寄
住
戸
と
は
、
寄
荘
を
も
た
ず
に
退
官
後
そ
の
任
地
に
ひ
き
つ
づ
き
居
住
す
る
寄
居
官
の

　
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
周
藤
吉
之
「
唐
末
五
代
の
荘
園
制
」
（
東
洋
文
化
一
二
、
　
一
九
五
三
、
『
中
國
土
地
制
度
史
研
究
』
所
牧
）
も
同
様
に

　
解
理
し
て
お
ら
れ
、
張
澤
成
「
唐
代
的
客
戸
」
（
中
國
科
學
院
歴
史
研
究
所
編
『
歴
史
論
叢
』
第
一
輯
、
　
一
九
六
四
）
に
は
、
税
役
負
婚
を
逃
避
す

　
る
地
主
官
僚
分
子
の
例
と
し
て
寄
荘
戸
・
寄
佳
戸
の
語
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
寄
住
戸
の
な
か
で
一
時
的
な
も
の
が
「
構
時
寄
佳
戸
」

　
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
諸
色
の
俘
客
が
、
こ
れ
ら
の
醤
官
僚
的
な
横
時
寄
住
戸
と
同
列
に
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
き
た
い
が
、

　
こ
こ
で
は
制
度
的
客
戸
に
な
っ
た
浮
客
の
視
鏡
負
澹
の
み
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。

（
7
）
　
前
掲
拙
稿
「
楊
炎
の
財
政
改
革
の
基
調
に
つ
い
て
」
の
結
語
参
照
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
紙
幅
の
制
約
に
よ
り
き
わ
め
て
簡
箪
な
指
摘
を
こ
こ

　
ろ
み
た
だ
け
で
あ
る
o

四



　
以
上
の
考
察
に
お
い
て
、
開
元
二
十
一
年
以
後
、
天
費
年
間
を
経
て
粛
宗
期
に
い
た
る
約
三
十
年
間
の
制
度
的
客
戸
の
納
視
義
務
に
關

し
て
は
、
史
料
に
明
記
の
な
い
ま
ま
、
そ
の
後
の
状
況
か
ら
逆
推
し
て
、
こ
の
期
間
内
に
お
い
て
も
お
そ
ら
く
差
科
形
態
に
よ
る
「
輕
視
」

方
式
が
適
用
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
、
と
假
定
し
て
論
を
す
す
め
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
式
を
租
庸
調
法
と
は
別
系
統
の
税
制
で
あ

る
と
み
な
す
、
問
題
の
重
要
性
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
こ
の
期
間
内
の
制
度
的
客
戸
に
つ
い
て
、
且
ハ
髄
的
な
理
解
の
室
白
を
埋
め
て
お
く

作
業
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
史
料
的
制
約
も
い
ち
じ
る
し
く
、
ま
た
、
そ
の
制
約
を
克
服
し

う
る
完
全
な
方
法
も
構
成
し
え
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
な
お
、
そ
の
中
間
に
玄
宗
治
世
の
極
限
と
安
史
の
鼠
を
ふ
く
む

こ
の
三
十
年
間
を
、
安
易
に
、
前
後
の
歌
況
か
ら
類
推
す
る
こ
と
は
危
瞼
な
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
迂
同
的
な
方
法
に
よ
る
に
せ
よ
、

よ
り
且
ハ
髄
的
な
史
實
に
印
し
た
理
解
を
も
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
さ
ら
に
、
前
後
の
時
期
に
關
し
て
も
、
以
上
に
お
い
て
み
た

と
こ
ろ
は
あ
く
ま
で
も
詔
勅
に
よ
る
指
令
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
、
ま
た
は
ど
の
程
度
に
、
實
行
さ
れ
た
か
、
と
い
う

事
實
に
關
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
確
鐙
を
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
可
能
な
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
制
度
的
客
戸
の
實
在
を

確
謹
す
る
こ
と
も
ま
た
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
納
税
義
務
の
攣
遷
に
つ
い
て
の
假
説
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
大
前
提
と
し
て
、

そ
の
捲
税
者
で
あ
る
制
度
的
客
戸
の
實
在
状
況
が
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
制
度
的
客
戸
を
集
佳
せ
し
め
て
新
た
に
縣
を
設
置
し
た
例
に
、
山
南
東
道
階
州
に
属
す
る
唐
城
縣
の
ぱ
あ
い
雌
あ
る
。
太

李
簑
宇
記
巻
一
四
四
・
山
南
東
道
三
に
よ
れ
ば
、

　
　
唐
、
開
元
二
十
五
年
、
客
戸
を
以
て
十
二
郷
を
編
成
し
、
唐
城
縣
を
置
く
。

と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
設
置
年
代
に
つ
い
て
は
、
蕾
唐
書
巻
三
九
お
よ
び
新
唐
書
巻
四
〇
の
爾
地
理
志
は
瀾
元
二
十
六
年
（
七
三
八
）
と

　
　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
爾
税
法
へ
の
蒋
換
期
忙
お
け
る
制
度
的
零
戸
の
租
税
負
澹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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七
瞳

し
て
い
る
が
、
唐
會
要
巻
七
一
・
州
縣
改
置
下
・
山
南
道
階
州
の
條
は
、
開
元
二
十
五
年
六
月
十
五
日
と
し
、
さ
ら
に
、
元
和
郡
縣
圃
志

省
二
一
・
山
南
道
二
は
、
開
元
二
十
四
年
と
し
て
お
り
、
開
元
の
二
十
四
、
五
、
六
年
の
三
年
間
（
七
三
六
ー
八
）
中
に
新
設
さ
れ
た
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

い
い
得
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
設
置
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
新
唐
書
地
理
志
は
「
客
戸
を
以
て
喪
陽
の
地
を
析
き
て
置
く
」
と
い
い
、
葛

唐
書
地
理
志
も
「
廃
陽
を
分
ち
て
置
く
」
と
す
る
ご
と
く
、
甕
陽
縣
か
ら
分
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
も
と
の
廉
陽
縣
は
、
元
和
郡
縣
圖

志
省
一
二
に
よ
れ
ば
漢
の
南
陽
郡
察
陽
の
地
に
あ
た
り
、
陥
の
仁
静
元
年
（
六
〇
一
）
に
、
「
改
め
て
覆
陽
縣
と
爲
す
。
餐
陽
村
に
因
み
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

名
と
爲
す
」
こ
と
と
な
っ
た
。
漢
の
景
帝
の
孫
に
あ
た
る
春
陵
節
侯
の
邑
で
あ
っ
た
、
と
い
わ
れ
、
癸
陽
村
と
し
て
の
自
律
的
な
村
落
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

活
の
傳
統
を
も
つ
地
域
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
唐
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
は
じ
め
昌
州
に
騙
し
た
が
後
に
昌
州
が
慶
せ
ら
れ
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
セ

な
お
存
績
し
て
他
縣
を
吸
牧
し
、
貞
観
九
年
に
は
唐
州
に
、
翌
十
年
に
は
改
め
て
陪
州
に
厨
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
甕
陽
縣
を

管
轄
す
る
州
に
は
異
同
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
甕
陽
縣
そ
の
も
の
は
蕾
來
の
廃
陽
村
を
中
核
と
し
て
そ
の
統
轄
領
域
を
接
大
し
な

が
ら
存
績
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
喪
陽
縣
の
領
域
の
援
大
過
程
の
な
か
に
、
の
ち
に
唐
城
縣
と
し
て
分
割
さ
れ
る
地
域
も
つ
つ
み
込
ま

れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
唐
城
縣
の
前
身
を
、
元
和
郡
縣
圖
志
巻
二
一
お
よ
ぴ
太
李
簑
宇
記
雀
一
四
四
に
よ
っ
て
概
観
す
れ
ば
、
も
と
、

漢
の
随
縣
の
地
、
梁
の
下
灌
戌
、
魏
の
下
差
鎭
で
あ
り
、
後
魏
の
瀕
西
縣
と
な
り
義
陽
郡
の
治
所
が
置
か
れ
蹄
州
ま
た
は
唐
州
と
も
よ
ば

れ
た
。
階
の
開
皇
三
年
に
は
じ
め
て
唐
城
縣
と
な
り
、
大
業
三
年
に
廃
さ
れ
て
唐
代
に
お
よ
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
唐
初
以
來
開
元
年
間

に
い
た
る
ま
で
復
活
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
方
が
む
し
ろ
異
常
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
階
末
に
慶
さ
れ
た
ま
ま
唐
代
に
入
っ
て
、
廉

陽
縣
の
薇
大
し
ゆ
く
領
域
に
包
括
さ
れ
て
き
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
唐
城
縣
の
蕾
地
を
、
開
元
二
十
四
な
い
し
二
十
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

年
の
あ
い
だ
に
復
活
し
、
餐
陽
縣
か
ら
分
立
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
調
史
方
輿
紀
要
省
七
七
に
よ
れ
ば
、
階
州
は
、
「
州
北
に
胆
．
阻
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

接
し
、
東
は
漢
・
湾
を
蔽
い
、
裏
・
郵
・
申
・
安
の
間
に
介
し
、
實
に
重
地
爲
り
」
と
い
わ
れ
、
「
共
の
地
は
山
黙
四
周
し
、
…
…
鳥
道
・

　
　
　
　
　
ち
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

羊
腸
の
瞼
に
幾
く
、
洵
に
、
武
を
用
い
る
者
の
必
ず
資
る
所
な
り
」
、
「
馬
氏
貴
與
曰
く
、
随
州
は
山
に
因
り
て
郡
を
爲
す
。
巖
石
険
挾
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の

し
て
、
道
路
交
錯
し
、
黍
陽
よ
り
属
山
に
至
る
九
十
九
岡
は
、
括
嚢
の
勢
有
り
、
入
る
に
易
く
、
出
る
に
難
し
」
と
い
わ
れ
る
山
間
の
要

害
で
あ
り
、
秦
陽
す
な
わ
ち
唐
城
縣
も
ま
た
鎭
・
戌
に
ふ
さ
わ
し
い
山
塞
的
な
縣
城
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
太
李
簑
宇
記
の
階
州

の
項
に
、
風
俗
は
「
尤
も
獄
山
・
伐
木
す
る
こ
と
多
し
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
唐
城
縣
の
客
戸
も
、
狩
猟
・
木
材
搬
出
に
よ

っ
て
生
計
を
さ
さ
え
て
い
た
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
新
附
の
客
戸
を
あ
つ
め
て
新
設
さ
れ
た
唐
城
縣
に
つ
い
て
は
後
に
再
ぴ
考
え
る
べ
き
間
題
が
の
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
新
設
縣
の
例
は
、
太
李
簑
宇
記
に
若
干
記
録
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
江
南
東
道
の
宋
代
の
南
創
州
す
な
わ
ち
唐
代
の
延
李
軍
（
永

李
鎭
）
に
驕
す
る
尤
漢
縣
は
、
四
郷
か
ら
成
り
、
憧
州
龍
巖
縣
・
汀
州
沙
縣
・
福
州
侯
官
縣
の
三
縣
と
境
界
を
接
し
、
「
山
洞
幽
深
、
漢
灘

　
　
　
　
　
　
さ
き

瞼
峻
に
し
て
、
向
ご
ろ
、
千
里
有
り
て
、
典
の
諸
境
の
逃
人
は
多
く
此
の
洞
に
投
ず
。
開
元
二
十
八
年
、
経
略
使
唐
修
忠
、
書
を
以
て
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

其
の
人
高
伏
等
一
千
饒
戸
を
招
諭
し
、
版
籍
に
書
さ
ん
こ
と
を
請
い
、
因
り
て
縣
を
爲
る
。
」
と
い
う
。
そ
の
隣
接
の
汀
州
は
、
「
開
元
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

十
四
年
、
幅
．
撫
二
州
の
山
洞
を
開
き
て
汀
州
を
置
」
い
た
の
で
あ
り
、
讃
史
方
輿
紀
要
に
よ
れ
ば
、
「
南
は
湖
廣
に
通
じ
、
北
は
江
右

に
達
し
、
山
谷
斗
絶
、
稽
し
て
奥
壌
と
爲
す
。
唐
よ
り
始
め
て
郡
を
置
く
。
而
も
擾
訓
未
だ
至
ら
ず
」
、
「
宋
室
南
遷
し
、
而
し
て
汀
州
亦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の

た
叛
飢
多
く
、
明
朝
の
正
徳
中
、
尤
漢
の
賊
、
飢
を
爲
す
」
、
「
豊
に
崇
山
・
複
嶺
、
諸
境
に
労
達
し
、
不
逞
之
徒
、
淵
藪
を
爲
す
に
易
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

童
牛
之
晧
、
已
む
可
か
ら
ざ
る
に
非
ら
ん
耶
」
と
い
う
ご
と
く
、
唐
城
縣
と
地
形
的
に
類
似
し
た
軍
事
的
要
害
の
地
で
あ
り
、
逃
戸
や
叛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
リ

侃
民
の
根
搬
地
と
な
っ
て
い
る
。
境
界
を
接
す
る
沙
縣
も
、
「
乾
符
の
後
に
泊
び
て
土
憲
飢
離
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
租
傭
調
怯
か
ら
爾
視
法
へ
の
軸
換
期
忙
お
耐
る
制
度
鵜
客
戸
の
租
視
負
槍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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廿
六

地
遜
に
、
唐
朝
は
そ
の
極
盛
期
に
は
じ
め
て
縣
を
設
置
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
新
縣
を
、
逃
人
一
千
鯨
戸
を
招
論
し
版
籍
に
書

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
い
か
え
れ
ば
制
度
的
客
戸
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
元
末
年
に
編
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
天
寳
年
間
の
例
と
し
て
は
、
江
南
西
道
宣
州
の
太
李
縣
（
八
郷
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
は
「
本
と
煙
縣
の
地
に
し
て
、
唐

天
費
十
一
年
（
七
五
二
）
、
地
は
東
南
の
僻
遠
に
居
り
、
游
民
多
く
結
聚
し
て
盗
と
爲
り
、
邑
人
之
れ
を
患
う
る
を
以
て
、
安
撫
使
、
別
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

郡
邑
を
立
て
る
に
非
ず
ん
ば
、
以
て
此
の
澆
競
を
遇
め
る
無
し
、
と
奏
す
。
時
に
天
下
曇
然
た
る
を
以
て
、
立
て
て
太
李
縣
を
爲
」
っ
た

　
　
　
（
8
）

と
い
わ
れ
る
。
こ
の
太
李
縣
は
、
代
宗
の
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
に
一
旦
慶
止
さ
れ
、
大
歴
年
間
に
ふ
た
た
ぴ
三
郷
編
成
の
小
縣
と
し
て

