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は
じ
め
に

本
稿
は
清
代
の
里
甲
制
解
体
後
も
蘇
州
基
層
社
会
に
固
有
に
存

続
し
た
郷
村
管
理
者
、
す
な
わ
ち
公
権
力
が
関
与
し
え
な
い
郷
村

業
務
を
諸
般
に
わ
た
っ
て
担
当
し
た
村
役
の
実
態
を
聴
き
取
り
調

査
と
い
う
手
法
を
通
し
て
復
元
す
る
試
み
で
あ
り
、
同
時
に
そ
こ

か
ら
蘇
州
の
地
域
的
特
徴
を
抽
出
し
、
同
じ
江
南
と
い
え
ど
も
地

域
差
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

こ
こ
で
い
う
「
基
層
社
会
」
と
は
、
郷
鎮
よ
り
も
さ
ら
に
下
層
の

社
会
を
念
頭
に
お
い
て
お
り
、
蘇
州
で
は
い
わ
ゆ
る
「
図
」
と
称

す
る
基
本
単
位
の
郷
村
を
意
味
す
る
。

筆
者
は
こ
れ
ま
で
蘇
州
基
層
社
会
の
郷
村
管
理
者
に
関
す
る
聴

き
取
り
調
査
を
二
〇
〇
八
年
夏
、
二
〇
〇
九
年
冬
、
二
〇
一
〇
年

冬
の
三
度
に
わ
た
っ
て
実
施
し
、
そ
の
成
果
の
一
部
は
す
で
に
公

表
し
て
い
る
が
（
1
）
、
こ
の
た
び
新
た
に
二
〇
一
三
年
十
二
月
に
お
い

て
こ
れ
ま
で
の
聴
き
取
り
調
査
で
曖
昧
だ
っ
た
い
く
つ
か
の
点
に

つ
い
て
再
確
認
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
過
去
に
明

ら
か
に
し
た
内
容
を
再
び
整
理
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
調
査
で
判

明
し
た
新
事
実
を
加
え
、
重
ね
て
蘇
州
基
層
社
会
の
復
元
作
業
を

試
み
る
。
ま
た
先
の
論
文
で
は
触
れ
な
か
っ
た
〈
催
甲
〉
に
関
す

る
聴
き
取
り
調
査
に
つ
い
て
も
併
せ
て
言
及
す
る
。
な
お
、
文
末

に
は
こ
れ
ま
で
に
聴
き
取
っ
た
蘇
州
郷
村
管
理
者
の
記
録
を
日
本

語
に
翻
訳
し
て
掲
載
す
る
。

一

文
献
に
よ
る
郷
村
管
理
者
の
概
要

（
１
）
〈
地
保
〉
と
〈
経
造
〉

一
九
三
〇
年
前
後
の
蘇
州
基
層
社
会
に
お
け
る
実
際
の
郷
村
管

理
者
は
、
徴
税
、
治
安
維
持
、
そ
の
他
郷
村
全
般
の
業
務
を
担
う

近
代
蘇
州
基
層
社
会
復
元
の
試
み

│
│
郷
村
管
理
者
に
関
す
る
聴
き
取
り
調
査
�
附
聴
き
取
り
記
録
│
│

山

本

英

史

近
代
蘇
州
基
層
社
会
復
元
の
試
み

一
（
三
一
七
）



者
と
土
地
情
報
を
掌
握
す
る
者
と
の
概
ね
二
つ
に
収
斂
さ
れ
た
模

様
で
あ
る
（
2
）
。
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
前
者
を
〈
地
保
〉、
後
者
を

〈
経
造
〉
と
呼
ぶ
。

〈
地
保
〉
は
〈
地
隣
保
甲
〉
に
由
来
す
る
と
さ
れ
（
3
）
、
保
甲
制
の

役
名
に
基
づ
く
が
、
保
甲
制
と
無
関
係
の
ま
ま
進
化
し
た
も
の
も

少
な
く
な
い
（
4
）
。〈
地
方
〉〈
保
正
〉〈
図
正
〉〈
図
分
〉
な
ど
、
各
地

域
で
名
称
が
異
な
り
、
時
に
は
同
じ
地
域
で
あ
っ
て
も
そ
の
名
称

が
混
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

他
方
、〈
経
造
〉
は
蘇
州
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
た
名
称
で
、
他

所
で
は
〈
里
書
〉〈
図
書
〉〈
冊
書
〉
な
ど
が
一
般
的
だ
っ
た
。
由

来
は
「
造
〔
冊
〕
を
経
徴
す
る
（
5
）
」、「
其
の
手
を
経
て
冊
を
造
る
（
6
）
」、

「
漕
糧
を
経
徴
す
る
（
経
漕
―「
漕
」
と
「
造
」
と
は
同
音
（
7
）
）」
な
ど
、

諸
説
あ
る
。

従
来
の
研
究
で
は
こ
の
よ
う
な
郷
村
管
理
者
は
身
分
の
低
い
無

業
の
民
と
さ
れ
、
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
官
の
威
を
か
り
て
基
層

社
会
に
災
厄
を
も
た
ら
す
悪
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
て
き
た
（
8
）
。
そ
の

具
体
的
な
舞
弊
行
為
と
し
て
政
府
か
ら
と
り
わ
け
槍
玉
に
挙
げ
ら

れ
た
の
は
、
職
権
の
濫
用
、
諸
業
務
に
お
け
る
納
税
戸
へ
の
額
外

手
数
料
の
強
要
、
さ
ら
に
は
納
税
立
替
に
伴
う
中
間
横
領
な
ど
で

あ
っ
た
（
9
）
。
ま
た
二
十
世
紀
前
半
の
華
北
基
層
社
会
で
は
「
営
利
を

目
的
と
す
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
と
し
て
国
家
機
構
の
枠
外
に
私
的
な

体
制
を
強
め
た
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
た
（
10
）
。

南
京
国
民
政
府
期
の
一
九
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
政
府
に
基
層

社
会
に
対
す
る
掌
握
を
目
指
す
動
き
が
現
れ
、
従
来
の
郷
村
管
理

者
を
廃
止
し
直
接
管
理
に
移
す
改
革
が
試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
制
度
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
た
だ
け
に
止
ま
り
、
基
層
社

会
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
抜
本
的
に
改
め
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
結
果
、
従
来
の
郷
村
管
理
者
は
こ
れ
ま
で
と
大
き
く

変
わ
る
こ
と
な
く
存
続
し
、
政
府
か
ら
は
依
然
と
し
て
問
題
視
さ

れ
続
け
た
の
で
あ
る
（
11
）
。

一
九
三
〇
年
代
の
〈
地
保
〉
の
具
体
的
職
務
に
つ
い
て
は
天
野

元
之
助
が
童
第
穀
「
太
倉
県
田
賦
概
況
」（『
経
済
学
季
刊
』
四
巻

二
期
、
一
九
三
七
年
）
に
基
づ
い
て
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
（
12
）
。

そ
れ
を
さ
ら
に
要
約
す
る
と
、「〈
地
保
〉
は
図
ご
と
に
一
人
置
か

れ
、
図
内
の
租
税
徴
収
を
行
う
も
の
で
、
時
に
は
未
納
戸
の
税
を

立
替
払
い
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
交
替
の
際
に
は
村
長
ま
た
は
区

長
が
県
政
府
に
報
告
し
て
登
録
し
な
お
し
た
。
担
当
者
は
耆
業

（
地
方
で
相
当
の
財
産
家
）
が
交
互
に
任
ず
る
か
、
な
い
し
は
各

耆
業
の
推
挙
に
よ
っ
て
そ
の
業
務
を
専
属
管
理
さ
せ
、
各
耆
業
は

毎
年
若
干
の
手
当
金
を
醵
出
し
て
、
そ
の
生
活
を
維
持
さ
せ
た
。

〈
地
保
〉
の
任
務
は
、
県
政
府
の
命
を
受
け
て
司
法
・
行
政
お
よ

び
催
租
を
担
当
す
る
外
、
各
所
管
図
内
の
催
糧
事
務
を
も
兼
任
す

史

学

第
八
三
巻

第
四
号

二
（
三
一
八
）



る
こ
と
で
あ
っ
た
。
毎
回
の
租
税
徴
収
に
お
い
て
は
県
吏
か
ら
納

税
通
知
票
を
受
け
取
り
、
戸
ご
と
に
督
促
し
、
帳
簿
に
照
ら
し
て

納
税
さ
せ
た
。
不
動
産
契
約
の
時
に
は
立
会
人
と
な
り
、
仲
介
料

を
得
た
」
と
な
る
。

同
様
に
〈
経
造
〉
の
具
体
的
職
務
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
い
る
（
13
）
。

そ
れ
を
要
約
す
る
と
、「
職
務
は
各
地
で
異
な
り
、
徴
税
台
帳
の

作
成
と
と
も
に
租
税
徴
収
を
行
う
場
合
や
徴
税
台
帳
の
作
成
と
土

地
所
有
名
義
の
変
更
管
理
の
み
で
徴
税
は
政
務
警
や
糧
差
な
ど
に

代
行
さ
せ
て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
主
な
職
務

は
土
地
所
有
者
の
名
義
や
税
額
の
登
記
変
更
で
あ
っ
た
。
報
酬
は

極
め
て
少
な
い
が
、
彼
ら
は
「
銭
の
な
る
樹
」（
銭
糧
征
冊
）
を

有
し
、
そ
の
ポ
ス
ト
は
「
師
徒
授
受
」・「
親
族
相
襲
」
の
悪
習
を

免
れ
ず
、
無
形
の
う
ち
に
特
殊
階
級
を
形
成
し
た
」
と
な
る
。

筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
文
献
か
ら
得
た
知
見
に
よ
り
蘇
州
の
郷
村

管
理
者
に
限
っ
て
そ
の
職
務
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
も
の
が
挙

げ
ら
れ
る
。
①
警
察
司
法
業
務
（
捜
査
、
逮
捕
、
護
送
、
防
犯
、

裁
判
で
の
証
人
な
ど
）、
②
徴
税
台
帳
や
土
地
簿
冊
の
作
成
、
③

納
税
通
知
票
の
配
布
、
④
未
納
戸
・
滞
納
戸
へ
の
督
促
・
追
徴
、

代
納
、
⑤
土
地
所
有
名
義
の
変
更
登
録
、
⑥
収
租
へ
の
協
力
、
⑦

そ
の
他
（
行
き
斃
れ
・
変
死
体
の
検
屍
や
埋
葬
、
も
め
ご
と
の
仲

裁
、
契
約
の
立
会
な
ど
）。
こ
れ
は
天
野
の
説
明
と
ほ
ぼ
一
致
す

る
。
う
ち
①
⑦
は
〈
地
保
〉
に
、
②
③
⑤
は
〈
経
造
〉
に
特
化
す

る
よ
う
に
見
え
る
が
、
他
の
職
務
は
必
ず
し
も
截
然
と
し
た
棲
み

分
け
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
２
）
催
甲

〈
催
甲
〉
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
天
野
元
之
助
、
今
堀
誠
二
、

村
松
祐
次
、
夏
井
春
喜
の
各
研
究
に
言
及
さ
れ
て
い
る
（
14
）
。
こ
れ
ら

の
研
究
を
参
考
に
〈
催
甲
〉
の
概
要
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

〈
催
甲
〉
と
は
「
地
主
が
郷
間
で
田
地
と
佃
戸
を
管
理
し
田
租

を
徴
収
す
る
代
理
人
」
を
い
っ
た
（
15
）
。
そ
の
名
称
が
史
料
と
し
て
具

体
的
に
現
れ
る
の
は
十
九
世
紀
後
半
、
蘇
州
元
和
県
周
荘
鎮
貞
豊

里
の
小
地
主
・
知
識
人
が
で
あ
っ
た
陶
煦
が
光
緒
十
年
（
一
八
八

四
）
に
著
し
た
以
下
の
文
章
で
あ
る
。

催
甲
と
は
地
主
が
雇
い
佃
農
（
佃
戸
）
に
租
�
単
と
い
う
納

租
通
知
票
を
配
布
さ
せ
、
佃
農
に
納
租
を
督
促
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
際
彼
ら
は
佃
農
に
自
分
の
賃
金
を
代
償
す
る
よ

う
強
要
す
る
。
そ
の
た
め
減
税
が
実
施
さ
れ
て
も
そ
れ
に
伴

っ
て
租
が
減
る
こ
と
な
く
、
租
額
が
名
目
上
減
っ
て
も
実
際

の
額
は
む
し
ろ
増
え
る
の
で
あ
る
（
16
）
。

こ
の
悪
イ
メ
ー
ジ
は
現
在
に
お
い
て
も
定
着
し
、「
彼
ら
は
地

主
制
力
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
佃
戸
を
威
圧
し
、
郷
里
に
横
行
し