復
活
す
る
の
で
あ
る
が
、
太
季
縣
が
慶
止
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
二
年
前
に
大
部
分
を
分
割
さ
れ
て
旛
徳
縣
の
新
設
が
お
こ
な
わ
れ
た
た
め

で
あ
ろ
う
。
太
李
縣
に
お
い
て
は
、
安
史
の
飢
が
李
定
し
た
後
も
な
お
、
「
此
の
土
に
、
征
賦
或
は
供
せ
ざ
る
者
有
り
、
因
り
て
聚
り
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ず

し
て
盗
と
爲
る
は
、
其
の
山
谷
深
遽
に
し
て
舟
車
通
ず
る
莫
き
を
以
て
な
り
。
邑
を
城
く
に
非
ず
ん
ぱ
、
以
て
鎭
撫
す
る
無
し
。
遂
に
太

李
の
九
郷
を
割
き
て
以
て
焉
に
置
け
り
。
其
の
邑
人
の
此
に
從
い
て
化
を
被
む
ら
ん
こ
と
を
翼
い
、
故
に
旗
徳
を
以
て
縣
名
と
爲
す
。
又
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

績
會
要
を
按
ず
る
に
、
云
え
ら
く
、
施
徳
縣
は
即
ち
費
慮
二
年
に
太
李
縣
を
析
き
て
置
く
」
と
い
う
。
讃
史
方
輿
紀
要
に
よ
れ
ば
、
腔
徳

縣
城
の
西
南
五
十
里
に
鮫
山
が
あ
っ
て
、
そ
の
縣
城
と
反
封
側
の
「
後
に
洞
有
り
、
径
は
瞼
し
く
入
り
難
く
、
其
の
中
は
李
噴
で
あ
っ
て
、

唐
の
永
泰
中
、
山
冠
の
王
萬
敵
が
此
に
囎
聚
し
、
招
討
使
の
蓑
惨
が
之
れ
を
撃
李
」
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
西
十
里
に
は
石
桂
山
が

あ
り
「
梁
末
に
、
程
璽
洗
が
兵
を
將
い
て
侯
景
を
討
つ
や
、
衆
と
此
に
於
て
誓
」
っ
た
と
い
い
、
縣
北
二
十
里
に
そ
び
え
た
つ
石
壁
山
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）
　
、

宋
代
に
方
臓
が
接
っ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
太
李
縣
と
施
徳
縣
の
ば
あ
い
は
、
結
聚
し
て
群
盗
と
な
っ
て
い

る
游
民
を
李
定
し
、
で
き
れ
ば
縣
民
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
新
縣
を
設
置
し
た
の
で
あ
る
が
、
太
李
縣
の
よ
う
に
十
三
年



間
で
改
慶
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
群
盗
の
客
戸
化
に
成
功
し
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
を
繕
い
だ
施

徳
縣
に
な
る
と
、
客
戸
に
よ
っ
て
編
成
す
る
の
で
は
な
く
て
蓉
來
の
土
戸
の
結
集
を
強
化
し
て
群
盗
に
封
決
す
る
要
塞
的
性
格
を
お
ぴ
て

い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

　
粛
宗
期
の
例
と
し
て
は
、
四
川
の
楡
洲
壁
山
縣
が
あ
る
。
太
李
簑
宇
記
省
二
二
六
・
山
南
西
道
四
・
楡
州
お
よ
ぴ
讃
史
力
輿
紀
要
雀
六

九
．
四
川
四
．
重
慶
府
の
壁
山
縣
の
項
に
よ
れ
ば
、
「
四
面
は
商
山
、
中
央
は
李
田
、
周
廻
約
二
百
鯨
里
。
唐
の
天
費
中
、
諸
州
の
逃
戸

が
多
く
此
に
投
じ
て
螢
種
し
、
…
至
徳
二
年
、
此
に
於
て
縣
を
立
て
た
」
と
い
う
。
こ
の
ば
あ
い
の
逃
戸
は
天
費
年
間
以
來
、
盆
地
の
李

田
を
耕
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
縣
の
新
設
さ
れ
た
至
徳
二
年
（
七
五
七
）
に
は
、
す
で
に
相
當
自
立
度
の
高
い
農
民
に
成
長
し
て

い
た
も
の
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
六
年
後
が
賓
感
元
年
な
の
で
あ
る
か
ら
、
寳
慮
元
年
九
月
勅
に
い
わ
れ
る
一
年
以
上
佳
ん
で

農
桑
を
有
す
る
に
い
た
っ
た
客
戸
、
と
い
う
範
疇
に
該
當
す
る
も
の
が
む
し
ろ
す
く
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
の
よ
う
な
逃
戸
集
團
が
ど
の
よ
う
に
組
織
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、
以
上
の
資
料
の
み
を
以
て
し
て
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
の
で
あ
る

が
、
あ
の
尤
漢
縣
の
ば
あ
い
に
、
そ
の
地
匠
の
山
洞
に
結
集
し
て
い
た
「
諸
境
の
逃
人
」
を
招
論
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
其
の
人
高
伏
等

一
千
鹸
戸
」
を
版
籍
に
登
録
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
逃
戸
集
團
に
は
高
伏
と
い
う
指
導
者
が
い
て
、
か
れ
を
招
論
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
全
集
團
を
制
度
的
客
戸
と
し
て
把
握
し
う
る
よ
う
な
組
織
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
も

そ
の
ば
あ
い
に
「
諸
境
の
逃
人
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
庭
か
特
定
の
一
箇
所
か
ら
い
わ
ば
村
ぐ
る
み
高
伏
に
指
導
さ
れ
て
逃

亡
し
て
き
た
逃
戸
集
團
な
の
で
は
な
く
、
文
字
ど
お
り
諸
境
か
ら
尤
漢
縣
へ
逃
亡
し
て
き
て
、
そ
こ
で
高
伏
を
中
心
と
す
る
集
團
を
構
成

し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
高
伏
を
中
核
と
す
る
特
定
箇
所
か
ら
の
逃
戸
集
團
に
諸
境
か
ら
逃
亡
し
て
き
た
逃
人
が
加
わ
っ
て
、
一
千
蘇
戸

　
　
　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
爾
視
法
へ
の
轄
換
期
に
お
け
る
制
度
的
箸
戸
の
租
税
負
指
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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八

の
集
團
に
ま
で
膨
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
後
者
の
推
測
を
可
能
な
ら
し
め
る
素
材
と
し
て
、
唐
國
史
補
上
の
記
事
に
「
元
結
、
天

費
の
飢
に
、
汝
・
潰
よ
り
大
い
に
鄭
里
を
率
い
て
、
南
の
か
た
裏
・
漢
に
投
じ
、
保
全
す
る
者
千
鹸
家
」
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
勿

論
こ
れ
は
逃
戸
と
は
全
然
異
な
り
、
逆
に
史
思
明
の
鰍
を
防
戦
す
る
た
め
の
行
動
で
あ
っ
て
、
元
結
は
そ
の
戦
功
に
よ
っ
て
山
南
西
道
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

度
参
謀
・
監
察
御
史
な
ど
に
抜
擢
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
千
鯨
戸
の
ま
と
ま
っ
た
集
囲
を
統
率
し
て
移
動
す
る
こ
と
が
現
買
に
お
こ
な

わ
れ
え
た
誼
左
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
れ
だ
け
の
集
團
が
傑
出
し
た
指
導
者
を
中
核
と
し
て
組
織
さ
れ
う
る
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
高
伏
を
右
の
よ
う
な
逃
戸
集
團
の
統
率
者
と
み
な
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
尤
漢
縣
は
漢
灘

瞼
峻
の
山
腹
に
あ
る
山
洞
を
治
所
と
し
て
新
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
招
諭
さ
れ
た
高
伏
逃
戸
集
團
の
生
業
は
、
農
耕
と
い
う
よ
り
は

む
し
ろ
唐
城
縣
の
ば
あ
い
に
階
州
一
般
の
風
俗
と
し
て
侮
え
ら
れ
て
い
た
「
猟
山
・
伐
木
」
を
圭
と
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

汀
州
お
よ
ぴ
太
李
縣
の
ば
あ
い
も
、
軍
事
的
要
塞
の
性
格
を
も
ち
叛
飢
の
淵
叢
と
し
て
警
戒
さ
れ
て
い
る
等
、
そ
の
地
勢
上
の
特
色
か
ら

考
え
て
、
お
そ
ら
く
尤
漢
縣
と
同
様
な
逃
戸
が
同
様
な
生
活
形
態
を
と
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
と
り
あ
げ
な
か

っ
た
が
、
河
南
道
の
仙
州
と
梁
州
、
河
東
道
邪
州
青
山
縣
、
あ
る
い
は
四
川
の
蓬
・
合
・
途
州
、
山
南
道
果
州
な
ど
に
お
い
て
も
同
様
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珍
V

情
況
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
、
逃
戸
を
招
論
し
て
制
度
的
客
戸
化
し
そ
れ
に
よ
り
編
成
す
る
新
設
縣
と
、
逃

戸
集
團
に
封
決
し
治
安
を
維
持
す
る
た
め
の
新
設
縣
と
、
二
つ
の
類
型
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
前
者
の
ご
と
く
客
戸
に
よ
っ

て
新
縣
を
編
成
し
た
事
例
は
、
階
州
唐
城
縣
、
延
李
軍
尤
漢
縣
、
汀
州
、
宣
州
太
季
縣
に
み
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
他
の
州
縣
は
概
し
て

後
者
の
類
型
に
厨
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
り
に
客
戸
編
成
縣
と
逃
戸
牽
制
縣
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
客
戸
の
「
輕
視
」
負
措
が
問
題
と

な
り
う
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
客
戸
編
成
縣
に
お
い
て
で
あ
る
。



　
と
こ
ろ
で
、
客
戸
編
成
縣
の
設
置
の
前
提
が
、
逃
戸
集
團
の
存
在
で
あ
る
ぱ
あ
い
に
は
、
右
に
み
た
ご
と
く
、
自
律
的
な
組
織
を
も
っ

て
生
活
す
る
逃
戸
集
團
を
、
縣
と
い
う
名
に
お
い
て
事
後
承
認
す
る
、
と
い
う
程
の
意
味
し
か
縣
の
新
設
と
い
う
政
治
行
爲
は
も
ち
え
な

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
限
界
を
も
つ
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
唐
朝
政
府
添
琿
事
的
要
害
の
地
に
客
戸
編
成
縣
を
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

設
し
よ
う
と
努
力
し
た
事
實
が
あ
る
こ
と
は
重
規
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
唐
朝
政
府
が
、
玄
宗
期
か
ら
代
宗
期
に
か

け
て
、
纒
績
的
に
客
戸
編
成
縣
の
新
設
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
こ
と
と
、
あ
の
客
戸
の
「
輕
税
」
負
措
の
も
つ
意
味
と
は
、
ど
の
よ
う
に
關

係
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
く
な
く
と
も
、
「
輕
税
」
方
式
が
天
寳
年
間
お
よ
ぴ
崩
宗
期
に
お
い
て
織
絶
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
な
い

こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
期
間
に
お
け
る
客
戸
編
成
縣
の
設
置
と
い
う
事
實
か
ら
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
問
題
は
む
し
ろ
、
開
元
年
間
に
は

じ
め
ら
れ
た
「
輕
視
」
方
式
が
、
天
費
年
間
お
よ
ぴ
粛
宗
期
の
客
戸
編
成
縣
の
客
戸
に
も
適
用
さ
れ
た
と
す
る
と
、
さ
い
し
ょ
は
租
庸
調

法
と
別
系
統
の
税
制
と
し
て
創
め
ら
れ
た
こ
と
と
矛
盾
を
生
じ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
鮎
に
あ
る
。
租
庸
調
法
は
州
縣
制
を
通

じ
て
實
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
州
縣
制
に
く
み
こ
ま
れ
る
客
戸
編
成
縣
も
お
の
ず
か
ら
租
庸
調
法
の
適
用
を
う
け
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
疑
問
が
ま
ず
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
村
の
自
然
聚
落
と
し
て
の
稜
展
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
「
中
國
に
お
け
る
村
制
の
成
立
ー
古
代
帝
國
崩
壊
の
［
面
1
」
（
東
洋
史
研
究

　
一
八
ノ
四
、
　
一
九
六
〇
）
参
照
。

（
2
）
　
替
唐
書
三
九
．
地
理
志
二
．
山
南
東
道
陪
州
に
よ
る
。
新
唐
書
巻
四
〇
・
地
理
志
・
山
南
道
階
州
は
、
武
徳
三
年
か
ら
五
年
に
い
た
る
間
の
昌

　
州
の
存
在
を
記
さ
ず
、
當
時
す
で
に
唐
州
に
厨
し
て
い
た
か
の
ご
と
く
に
傳
え
て
い
る
。
し
か
し
、
蕾
志
に
よ
れ
ぱ
、
武
徳
三
年
に
昌
州
に
属
し
て

　
い
た
五
縣
、
す
な
わ
ち
覆
陽
．
春
陵
．
溝
潭
．
湖
陽
．
上
馬
の
う
ち
、
貞
観
元
年
に
は
春
陵
が
合
併
さ
れ
て
甕
陽
に
入
り
、
湖
陽
・
上
馬
爾
縣
も
一

　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
爾
税
法
へ
の
鵜
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
視
負
澹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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時
は
湖
州
と
し
て
獅
立
し
て
い
た
が
同
じ
く
貞
観
元
年
に
州
を
慶
し
て
襯
陽
縣
に
合
併
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
春
陵
・
湖
陽
・
上
馬
を
合
併
吸
牧
し
た

　
躍
陽
縣
が
、
貞
観
九
年
に
唐
州
管
下
に
入
り
、
翌
年
、
階
州
に
移
管
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
o

（
3
）
讃
史
方
輿
紀
要
は
、
唐
城
縣
の
復
置
を
開
元
二
十
六
年
と
す
る
。
な
お
随
州
が
、
春
秋
時
代
、
楚
の
武
王
の
中
原
経
略
に
際
し
ま
っ
さ
き
に
占

　
領
さ
れ
、
漢
水
の
北
部
の
姫
姓
蛛
滅
の
前
進
基
地
と
さ
れ
た
こ
と
、
左
傳
参
照
。
軍
事
的
要
害
と
し
て
そ
の
後
も
し
ぱ
し
ば
鎭
・
戌
の
お
か
れ
た
こ

　
の
地
に
、
客
戸
だ
け
か
ら
成
る
縣
を
新
設
し
た
の
で
あ
る
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

太
李
簑
宇
記
省
一
〇
〇
。

太
李
簑
宇
記
巻
一
〇
二
。

讃
史
方
興
紀
要
省
九
八
・
編
建
四
〇

太
李
簑
宇
記
省
一
〇
〇
。

太
平
褒
宇
記
省
一
〇
三
。
蕾
唐
書
巻
四
一
お
よ
ぴ
新
唐
曾
省
四
〇
の
地
理
志
に
も
略
記
さ
れ
て
い
る
。
簑
宇
記
に
よ
れ
ば
茶
産
地
で
あ
る
。