近
代
蘇
州
基
層
社
会
復
元
の
試
み

三
（
三
一
九
）



た
た
め
、
地
主
の
「
肉
襦
袢
を
着
る
者
」
と
称
せ
ら
れ
た
」
と
い

わ
れ
る
（
17
）
。

蘇
州
で
は
太
平
天
国
鎮
圧
後
、
地
主
の
城
居
化
の
さ
ら
な
る
進

展
と
そ
の
土
地
所
有
の
一
層
の
分
散
化
を
背
景
に
地
主
の
佃
戸
支

配
、
小
作
料
徴
収
の
強
化
を
は
か
る
た
め
新
た
に
租
桟
と
い
う
土

地
管
理
機
構
が
設
け
ら
れ
た
（
18
）
。
蘇
州
の
地
主
は
毎
年
霜
降
節
前
後

（
陽
暦
十
月
二
十
四
日
頃
）
に
租
桟
を
設
け
て
小
作
料
を
徴
収
し

た
。
租
桟
は
蘇
州
全
県
で
三
〇
〇
〜
四
〇
〇
に
達
し
、
一
人
の
地

主
ま
た
は
数
人
の
地
主
が
共
同
し
て
一
租
桟
を
設
け
他
の
地
主
の

小
作
料
を
も
代
理
徴
収
し
た
（
19
）
。
徴
収
に
当
た
っ
て
は
毎
年
租
桟
開

倉
前
に
租
桟
の
賑
房
で
作
成
さ
れ
た
納
租
通
知
票
（
租
�
ま
た
は

租
由
と
い
う
）
を
〈
催
甲
〉
に
交
付
し
て
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
佃

戸
に
発
給
さ
せ
た
（
20
）
。

〈
催
甲
〉
の
職
務
は
①
納
租
通
知
票
を
佃
戸
に
配
布
し
、
開
倉

日
な
ど
を
通
知
す
る
、
②
佃
戸
に
対
し
納
租
期
限
ま
で
に
租
桟
に

赴
い
て
納
租
す
る
こ
と
を
促
し
、
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
租
を
果
た

さ
な
い
佃
戸
に
対
し
て
は
小
作
料
の
取
り
立
て
の
た
め
府
県
か
ら

派
遣
さ
れ
た
差
役
に
同
行
、
催
租
費
用
の
手
配
や
立
替
、
租
桟
へ

の
状
況
報
告
、
な
ど
在
地
に
お
け
る
催
租
全
般
に
関
わ
る
、
③
租

桟
に
代
わ
っ
て
小
作
地
と
佃
戸
を
日
常
的
に
掌
握
し
、
そ
の
情
報

を
逐
次
租
桟
に
報
告
す
る
、
な
ど
で
あ
っ
た
。

〈
催
甲
〉
の
収
入
に
つ
い
て
天
野
は
蘇
州
呉
県
の
そ
れ
を
「
地

主
は
其
の
交
付
し
た
「
田
租
通
知
単
」
の
畝
数
に
応
じ
て
、
其
の

報
酬
を
与
へ
、
別
に
手
当
を
出
さ
な
い
」
と
い
う
（
21
）
。
ま
た
夏
井
は

蘇
州
の
一
〈
催
甲
〉
の
収
支
状
況
に
基
づ
き
「
徴
収
額
一
畝
に
つ

き
三
升
の
割
合
で
〔
租
桟
か
ら
〕
支
払
わ
れ
る
力
米
が
、
催
甲
の

収
入
の
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
」
と
い
う
（
22
）
。
し
か
し
実

際
の
収
入
は
佃
戸
か
ら
の
任
意
勒
索
に
よ
る
不
正
規
収
入
が
多
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
天
野
は
呉
県
の
〈
催
甲
〉
の
弊
害
と
し
て

「
凶
作
の
時
に
は
、
彼
等
の
報
告
に
依
つ
て
「
租
成
」
が
決
定
さ

れ
る
の
で
、
其
の
権
利
を
悪
用
し
て
、
小
作
人
か
ら
任
意
勒
索
を

や
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
23
）
。

〈
催
甲
〉
の
出
自
に
つ
い
て
、
村
松
は
「
一
つ
は
小
作
農
民
の

寡
婦
で
あ
っ
た
り
、
零
細
な
小
作
人
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
が
、

地
主
租
桟
の
駆
使
に
甘
ん
じ
て
、
ご
く
狭
小
な
、
一
〇
畝
〜
二
〇

畝
程
度
の
地
畝
の
領
催
を
担
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は

恐
ら
く
専
業
化
し
、
屡
々
市
鎮
に
住
み
、
数
都
、
十
数
�
に
わ
た

っ
て
、
一
〇
〇
畝
〜
二
〇
〇
畝
の
地
畝
を
兼
領
す
る
有
力
な
大
催

甲
で
あ
る
」
と
い
い
、
蘇
州
の
〈
催
甲
〉
に
は
二
つ
の
異
な
っ
た

タ
イ
プ
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
夏
井
は
租

桟
簿
冊
に
現
れ
た
〈
催
甲
〉
の
情
報
か
ら
、「
催
甲
は
農
民
、
佃

戸
、
或
い
は
あ
る
特
定
の
租
桟
と
関
係
が
あ
り
、
そ
こ
で
雇
わ
れ

史
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た
使
用
人
で
あ
る
よ
り
も
、
自
己
の
管
領
地
に
何
ら
か
の
�
株
�

の
よ
う
な
権
利
を
も
ち
、
複
数
の
租
桟
の
催
甲
を
兼
任
し
、
都
の

範
囲
を
越
え
た
広
大
な
田
地
を
管
領
す
る
専
業
的
な
も
の
が
一
般

的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
い
い
、「
彼
ら
が
農
民
以
外
の
郷

鎮
の
住
民
か
、
郷
鎮
に
常
時
行
き
来
し
て
い
た
人
々
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
わ
れ
る
」
と
在
地
に
お
い
て
一
定
勢
力
を
持
っ
た
有
力
者

で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
（
24
）
。

〈
催
甲
〉
と
〈
地
保
〉・〈
経
造
〉
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
村

松
は
「
租
桟
の
催
甲
の
所
へ
、
租
桟
の
要
請
に
よ
っ
て
、
衙
門
か

ら
、
差
役
が
出
動
す
る
。
そ
し
て
形
式
的
に
は
公
権
行
使
者
の
一

環
で
あ
る
差
役
が
、
官
牌
を
掲
げ
て
、
地
主
の
た
め
に
、
滞
っ
た

小
作
料
を
催
促
し
て
歩
く
。「
地
保
」
的
な
存
在
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
、
従
っ
て
本
来
は
徴
税
・
警
察
の
公
的
機
関
で
あ
る
「
経

保
」
が
、
こ
れ
に
同
行
し
、
協
力
す
る
」
と
い
い
、
催
租
に
お
い

て
〈
地
保
〉・〈
経
造
〉
が
協
力
す
る
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
（
25
）
。
ま

た
、
夏
井
は
「「
糧
従
租
出
」、「
送
官
追
比
」
と
官
・
地
主
一
体

の
収
租
体
制
の
下
で
、
官
の
田
賦
徴
収
に
当
た
る
地
保
・
経
造
が
、

私
的
な
租
桟
の
収
租
に
も
携
わ
り
、
租
桟
の
代
理
人
で
あ
る
催
甲

は
、
地
保
・
経
造
を
通
し
て
佃
戸
を
掌
握
し
、
収
租
・
催
租
を
行

っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
（
26
）
。
天
野
は
崑
山
県
の
例
と
し
て
、

「
毎
年
小
作
料
の
納
入
期
限
を
三
限
ま
で
規
定
し
、
そ
れ
で
も
小

作
料
を
納
め
ね
ば
、
租
桟
の
大
賑
が
小
賑
を
派
し
て
督
促
せ
し
め

る
。
尚
ほ
そ
れ
で
も
納
め
ぬ
時
に
は
、
小
賑
は
「
地
保
」
の
処
に

赴
い
て
、
そ
の
援
助
を
乞
ふ
」
と
い
う
（
27
）
。
い
ず
れ
も
〈
催
甲
〉
が

収
租
活
動
を
行
う
際
に
は
、
公
役
と
見
な
さ
れ
た
〈
地
保
〉・〈
経

造
〉
が
何
ら
か
の
形
で
〈
催
甲
〉
に
協
力
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

〈
催
甲
〉
と
佃
戸
と
の
関
係
に
つ
い
て
陶
煦
は
次
の
よ
う
に
い

っ
て
い
る
。

司
租
の
徒
は
も
っ
ぱ
ら
主
人
に
迎
合
し
よ
う
と
す
る
た
め
佃

農
に
は
概
ね
寛
大
で
は
な
い
。
彼
ら
は
佃
農
に
対
し
て
罵
声

を
浴
び
せ
、
百
端
侮
辱
し
、
あ
る
時
に
は
悍
隷
（
糧
差
）
を

伴
っ
て
郷
村
に
赴
き
収
租
す
る
。
も
し
思
う
よ
う
に
租
を
取

立
て
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
佃
農
を
捕
縛
す
る
。
ひ
ど

い
時
に
は
盗
賊
を
私
刑
す
る
や
り
方
で
佃
農
を
処
罰
す
る
こ

と
が
あ
る
（
28
）
。

「
司
租
の
徒
」
を
〈
催
甲
〉
と
見
れ
ば
（
29
）
、
清
末
蘇
州
の
佃
戸
に

と
っ
て
〈
催
甲
〉
と
は
地
主
に
代
わ
っ
て
強
硬
な
収
租
を
実
力
行

使
す
る
者
で
、
お
よ
そ
味
方
と
は
い
え
な
い
存
在
だ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
夏
井
は
「
催
甲
が
抗
租
に
参
加
し
た
事
例
は
管
見
す
る

所
で
は
皆
無
で
あ
る
」
と
し
、「
む
し
ろ
抗
租
す
る
佃
戸
の
打
ち

こ
わ
し
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
」
の
で
あ
り
、「
抗
租
す
る
農
民

近
代
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に
と
っ
て
催
甲
は
仲
間
、
同
じ
農
民
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
な

い
」
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
30
）
。

し
か
し
そ
の
一
方
、
今
堀
は
山
陽
県
の
事
案
に
基
づ
き
、「
役

人
と
ち
が
っ
て
業
者
で
あ
っ
た
が
、
仕
事
の
性
質
上
、
地
主
と
縁

が
深
く
、
覇
占
の
佃
戸
に
対
し
て
は
大
い
に
文
句
を
い
っ
て
退
佃

さ
せ
た
り
し
た
。
と
こ
ろ
が
佃
戸
の
方
で
も
催
甲
の
商
売
気
に
目

を
つ
け
、
地
主
か
ら
受
け
取
る
二
倍
の
脚
米
を
払
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
催
租
の
人
を
「
抗
呑
の
蠹
」
に
か
え
よ
う
と
た
く
ら
む
の
が
、

常
で
あ
っ
た
」
と
、〈
催
甲
〉
の
別
な
面
を
伝
え
て
い
る
（
31
）
。

二

聴
き
取
り
調
査

（
１
）
盛
介
正
氏

○
盛
介
正
氏
の
略
歴

一
九
二
三
年
陰
暦
九
月
十
七
日
生
。
二
〇
〇
八
年
当
時
八
六
歳

（
数
え
年
。
以
下
年
齢
は
す
べ
て
数
え
年
）。
石
舎
村
に
生
ま
れ
農

業
に
従
事
。
一
四
歳
ま
で
私
塾
で
学
び
、
風
水
を
習
得
。
一
六
歳

か
ら
二
一
歳
ま
で
村
の
教
師
を
務
め
私
塾
を
経
営
し
た
。
二
〇
〇

八
年
当
時
は
宣
巻
芸
人
を
生
業
と
し
て
い
た
（
32
）
。

○
盛
家
の
概
要

盛
家
は
代
々
石
舎
村
に
居
住
し
、
木
�
鎮
や
蘇
州
城
内
の
地
主

の
土
地
一
二
〜
一
三
畝
（
八
〇
〜
八
六
ア
ー
ル
）
を
小
作
し
、
蘇

州
の
各
租
桟
に
納
租
し
た
（
33
）
。
祖
父
は
盛
子
泉
と
い
い
、
農
業
を
主

業
に
し
、
漆
匠
を
副
業
に
し
た
（
34
）
。
彼
は
〈
経
造
〉
で
は
な
か
っ
た
。

○
〈
経
造
〉
と
し
て
の
盛
法
正

父
親
の
盛
法
正
は
石
舎
村
九
都
七
図
の
〈
経
造
〉
だ
っ
た
。
盛

法
正
は
〈
地
方
〉
を
兼
担
し
た
。〈
地
方
〉
と
は
〈
地
保
〉
に
近

い
存
在
だ
っ
た
（
35
）
。
盛
法
正
は
、
以
前
〈
地
方
〉
で
な
か
っ
た
が
、

先
に
七
図
の
〈
地
方
〉
で
あ
っ
た
者
が
ア
ヘ
ン
で
堕
落
し
、
租
税

を
流
用
し
た
た
め
、
彼
が
郷
民
に
推
さ
れ
て
〈
地
方
〉
を
兼
担
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。「
解
放
」
で
〈
経
造
〉
は
辞
め
た
が
、
土
地

改
革
で
の
階
級
区
分
は
「
中
農
」
だ
っ
た
。

盛
子
泉（?
�1930?