前
註
に
同
じ
。

讃
史
方
輿
紀
要
巻
二
八
・
江
南
十
・
程
璽
洗
の
侯
景
鎭
歴
に
つ
い
て
は
・
陳
書
巻
一
〇
お
よ
ぴ
南
史
巻
六
七
の
傳
等
に
詳
記
さ
れ
て
い
る
が
、

　
石
桂
山
の
こ
と
は
特
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
1
1
）
　
新
唐
書
巻
一
四
三
・
列
傳
六
八
o

（
1
2
）
　
拙
稿
「
唐
代
の
逃
戸
・
浮
客
・
客
戸
に
關
す
る
畳
書
」
（
一
橋
論
叢
五
〇
ノ
三
、

　
　
　
　
五

一
九
六
三
）
参
照
o



　
原
則
と
し
て
は
天
下
の
す
べ
て
の
州
縣
へ
の
適
用
を
た
て
ま
え
と
す
る
租
庸
調
法
で
あ
ウ
た
が
、
そ
の
適
用
の
し
か
た
に
お
い
て
例
外

的
な
規
定
も
あ
っ
た
こ
と
が
嶺
南
道
お
よ
び
夷
瞭
の
戸
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
い
る
。
仁
井
田
陞
氏
の
復
暫
せ
ら
れ
た
唐
の
賦
役

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

令
第
二
三
ノ
七
に
よ
れ
ば
、

　
　
諸
嶺
南
諸
州
、
視
米
上
戸
一
石
二
斗
、
次
戸
八
斗
、
下
戸
六
斗
、
若
夷
瞭
之
戸
、
皆
從
牟
鍮
、
諸
州
高
麗
百
濟
、
慮
差
征
鎭
者
、
並

　
　
令
冤
課
役
、

と
さ
れ
て
お
り
、
嶺
南
道
諸
州
の
戸
は
三
戸
等
に
分
け
て
税
米
を
課
せ
ら
れ
、
夷
瞭
の
戸
は
「
牛
輸
」
に
從
う
の
で
あ
る
。
こ
の
牛
輸
の

語
は
、
唐
會
要
倦
八
三
・
租
視
上
で
は
「
牟
税
」
と
書
か
れ
、
唐
六
典
雀
三
・
戸
部
郎
中
員
外
郎
條
に
は
「
皆
從
牛
輸
輕
税
」
と
し
る
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
夷
瞭
の
戸
は
嶺
南
道
諸
州
の
戸
の
孕
額
の
視
米
を
轍
納
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
六
典
が
「
輕
税
を
牛

輸
す
る
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
嶺
南
道
の
三
戸
等
に
よ
る
税
米
輸
納
の
方
式
は
「
輕
視
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
こ
の
規
定
は
、
武
徳
令
お
よ
ぴ
開
元
七
年
令
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
節
度
使
制
度
が
出
現
し
た
天
寳
年
間
に
つ
き
、

通
典
巻
一
七
二
・
州
郡
二
・
序
目
下
・
大
唐
諸
節
度
使
の
條
、
「
嶺
南
五
府
経
略
使
」
の
杜
佑
註
に
、

　
　
南
海
郡
に
理
す
。
兵
萬
五
千
四
百
人
を
管
す
。
輕
く
税
し
て
當
道
自
給
す
。

と
あ
り
、
濱
口
重
國
氏
が
「
他
の
九
節
度
使
と
は
違
っ
て
本
使
所
要
の
軍
費
だ
け
は
國
庫
支
　
と
せ
ず
、
便
宜
當
道
の
民
に
輕
税
を
賦
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
て
其
で
賄
ふ
と
云
ふ
方
法
に
依
っ
て
居
た
」
と
解
繹
さ
れ
た
よ
う
な
事
態
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
宮
崎
市
定
氏
は
、
「
唐

は
晴
の
政
策
を
共
儘
纏
承
し
天
下
に
均
田
を
推
行
し
た
が
、
只
嶺
南
地
方
に
は
租
庸
調
の
法
を
施
行
せ
ず
、
所
謂
輕
税
を
取
っ
て
編
摩
す

る
の
方
策
を
用
い
た
」
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
前
提
と
し
て
階
書
巻
二
四
・
食
貨
志
に
「
略
有
准
南
之
地
、
其
新
附
州
郡
、
轟
摩
輕
税
而
已
」

　
　
　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
爾
視
法
へ
の
韓
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
税
負
措
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
－
　
：
　
　
　
　
八
一
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ハ
　
レ

と
あ
る
記
事
に
い
わ
れ
る
「
輕
税
」
を
、
「
大
髄
こ
れ
迄
通
り
の
税
制
を
行
っ
た
と
い
う
意
味
」
に
解
繹
し
て
お
ら
れ
る
。

　
階
書
食
貨
志
に
い
わ
れ
る
潅
南
の
輕
税
は
、
梁
の
侯
景
の
飢
を
機
に
東
魏
が
辛
術
に
命
じ
て
准
南
地
方
へ
進
攻
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ

り
、
輕
く
税
し
て
轟
廉
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
羅
摩
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
潅
南
地
方
に
お
い
て
は
そ
の
梁
代
の
税
制
が
基
準
と
な
っ

た
で
あ
ろ
う
。
轟
廉
の
貼
に
お
い
て
は
、
唐
代
の
嶺
南
道
も
夷
猿
の
戸
も
同
類
で
あ
り
、
嶺
南
道
諸
州
縣
や
夷
猿
の
戸
が
「
牟
輸
輕
視
」

を
課
せ
ら
れ
た
の
は
、
一
つ
に
は
唐
朝
が
か
れ
ら
を
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
た
め
で
あ
っ
て
、
宮
崎
氏
の
読
か
れ
た
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
と
同
時
に
、
か
れ
ら
を
つ
な
ぎ
と
め
る
た
め
に
「
輕
く
視
す
る
」
必
要
が
あ
っ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
か
れ
ら
の
自
律
性
が
つ
よ
か
っ
た

か
ら
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
唐
代
の
制
度
的
客
戸
の
「
輕
税
」
も
か
れ
ら
が
逃
戸
集
團
と
し
て
も

っ
て
い
た
自
律
性
の
つ
よ
さ
と
關
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
編
鷹
の
ば
あ
い
に
か
ぎ
っ
て
租
庸
調
法
の
例
外
的
規
定
が
用
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
客
戸
の
輕
税
方
式
も
、
客
戸
編
成
縣
を
瀟
廉
縣
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
州
縣
制
の
枠
内
で
、
租
庸
調
法
の

原
則
に
實
際
上
は
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
實
行
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
ふ
た
た
ぴ
表
一
を
み
る
な
ら
ば
、
開
元
二
十
一
年
以
前
と
、
寳
感
元
年
以
後
と
の
爾
時
期
に
お
い
て
、
客
戸
に
た

い
す
る
輕
税
方
式
は
攣
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
視
額
の
鮎
に
お
い
て
顯
著
な
差
異
の
あ
る
こ
と
に
氣
が
つ
き
、
こ
の
差
異
と
、

ま
さ
に
爾
時
期
の
中
間
の
室
白
の
期
間
に
新
設
さ
れ
た
客
戸
編
成
縣
と
に
、
何
ら
か
の
封
慮
關
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く