）―
盛
法
正（1900

�1965

）―
盛
介
正（1923

�2013

）

盛
介
正
氏
は
蘇
州
市
呉
中
区
臨
湖
鎮
石
舎
村
の
〈
経
造
〉
の
息
子
で

あ
り
、
父
親
が
生
前
〈
経
造
〉
だ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
た
。
蘇

州
の
〈
経
造
〉
の
実
態
を
知
る
貴
重
な
証
人
の
一
人
だ
っ
た
。
二
〇

〇
八
年
八
月
二
十
三
日
に
石
舎
村
の
自
宅
近
く
の
陳
俊
才
氏
宅
で
聴

き
取
り
調
査
を
実
施
し
た
。
陳
俊
才
氏
は
盛
氏
よ
り
一
〇
歳
年
下
で
、

盛
氏
と
は
旧
知
の
仲
の
郷
土
史
家
で
あ
り
、
二
〇
〇
八
年
の
聴
き
取

り
調
査
の
際
、
時
に
は
盛
氏
に
質
問
し
、
時
に
は
盛
氏
に
代
わ
っ
て

回
答
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
二
〇
一
三
年
の
盛
氏
の
逝
去
に
伴
い
同
年
十

二
月
の
再
確
認
調
査
で
は
陳
氏
を
対
象
に
実
施
し
た
。
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陸
伯
清
氏
は
呉
中
区
横
�
鎮
後
立
�
の
〈
経
造
〉
の
息
子
で
あ
り
、

父
親
が
生
前
〈
経
造
〉
だ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
蘇
州
の

〈
経
造
〉
の
実
態
を
知
る
も
う
一
人
の
証
人
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方

志
編
纂
の
時
に
は
関
係
資
料
の
提
供
者
に
も
な
っ
て
い
る
（
36
）。

二
〇
〇

九
年
十
二
月
二
十
六
日
と
二
〇
一
〇
年
十
二
月
二
十
五
日
の
二
度
に

わ
た
っ
て
横
�
街
道
上
林
村
村
民
委
員
会
で
聴
き
取
り
調
査
を
実
施

し
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
二
十
六
日
に
再
確
認
調
査
を
行
っ
た
。

（
２
）
陸
伯
清
氏

○
陸
伯
清
氏
の
略
歴

一
九
二
八
年
陰
暦
十
月
十
三
日
生
。
二
〇
一
三
年
十
二
月
現
在

八
六
歳
で
健
在
。
後
里
�
に
生
ま
れ
、
八
歳
で
「
は
だ
し
の
医

者
」
の
下
で
二
年
間
学
ん
だ
後
、
横
�
鎮
の
新
式
学
校
に
入
学
。

二
年
目
に
日
本
軍
が
来
て
閉
校
に
な
っ
て
以
後
（
37
）
は
農
業
に
従
事
し
、

牛
の
飼
い
方
や
草
取
り
、
家
事
な
ど
を
学
ん
だ
。
後
里
�
は
上
林

村
南
場
の
す
ぐ
北
、
長
遠
村
に
属
す
る
。
清
代
雍
正
年
間
は
横
山

郷
四
都
四
図
だ
っ
た
（
38
）
。

○
陸
家
の
概
要

陸
家
の
主
な
収
入
は
農
業
で
あ
り
、
白
酒
の
醸
造
は
副
業
だ
っ

た
（
39
）。
耕
地
は
と
も
に
小
作
地
で
あ
り
、
大
概
は
一
六
〜
一
七
畝
、

最
も
多
い
時
で
二
五
畝
、「
解
放
」
当
初
に
は
一
一
畝
あ
っ
た
（
40
）
。

宅
基
地
は
先
祖
代
々
受
け
継
い
だ
自
分
の
土
地
だ
っ
た
。

○
〈
経
造
〉
と
し
て
の
陸
氏

父
は
陸
乾
初
と
い
い
、
一
九
〇
六
年
に
後
立
�
で
生
ま
れ
た

〈
経
造
〉
だ
っ
た
。
同
じ
く
祖
父
も
〈
経
造
〉
だ
っ
た
。
祖
父
が

亡
く
な
る
と
村
人
た
ち
は
そ
の
ポ
ス
ト
を
別
人
に
委
ね
た
。
理
由

は
祖
父
が
ア
ヘ
ン
に
手
を
出
し
て
没
落
し
信
用
を
失
っ
た
た
め
と

推
測
さ
れ
る
。
跡
を
継
い
だ
別
人
が
一
九
四
五
年
八
月
以
前
に
亡

く
な
っ
た
の
で
、
そ
の
ポ
ス
ト
が
再
び
陸
氏
に
回
っ
て
き
た
。
そ

こ
で
陸
乾
初
は
一
九
四
九
年
四
月
以
前
の
三
年
間
〈
経
造
〉
を
担

当
し
た
。

横
山
郷
四
都
四
図
は
上
下
に
分
か
れ
て
お
り
、
陸
乾
初
は
上
四

図
を
管
轄
し
た
が
、
下
四
図
は
韓
四
金
（
音
）
と
い
う
別
人
が
管

轄
し
た
。
韓
四
金
の
父
韓
偉
余
（
音
）
も
〈
経
造
〉
だ
っ
た
。
か

つ
て
四
図
全
体
を
管
轄
し
て
い
た
〈
経
造
〉
が
老
死
し
た
た
め
、

上
四
図
が
陸
乾
初
の
、
下
四
図
が
韓
偉
余
の
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
に

分
か
れ
、
一
図
に
二
人
の
〈
経
造
〉
が
生
じ
た
。

「
解
放
」
後
、〈
経
造
〉
が
廃
止
さ
れ
、
陸
乾
初
も
〈
経
造
〉
を

辞
め
た
。
彼
は
そ
の
後
、
半
身
不
随
に
な
り
、
仕
事
が
で
き
な
く

な
っ
た
た
め
陸
伯
清
氏
が
世
話
し
た
。
土
地
改
革
で
〈
経
造
〉
だ

っ
た
こ
と
は
全
く
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
陸
家
は
「
中
農
」

に
階
級
区
分
さ
れ
、
六
畝
六
分
の
土
地
の
分
配
を
受
け
た
。

陸
□
□（?
�?
）―
陸
乾
初（1906

�1981

）―
陸
伯
清（1928

―

）
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（
３
）
孔
仁
和
氏

○
孔
仁
和
氏
の
略
歴

一
九
三
二
年
陰
暦
一
月
十
九
日
上
林
村
（
当
時
は
上
沢
村
﹇
東

北
村
な
ど
五
自
然
村
を
統
轄
（
42
）
﹈）
に
生
ま
れ
、
二
〇
〇
九
年
当
時

七
八
歳
。『
上
林
村
志
』
二
三
六
〜
七
五
五
頁
に
は
二
〇
一
一
年

末
現
在
の
四
三
四
〇
名
に
上
る
《
村
民
家
庭
記
載
》
が
掲
載
さ
れ

て
お
り
、
そ
こ
に
は
孔
遠
方
一
家
（
戸
主
�
孔
遠
方
、
一
九
五
七

年
生
）
と
孔
永
方
一
家
（
戸
主
�
孔
永
方
、
一
九
五
九
年
生
）
の

物
故
家
族
と
し
て
父
孔
仁
和
、
母
李
根
仙
、
祖
父
孔
三
元
、
祖
母

王
火
金
の
名
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
推
し
て
孔
仁
和
氏
は
二

〇
〇
九
年
十
二
月
の
聴
き
取
り
調
査
後
二
年
以
内
に
亡
く
な
っ
た

模
様
で
あ
る
。

孔
氏
は
学
齢
期
に
達
す
る
と
、
上
林
郷
の
郷
長
周
仲
祥
（
43
）
ら
が
雇

っ
た
教
師
の
下
、
郷
長
の
家
や
上
沢
廟
（
44
）
、
そ
の
他
の
場
所
に
設
け

ら
れ
た
私
塾
で
『
大
学
』『
中
庸
』『
論
語
』
な
ど
を
学
ん
だ
。
一

五
歳
で
卒
業
す
る
と
農
業
を
学
び
、
二
六
歳
で
結
婚
。
一
九
五
四

年
に
上
沢
村
で
新
聯
初
級
農
業
生
産
合
作
社
が
組
織
さ
れ
る
と
、

浦
荘
鎮
に
あ
る
糧
管
所
の
専
管
員
に
任
じ
、
そ
の
後
二
、三
十
年

に
わ
た
っ
て
食
糧
管
理
の
仕
事
を
や
っ
た
。
一
九
八
二
年
に
退
職

し
た
後
は
農
業
は
や
ら
ず
隠
居
生
活
を
送
っ
た
。

○
孔
家
の
概
要

父
親
は
孔
憲
文
（
幼
名
は
孔
三
元
）
と
い
い
、
生
涯
農
業
に
従

事
し
、
横
�
鎮
の
席
耕
徳
の
土
地
六
畝
九
分
を
小
作
し
た
（
45
）
。
孔
氏

に
よ
れ
ば
「
数
ケ
月
、「
偽
保
長
」
を
や
っ
た
」
と
い
う
。
こ
れ

は
村
志
に
「
当
時
、
郷
長
は
大
変
で
あ
り
、
保
長
も
ま
た
大
変
だ

っ
た
。
郷
公
所
が
保
内
に
攤
派
し
て
負
担
す
る
銭
糧
は
保
長
か
ら

所
属
各
戸
に
割
り
当
て
ら
れ
た
が
、
各
種
の
攤
税
負
担
は
多
く
の

村
民
が
受
け
入
れ
が
た
か
っ
た
た
め
、
銭
糧
の
確
保
が
し
ば
し
ば

困
難
に
な
っ
た
。
民
国
二
十
九
年
（
一
九
四
〇
）、
上
林
郷
第
六

保
は
孔
憲
文
（
三
元
）
が
保
長
を
担
当
し
て
い
た
が
、
の
ち
村
民

の
異
議
に
よ
り
席
品
如
に
交
替
し
、
席
が
二
、三
年
や
っ
た
後
、

民
国
三
十
三
年
（
一
九
四
四
）
に
は
保
長
に
な
り
手
が
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
」
と
あ
り
（
46
）
、
こ
れ
に
符
合
す
る
。
土
地
改
革
の
際
は
、

一
家
は
「
中
立
戸
」
と
さ
れ
、
六
畝
九
分
の
土
地
は
現
状
維
持
が

許
さ
れ
た
（
47
）
。

孔
仁
和
氏
は
呉
中
区
横
�
鎮
上
林
村
の
〈
催
甲
〉
の
甥
で
あ
り
、
叔

父
が
生
前
〈
催
甲
〉
だ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
た
。
蘇
州
の
〈
催

甲
〉
の
実
態
を
知
る
貴
重
な
証
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
村
志
編
纂
の

時
に
は
関
係
資
料
の
提
供
者
に
も
な
っ
て
い
る
（
41
）。

二
〇
〇
九
年
十
二

月
二
十
六
日
に
横
�
街
道
上
林
村
村
民
委
員
会
で
聴
き
取
り
調
査
を

実
施
し
た
が
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
に
は
す
で
に
逝
去
し
て
い
る
こ

と
が
判
明
し
た
。

史
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○
〈
催
甲
〉
と
し
て
の
孔
均
培

孔
氏
の
叔
父
孔
均
培
は
一
九
四
五
年
に
横
�
鎮
の
〈
催
甲
〉
で

あ
っ
た
薛
寿
鵬
の
推
薦
で
〈
催
甲
〉
に
就
任
、
横
�
鎮
の
席
耕
徳

や
木
�
鎮
の
厳
和
美
と
い
う
租
桟
で
地
主
の
た
め
に
毎
年
四
都
四

図
に
お
い
て
佃
戸
に
納
租
通
知
票
を
発
給
し
て
小
作
料
を
徴
収
し

た
。
孔
均
培
自
身
は
一
五
畝
ほ
ど
を
小
作
地
と
し
て
所
有
し
、
農

業
に
従
事
し
た
。
土
地
改
革
で
は
多
少
の
批
判
を
受
け
た
が
、
厳

し
い
も
の
で
な
く
、「
中
農
」
に
階
級
区
分
さ
れ
た
。

孔
憲
文（1897

�1957

）―
孔
仁
和（1932

�2011?

）

□孔
均
培（1910

�1979?