る
。
爾
時
期
に
み
と
め
ら
れ
る
差
異
と
は
、
開
元
二
十
一
年
以
前
に
お
い
て
は
制
度
的
客
戸
の
輕
税
負
澹
額
が
、
軍
に
土
宜
に
慮
じ
差
科

形
態
に
よ
る
銭
納
と
い
う
こ
と
し
か
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
土
戸
と
の
櫓
税
比
率
は
明
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
た
い

し
て
喪
癒
元
年
以
後
に
な
る
と
、
ま
ず
億
じ
め
に
零
戸
の
差
科
額
が
土
戸
の
牟
額
に
さ
だ
め
ら
れ
、
漸
次
等
率
化
の
傾
向
を
と
る
の
で
あ



る
α
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
費
感
元
年
に
客
戸
の
土
戸
に
た
い
す
る
措
視
比
率
が
五
割
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
「
一

牛
を
量
減
」
す
る
と
い
う
表
現
で
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「
雫
輸
」
「
牟
視
」
「
牛
輸
輕
税
」
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
っ
て
、
覇
摩
の
ば
あ
い
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
客
戸
の
視
額
に
關
す
る
新
規
定
が
蜜
慮
元
年
に
突
如
と
し
て
あ

ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
實
は
開
元
末
年
以
來
粛
宗
期
に
か
け
て
新
設
さ
れ
た
客
戸
編
成
縣
が
覇
摩
的
な
「
孚
轍
輕
視
」
方

式
に
よ
っ
て
實
現
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
事
實
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ぱ
、
開
元
十
一
年
お
よ
ぴ
開
元
十
二
年

に
確
立
さ
れ
た
輕
視
方
式
に
よ
っ
て
客
戸
を
新
附
し
制
度
化
し
よ
う
と
し
た
ば
あ
い
、
實
際
に
は
客
戸
が
主
と
し
て
逃
戸
集
團
の
形
態
を

と
っ
て
存
在
し
て
お
り
、
山
岳
地
帯
に
お
い
て
自
律
的
組
織
を
も
つ
「
群
盗
」
集
團
と
し
て
活
動
し
て
い
る
ば
あ
い
が
多
く
、
か
れ
ら
を

招
論
す
る
た
め
に
は
「
輕
税
」
方
式
を
と
る
以
外
に
方
法
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
軍
事
的
要
害
の
地
に
お
い
て
は
と
く
に
重
鮎
的

に
こ
れ
ら
の
集
團
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
戸
編
成
縣
を
新
設
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
特
殊
な
縣
を
租
庸
調
法
下
の
州
縣

制
の
な
か
に
合
理
的
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
す
で
に
嶺
南
道
や
そ
れ
以
外
の
地
域
に
お
け
る
夷
瞭
の
戸
を
縣
に
編
成
す
る
ば
あ
い
に

採
用
さ
れ
て
い
た
「
牛
輸
輕
視
」
の
方
式
に
し
た
が
う
ほ
か
な
く
、
麗
摩
州
縣
の
措
税
比
率
で
あ
る
「
牟
輸
」
「
牟
税
」
を
、
客
戸
編
成

縣
に
適
用
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
が
一
つ
の
大
き
な
前
提
な
い
し
前
例
と
な
っ
て
、
寳
感
元
年
の
天
下
全
域
の
客
戸
に
た
い
す
る
税
額

規
定
と
し
て
撞
大
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
開
元
十
六
年
（
七
二
八
）
十
月
勅
に
、

　
　
諸
州
の
客
戸
、
邊
縁
の
州
に
属
す
る
こ
と
を
情
願
す
る
者
有
ら
ぱ
、
彼
に
至
ら
し
め
、
良
沃
の
田
を
給
し
て
、
安
置
し
、
価
ち
永
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

　
　
の
優
復
を
給
す
。
宜
し
く
所
司
を
し
て
即
ち
客
戸
を
管
す
る
所
の
州
と
與
に
計
會
し
、
情
願
す
る
者
を
召
取
し
て
、
其
の
樂
し
む
所

　
　
　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
爾
税
法
へ
の
韓
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
税
負
措
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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し

　
　
に
随
わ
し
め
、
敷
を
具
し
て
奏
聞
せ
令
む
べ
し
。

と
あ
る
ご
と
く
、
客
戸
を
「
邊
縁
の
州
」
に
お
い
て
編
附
す
る
こ
と
が
意
圖
さ
れ
て
い
る
。
「
彼
に
至
ら
し
め
、
良
沃
の
田
を
給
し
て
、

安
置
」
す
る
と
表
現
さ
れ
て
は
い
る
が
、
實
際
は
、
す
で
に
そ
の
よ
う
な
邊
縁
の
州
の
土
地
を
客
戸
が
開
墾
し
て
良
沃
の
田
に
し
て
い
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
ぜ
な
ら
ぱ
前
述
の
ご
と
く
、
邊
縁
の
四
川
の
壁
山
縣
に
お
い
て
、
縣
が
設
置
さ
れ
た
の
は
囎
宗
至
徳
二
年
（
七

五
七
）
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
天
賓
年
間
に
、
諸
州
の
逃
戸
が
多
く
集
ま
っ
て
き
て
盆
地
の
李
田
を
螢
種
し
て
い
た
、
と
い
う
事
實
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
右
の
開
元
十
六
年
十
月
勅
に
「
所
司
を
し
て
卸
ち
客
戸
を
管
す
る
所
の
州
と
與
に
計
會
し
」
と
あ
る
ば
あ
い
の

所
司
は
、
前
述
の
諸
例
に
印
し
て
考
え
る
と
、
諸
道
の
採
訪
使
等
の
使
職
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
唐
城
縣
の
ば
あ
い
、

そ
の
客
戸
編
成
縣
之
し
て
の
設
置
の
責
任
者
は
、
元
和
郡
縣
圖
志
巻
一
二
・
山
南
道
階
州
唐
城
縣
の
項
に
、

　
　
開
元
二
十
四
年
、
探
訪
使
宋
鼎
、
奏
置
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

と
あ
る
ご
と
く
、
山
南
東
道
探
訪
使
の
宋
鼎
で
あ
っ
た
し
、
尤
漢
縣
の
ば
あ
い
に
高
伏
の
逃
戸
集
團
を
客
戸
編
成
縣
に
統
合
し
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
（
9
）

経
略
使
唐
修
忠
で
あ
り
、
太
李
縣
も
安
撫
使
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
採
訪
使
等
の
使
職
が
、
州
と
計
會
し
、
そ
の
州
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

の
未
登
録
の
客
戸
を
附
籍
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
ば
あ
い
に
、
「
客
戸
を
管
す
る
所
の
州
」
と
明
記
し
て
縣
と
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
未
登
録
客
戸
は
使
職
と
州
に
よ
っ
て
そ
の
州
内
の
客
戸
編
成
縣
に
附
籍
さ
れ
る
、
と
い
う
手
つ
づ
き
を
と
る
と

考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
逃
戸
集
團
と
し
て
團
結
し
て
い
た
客
戸
の
ば
あ
い
に
は
、
そ
の
現
佳
地
に
お
い
て
、
そ
の
集
團
を
主
髄
と

す
る
客
戸
編
成
縣
へ
事
後
承
認
的
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
分
散
的
な
移
住
民
と
し
て
の
客
戸
は
そ
の
寄
寓
地
の
管
轄
州
内
に
お

い
て
さ
ら
に
強
制
酌
に
移
住
せ
し
め
ら
れ
て
、
上
の
ご
と
き
客
戸
編
成
縣
に
編
入
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
開
元
末