）

三

聴
き
取
り
調
査
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

（
１
）
〈
地
保
〉
と
〈
経
造
〉

こ
こ
で
は
盛
介
正
・
陸
伯
清
の
両
氏
か
ら
得
た
郷
村
管
理
者
の

具
体
像
を
こ
れ
ま
で
文
献
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
諸
点

と
比
較
検
討
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
こ
れ
よ
り
先
二
〇
〇
六
年
八
月
以
来
、
蘇

州
に
隣
接
す
る
旧
松
江
府
青
浦
県
�
山
郷
広
富
林
鎮
（
現
上
海
市

松
江
区
富
林
村
）
の
郷
村
管
理
者
〈
図
正
〉
で
あ
っ
た
湯
伯
泉
氏

に
三
度
に
わ
た
り
聴
き
取
り
調
査
を
実
施
し
、
松
江
の
郷
村
管
理

者
に
つ
い
て
の
若
干
の
知
見
を
得
た
（
48
）
。
そ
し
て
そ
の
成
果
は
、

「
江
南
基
層
社
会
か
ら
み
た
土
地
改
革
前
史
・
序
説
―
旧
松
江
府

の
図
正
と
帰
戸
併
冊
（
49
）
」
と
し
て
す
で
に
公
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
松
江
の
〈
図
正
〉
と
の
比
較
も
併
せ
て
必
要
な
作
業
と
な
る
。

○
名
称
と
職
務

郷
村
管
理
者
の
名
称
に
つ
い
て
は
陶
煦
が
、

胥
吏
の
名
称
は
そ
れ
ぞ
れ
の
県
で
同
じ
で
は
な
い
が
、
要
す

る
に
そ
れ
は
所
謂
〈
経
造
〉
で
あ
る
。
元
和
で
は
〈
�
分
〉

と
い
い
、
呉
江
で
は
〈
櫃
書
〉
と
い
い
、
青
浦
で
は
〈
保

正
〉
と
い
う
。
こ
の
三
者
は
い
ず
れ
も
〈
経
造
〉
を
永
遠
に

廃
止
す
る
と
い
う
禁
令
を
逃
れ
、
別
途
に
こ
れ
ら
の
名
称
を

作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
（
50
）
。

と
証
言
す
る
よ
う
に
、
清
末
以
来
地
域
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

名
称
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
陶
煦
が
い
う
禁
令
を
逃
れ
る
こ
と
が

そ
の
理
由
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

横
�
で
は
〈
地
方
〉
と
い
う
名
称
の
郷
村
管
理
者
が
い
た
。
盛

氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
域
の
〈
地
方
〉
は
図
ご
と
に
一
人
置
か
れ
、

治
安
や
公
務
を
担
当
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
陸
氏
に
よ
れ
ば
、

「
村
で
不
公
正
な
問
題
が
生
じ
る
と
処
断
が
求
め
ら
れ
た
」
と
い

い
、
こ
の
ほ
か
調
停
、
殺
人
事
件
の
検
屍
、
警
察
捜
査
の
協
力
な

ど
を
含
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
一
般
に
い
う
〈
地
保
〉
に
相
当
す
る
。

近
代
蘇
州
基
層
社
会
復
元
の
試
み

九
（
三
二
五
）



他
方
、〈
経
造
〉
は
図
ご
と
に
一
人
置
か
れ
、
担
当
図
内
の
土
地

所
有
者
に
納
税
通
知
票
の
発
給
を
専
門
に
す
る
だ
け
で
、
そ
の
後

の
納
税
督
促
や
追
徴
に
は
関
与
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
天
野
元
之

助
が
挙
げ
る
未
納
戸
の
た
め
の
立
替
納
税
に
つ
い
て
は
言
及
し
て

い
な
い
。

盛
法
正
の
場
合
、
本
来
は
〈
経
造
〉
で
あ
っ
て
〈
地
方
〉
で
は

な
か
っ
た
が
、
以
後
〈
地
方
〉
を
兼
任
し
た
。
ま
た
〈
甲
長
〉
も

事
実
上
兼
ね
て
い
た
。
陳
氏
は
〈
経
造
〉
が
〈
地
方
〉
を
兼
ね
る

こ
と
を
当
地
の
俗
称
で
「
経
造
連
地
方
」
と
称
し
た
と
い
う
。
二

〇
一
三
年
十
二
月
に
陳
氏
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
威
望
あ
る
人
は

〈
地
方
〉
に
な
れ
た
が
、
徴
税
制
度
を
熟
悉
し
て
い
な
け
れ
ば
、

〈
経
造
〉
に
は
な
れ
な
か
っ
た
の
で
、「
経
造
連
地
方
」
は
実
際
の

と
こ
ろ
多
く
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
陸
氏
は
、「
私
は
解
放
前
こ
の
〈
経
造
〉
と
い
う

名
称
を
知
ら
ず
、
た
だ
〈
地
方
〉
の
み
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
し

た
。
解
放
後
に
〈
経
造
〉
と
い
う
名
称
が
あ
る
こ
と
を
初
め
て
聞

き
、
父
が
〈
経
造
〉
で
あ
っ
た
事
実
を
知
り
ま
し
た
」
と
い
い
、

〈
地
方
〉
と
は
農
民
た
ち
が
土
地
を
扱
う
〈
経
造
〉
の
こ
と
を
そ

の
よ
う
に
呼
ん
だ
の
で
あ
り
、
正
式
に
は
〈
経
造
〉
と
い
い
、
本

来
同
じ
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
同
じ
横
�
内
で
も
郷
村
管
理
者

に
つ
い
て
の
認
識
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

後
立
�
で
は
四
図
が
上
下
に
分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
〈
経
造
〉
が

置
か
れ
た
が
、
一
人
で
二
つ
の
図
を
担
当
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
点
で
は
松
江
の
〈
図
正
〉
湯
氏
が
一
人
で
二
つ
の
図
を
担
当

し
た
の
と
は
異
な
る
。
も
っ
と
も
松
江
で
も
通
常
は
半
図
な
い
し

一
図
を
担
当
す
る
の
が
一
般
的
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
二
つ
の
図

を
担
当
す
る
こ
と
は
例
外
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

後
立
�
の
〈
経
造
〉
は
地
域
紛
争
の
調
停
に
も
関
わ
り
、
警
察

捜
査
の
協
力
な
ど
、〈
地
保
〉
的
な
役
割
（〈
図
董
〉〈
図
分
〉）
を

兼
ね
た
。
陸
氏
に
よ
れ
ば
、
裁
判
の
証
人
と
し
て
の
出
廷
の
義
務

は
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
不
動
産
契
約
の
立
会
人
に
な
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
〈
経
造
〉
の
専
業
と
は
限
ら
な
か
っ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
松
江
の
湯
氏
が
、「
田
土
所
有
額