年
か
ら
天
賓
年
間
に
か
け
て
は
、
唐
朝
櫨
力
の
強
大
化
に
と
も
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
強
制
的
な
客
戸
の
新
附
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ぱ
、
開
元
二
四
年
春
正
月
庚
寅
勅
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
天
下
の
逃
戸
は
、
今
年
内
を
墨
く
し
て
自
首
す
る
こ
と
を
聴
す
。
萄
産
を
有
す
る
者
は
本
貫
に
還
ら
令
み
よ
。
無
き
者
は
別
に
進
止
・

　
　
を
侯
て
。
限
を
瞼
え
て
首
せ
ざ
る
は
、
當
に
專
使
に
命
じ
て
捜
求
し
諸
軍
に
散
配
せ
よ
。

と
い
う
張
歴
的
な
調
子
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
本
籍
地
迭
還
主
義
を
重
ん
ず
る
方
に
逆
行
し
て
い
る
の
も
、
一
面
に
お
い
て
は
唐
朝
槽

力
の
強
大
化
を
自
負
し
て
の
霞
令
な
の
で
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
首
せ
ぬ
逃
戸
は
専
使
に
捜
索
さ
せ
て
諸
軍
に
強
制
的
に
配
麗
さ
せ

る
、
と
い
う
一
方
的
強
制
は
成
功
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
翌
開
元
二
十
五
年
に
は
、
客
戸
の
な
か
か
ら
兵
防
健
見
を
「
召
募
」
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

と
い
う
あ
の
有
名
な
詔
勅
が
護
布
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
蕾
産
の
「
無
き
者
」
は
、
す
く
な
く
と
も
自
首
す
る
く
ら
い
の
者
で
し

か
も
孤
立
的
存
在
で
あ
れ
ば
、
唯
々
諾
々
と
し
て
強
制
移
住
に
し
た
が
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
玄
宗
治
世
の
極
盛
期
と
さ
れ
る
開
元
の
末
年
と
天
寳
年
間
を
通
じ
て
、
客
戸
の
制
度
化
の
主
流
は
、
権

衡
原
則
の
な
か
で
も
特
殊
な
、
客
戸
編
成
縣
の
新
設
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
反
面
に
お
い
て
、
開
元
十
二
年
六
月
壬
辰
詔
に
よ
っ
て
提

示
さ
れ
た
、
あ
の
三
者
協
議
の
方
式
に
よ
る
客
戸
の
安
集
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
ま
だ
底
流
を
な
す
に
と
ど
ま
り
、
表
面
に
あ
ら
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

れ
て
は
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
論
じ
た
ご
と
く
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
逃
棄
田
の
代
耕
人
と
し
て
の
租

　
　
　
　
　
　
ヂ

地
人
は
過
當
な
負
澹
に
あ
え
い
で
お
り
、
と
て
も
「
輕
視
」
と
は
い
え
ず
、
か
え
っ
て
隣
保
へ
の
灘
逃
の
弊
害
を
生
じ
て
逃
亡
を
促
進
す

る
よ
う
な
状
況
が
現
出
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
逃
棄
田
を
代
耕
人
の
徳
役
的
勢
働
に
よ
っ
て
強
制
的
に
耕
作
さ
せ
る
の
で
は
な
く
て
、

代
耕
人
に
租
賃
し
、
さ
ら
に
は
永
久
的
に
承
佃
さ
せ
る
、
と
い
う
方
式
が
樹
立
さ
れ
そ
の
よ
う
な
承
佃
人
の
な
か
に
客
戸
も
ふ
く
ま
れ
る

　
　
　
　
　
租
蒲
調
怯
か
ら
靹
視
怯
へ
の
轄
換
期
に
お
む
る
制
度
酌
溶
戸
の
租
税
魚
播
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
五
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六

よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
安
史
の
飢
に
よ
り
唐
朝
槽
力
が
大
き
く
動
揺
し
、
地
域
肚
會
の
自
律
的
再
興
に
依
存
し
な
が
ら
政
椹
を
再
建

し
て
く
る
繍
宗
末
期
か
ら
代
宗
期
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
再
興
期
に
お
い
て
こ
そ
あ
の
三
者
協
議
の
方
式
が
重
要
と

な
り
、
客
戸
の
新
附
も
、
強
椛
に
よ
る
客
戸
編
成
縣
の
新
設
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
各
州
縣
の
地
域
杜
會
ご
と
に
そ
の
地
方
官
と
有
力

土
戸
の
個
別
的
努
力
に
依
存
し
て
、
醤
來
の
土
戸
の
生
活
圏
内
に
客
戸
を
迎
え
入
れ
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
で
な
け
れ
ば
實
現
で
き
な
く

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
土
戸
の
縣
と
は
別
に
客
戸
編
成
縣
が
癬
摩
的
に
存
在
し
え
た
時
期
に
お
け
る
、
土
戸
と
客
戸
と
の
櫓

税
比
率
は
、
む
し
ろ
い
わ
ぱ
羅
磨
の
封
象
と
し
て
の
客
戸
に
と
っ
て
こ
そ
重
大
關
心
事
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
土
戸
の
生
活
圏
内
に
お

い
て
客
戸
を
自
立
さ
せ
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
時
期
に
は
、
そ
の
措
税
比
率
は
む
し
ろ
土
戸
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
と
な
っ

た
で
あ
ろ
う
。
代
宗
期
の
特
徴
と
し
て
、
こ
の
措
視
比
率
が
等
寧
化
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
が
そ
の
讃
左
た
り
う
る
と
考
え
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
捲
視
比
率
の
全
國
一
般
へ
の
明
示
が
賓
慮
元
年
に
な
さ
れ
た
こ
と
も
偶
然
で
は
な
い
と
結
論
し
う
る
と
思
う
。
そ
し
て

そ
の
措
視
比
率
の
初
期
の
基
準
が
そ
れ
に
直
接
先
行
す
る
時
期
に
お
け
る
、
客
戸
編
成
縣
の
い
わ
ば
土
戸
縣
に
た
い
す
る
搬
視
比
率
に
も

と
め
ら
れ
た
こ
と
も
み
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿

　
（
1
）
　
仁
井
田
陸
『
唐
令
拾
遺
』
（
一
九
三
三
、
再
版
｝
九
六
四
）
六
七
三
頁
。
註
記
を
一
切
省
略
し
て
引
用
し
た
。

　
（
2
）
　
濱
口
重
國
「
唐
の
玄
宗
朝
に
於
け
る
江
准
上
供
米
と
地
視
と
の
關
係
」
（
二
）
（
史
學
雑
誌
四
五
ノ
ニ
、
　
一
九
三
四
）
九
三
頁
。

　
（
3
）
　
宮
崎
市
定
「
晋
武
帝
の
戸
調
式
に
就
て
」
（
束
亜
経
濟
研
究
一
九
ノ
四
、
一
九
三
五
、
『
ア
ジ
ア
史
研
究
第
一
』
一
九
六
二
所
牧
、
二
〇
七
・
二

　
　
〇
八
頁
）
。
南
朝
に
お
い
て
は
、
東
督
以
來
、
課
田
・
占
田
井
用
法
が
縫
承
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
輕
税
も
そ
の
よ
う
な
税
制
を
踏
襲
す

　
　
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
注
目
す
べ
き
見
解
が
提
示
さ
れ
た
。
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（
4
）
　
東
魏
が
侯
景
の
飢
に
よ
っ
て
濫
南
へ
進
出
し
そ
の
新
附
の
州
郡
を
輕
く
税
し
て
覇
摩
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
、
唐
代
の
客
戸
編
成
縣
の
分
布
と

　
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
山
南
道
、
江
南
道
、
創
南
道
に
あ
っ
た
と
い
う
地
域
的
特
徴
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
・
と
く
に
太
李

　
縣
と
雄
徳
縣
の
お
か
れ
た
宣
州
は
ま
さ
に
侯
景
の
飢
の
職
場
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
北
部
山
岳
は
宋
代
の
方
膿
の
起
義
の
と
き
に

　
も
職
揚
と
な
っ
て
い
る
・
四
の
註
1
0
滲
照
。
こ
の
よ
う
な
場
所
に
お
い
て
逃
戸
集
團
を
招
諭
し
て
客
戸
編
成
縣
を
新
設
す
る
た
め
に
は
輕
租
覇
康
政

　
策
を
以
て
臨
む
以
外
に
方
法
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
　
冊
府
元
亀
省
七
〇
・
帝
王
部
務
農
、
唐
會
要
省
八
四
・
移
戸
。
「
邊
縁
州
」
を
唐
會
要
は
「
邊
縁
利
」
と
す
る
が
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
6
）
　
宋
鼎
に
つ
い
て
は
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
所
傳
を
敏
き
、
そ
の
経
歴
は
不
明
で
あ
る
。
哲
唐
書
巻
一
九
七
・
南
蟹
列
侮
・
東
謝
轡
傳
お
よ
ぴ
新
唐

　
書
巻
二
二
二
下
・
南
璽
列
傳
に
み
え
る
宋
鼎
は
別
人
で
あ
ろ
う
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

唐
修
忠
に
つ
い
て
も
所
傳
を
訣
く

そ
の
姓
名
は
傳
え
ら
れ
て
い
な
い
。

資
治
通
鑑
省
一
＝
四
・
唐
紀
三
〇
・
玄
宗
開
元
二
十
四
年
の
條
o

唐
六
典
巻
五
・
伺
書
兵
部
。

前
掲
拙
稿
「
唐
代
の
客
戸
に
よ
る
逃
棄
田
の
保
有
」
滲
照
。

占ノ、

　
以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
唐
代
中
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
税
負
播
は
鏡
納
ま
た
は
物
納
の
非
力
役
的
な
差
科
形
態
を
と
り
、
そ
の

視
額
は
「
輕
く
視
す
」
と
表
現
さ
れ
て
、
開
元
初
年
に
お
い
て
は
土
宜
に
鷹
じ
そ
の
地
域
の
慣
例
と
牧
穫
高
に
し
た
が
っ
て
徴
牧
す
る
と

　
　
　
　
　
租
庸
調
法
か
ら
爾
税
法
へ
の
韓
換
期
に
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
税
負
措
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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規
定
す
る
だ
け
で
特
に
土
戸
と
の
櫓
税
比
傘
は
明
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
開
元
末
年
か
ら
天
費
年
間
に
か
け
て
軍
事
的
な
要
害
の
地

に
結
集
す
る
逃
戸
集
團
の
存
在
を
事
後
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
れ
ら
を
客
戸
編
成
縣
と
し
て
把
握
す
る
に
い
た
っ
て
、
嶺
南
道
諸
州

や
夷
僚
の
戸
を
覇
摩
す
る
ば
あ
い
に
採
用
さ
れ
て
い
る
「
孕
輸
輕
視
」
の
方
式
を
羅
摩
的
な
客
戸
編
成
縣
に
も
適
用
す
る
こ
と
と
な
り
、

こ
こ
に
お
い
て
一
般
の
土
戸
縣
と
そ
の
所
厨
土
戸
に
た
い
す
る
客
戸
編
成
縣
お
よ
ぴ
そ
の
所
屡
客
戸
の
櫓
税
比
傘
が
五
割
に
定
め
ら
れ
、

「
輕
視
」
が
具
髄
的
一
般
的
に
そ
の
額
を
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
羅
摩
的
手
段
に
よ
る
客
戸
編
成
縣
の
新
設
は
唐
朝

椛
力
の
衰
微
し
た
安
史
の
胤
後
に
は
實
現
困
難
と
な
り
、
繍
宗
期
か
ら
代
宗
期
へ
か
け
て
の
椹
力
再
編
過
程
に
お
い
て
は
、
あ
た
か
も
玄

宗
の
槽
力
確
立
過
程
で
あ
る
開
元
初
年
に
採
用
さ
れ
た
ご
と
き
方
法
、
す
な
わ
ち
、
客
戸
を
そ
の
寄
寓
地
に
お
い
て
、
使
職
お
よ
ぴ
州
縣

の
地
方
官
と
そ
の
地
域
の
有
力
戸
と
の
協
議
裁
量
に
一
任
し
て
そ
の
生
活
圏
内
に
編
入
す
る
と
い
う
方
法
が
、
逃
棄
田
の
客
戸
に
よ
る
承

佃
の
公
認
と
い
う
現
實
の
経
濟
的
な
う
ら
づ
け
を
も
っ
て
廣
汎
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
代
宗
印
位
の
寳
感
元
年
に
、

こ
の
よ
う
な
地
域
肚
會
の
自
律
性
に
依
存
す
る
客
戸
の
安
集
方
法
を
再
確
認
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
櫓
税
比
率
に
關
し
て
は
、
玄
宗
天
費

年
間
を
ピ
ー
ク
と
し
て
新
設
さ
れ
た
客
戸
編
成
縣
の
先
例
を
踏
襲
し
て
客
戸
は
土
戸
の
牟
額
と
さ
だ
め
た
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
客
戸
が

客
戸
編
成
縣
に
集
住
す
る
形
態
は
傍
流
と
な
り
、
客
戸
が
土
戸
の
傳
統
的
生
活
圏
内
に
編
入
さ
れ
て
存
在
す
る
形
態
が
主
流
と
な
っ
て
表

面
化
し
て
き
た
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
客
戸
と
土
戸
の
澹
視
比
奉
が
等
率
化
さ
れ
る
に
い
た
る
こ
と
は
必
然
的
な
趨
勢
な
の
で
あ
っ
て
、

代
宗
在
位
の
約
十
七
年
間
は
ま
さ
に
こ
の
等
率
化
の
現
象
が
政
策
的
に
追
認
さ
れ
促
進
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
趨
勢
の
蹄
結
貼
に
、
土
戸
と
客
戸
の
匪
別
な
く
資
産
戸
等
差
に
封
鷹
し
て
課
税
す
る
爾
視
法
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ

る
。
開
元
初
年
に
は
じ
め
ら
れ
た
客
戸
の
「
輕
税
」
は
、
戸
等
差
に
準
櫨
す
る
差
科
の
形
愚
を
と
っ
て
登
展
し
、
爾
視
法
に
い
た
る
一
源



流
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
「
輕
税
」
方
式
が
租
庸
調
の
全
冤
を
前
提
と
し
て
う
ち
だ
さ
れ
た
と
い
う
事
實
に
集
中
的
に

表
現
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
租
庸
調
法
を
否
定
し
て
別
系
統
の
税
制
と
し
て
の
爾
税
法
に
轄
換
さ
せ
る
登
端
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
五
年
十
月
）

、

租
庸
調
法
か
ら
爾
税
法
へ
の
輔
換
期
κ
お
け
る
制
度
的
客
戸
の
租
視
負
掬

（
九