の
多
い
者
は
自
身
で
納
税
し
た
が
、
少
な
い
者
は
〈
図
正
〉
に
ゆ

だ
ね
る
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
い
い
、「
土
地
売
買
契
約
に
立
会
い
、

そ
の
際
に
は
〈
図
正
〉
の
捺
印
が
必
要
だ
っ
た
」
と
い
う
の
と
若

干
異
な
る
。〈
経
造
〉
は
毎
年
冬
至
の
頃
に
な
る
と
県
城
に
赴
い

て
納
税
通
知
票
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
担
当
図
の
土
地
所
有
者
に

そ
れ
ぞ
れ
発
給
し
、
納
税
を
促
す
こ
と
が
主
な
任
務
だ
っ
た
。
耕

地
を
所
有
し
な
い
佃
戸
も
そ
の
宅
基
地
や
墓
地
に
は
課
税
さ
れ
た

た
め
、
配
布
対
象
に
な
っ
た
。

陸
氏
に
よ
れ
ば
、〈
経
造
〉
は
徴
税
台
帳
（
底
簿
冊
あ
る
い
は

史
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銭
糧
征
冊
）
を
一
切
保
有
せ
ず
、
土
地
情
報
は
県
政
府
が
す
べ
て

把
握
し
て
い
た
と
い
い
、
納
税
通
知
票
発
給
前
に
鎮
や
県
で
会
合

を
持
っ
た
こ
と
は
な
い
と
証
言
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、〈
経

造
〉
は
天
野
元
之
助
の
い
う
「
銭
の
な
る
樹
」
を
有
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
に
な
り
、
ま
た
松
江
の
湯
氏
が
、「〈
図
正
〉
は
み
な
底

簿
冊
を
有
し
、
そ
の
情
報
に
基
づ
い
て
納
租
通
知
票
を
作
成
し
た
。

彼
ら
は
春
秋
二
回
県
城
の
寄
り
合
い
に
参
加
し
業
主
に
そ
の
姓
名

と
田
土
額
を
記
し
た
納
租
通
知
票
を
発
給
し
た
（
51
）
」
と
い
う
の
と
は

大
き
く
異
な
る
。

〈
経
造
〉
の
ポ
ス
ト
の
継
承
に
関
し
て
は
、
楊
鴻
法
・
楊
正
生

や
韓
偉
余
・
韓
四
金
の
よ
う
に
父
子
で
世
襲
す
る
例
も
あ
る
が
、

盛
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
村
人
が
信
用
し
て
選
ぶ
も
の
で
世
襲
は

一
般
で
は
な
く
、
陸
氏
の
場
合
、
祖
父
、
父
が
共
に
〈
経
造
〉
だ

っ
た
が
、
直
接
委
譲
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
証
言
す
る
。

こ
の
点
で
は
天
野
が
「
そ
の
ポ
ス
ト
は
「
師
徒
授
受
」・「
親
族
相

襲
」
の
悪
習
を
免
れ
ず
、
無
形
の
う
ち
に
特
殊
階
級
を
形
成
し

た
」
の
い
う
の
と
や
や
異
な
る
。
ま
た
、
松
江
の
〈
図
正
〉
は
世

襲
さ
れ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
が
あ
り
、
世
襲
で
あ
れ
ば

図
内
の
二
人
の
有
力
者
の
保
証
だ
け
で
県
政
府
は
そ
れ
を
承
認
し

た
と
さ
れ
、
世
襲
が
比
較
的
容
易
だ
っ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

○
基
層
社
会
に
お
け
る
存
在

陶
煦
は
元
和
県
の
〈
経
造
〉
で
あ
る
〈
�
分
〉
に
つ
い
て
、

徴
税
を
行
う
前
に
〈
�
分
〉
は
下
郷
し
て
易
知
単
（
納
税
通

知
票
）
を
発
給
し
、
そ
の
際
そ
の
所
有
地
一
畝
に
つ
き
三
〇

〇
銭
、
少
な
い
場
合
で
も
二
〇
〇
銭
を
求
め
る
。
所
有
地
が

一
畝
未
満
の
場
合
で
も
一
畝
と
し
て
三
〇
〇
銭
を
取
り
立
て

る
。
郷
民
は
〈
�
分
〉
に
金
を
与
え
な
け
れ
ば
、
易
知
単
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
易
知
単
が
な
い
と
、
納
税
に

い
っ
て
も
受
け
付
け
て
も
ら
え
な
い
。
ひ
ど
い
時
に
は
〈
�

分
〉
が
郷
民
か
ら
勝
手
に
税
を
受
け
取
り
、
そ
の
金
を
私
的

に
流
用
し
て
し
ま
う
。
郷
民
が
納
税
期
限
に
遅
れ
る
と
、
延

滞
料
と
し
て
五
〇
〇
銭
を
追
徴
す
る
。
ま
た
、
春
秋
の
収
穫

期
に
は
米
麦
若
干
を
無
心
す
る
。
納
税
者
で
牛
を
飼
っ
て
い

る
よ
う
な
裕
福
な
者
に
対
し
て
は
必
ず
余
計
に
求
め
る
。
さ

ら
に
何
束
か
の
柴
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な

「
出
郷
」
と
い
い
、
ま
た
「
小
租
」
と
い
う
。
こ
の
ほ
か
所

謂
「
宅
基
地
」
に
課
せ
ら
れ
る
税
銀
も
着
服
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
（
52
）
。

と
い
い
、
こ
こ
か
ら
〈
経
造
〉（〈
�
分
〉）
の
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ

ー
ジ
が
定
着
し
て
い
る
。
し
か
し
、〈
経
造
〉
の
収
入
に
つ
い
て
、

盛
氏
は
納
税
通
知
票
を
発
給
す
る
際
の
手
続
費
、
も
め
ご
と
の
仲

裁
料
、
不
動
産
売
買
契
約
の
立
会
費
、
催
租
の
際
の
手
数
料
を
挙
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代
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げ
、
陸
氏
は
納
税
通
知
票
を
配
る
際
の
役
費
銭
ま
た
は
出
香
、
不

動
産
名
義
書
換
の
際
の
過
戸
費
を
挙
げ
る
が
、
ど
れ
も
小
額
で
、

そ
れ
だ
け
で
は
生
活
で
き
る
も
の
で
な
く
、
主
た
る
収
入
源
は
農

業
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
点
で
は
「〈
図
正
〉
の
主
収
入
は
あ

く
ま
で
も
農
業
で
、〈
図
正
〉
の
職
務
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
収
入

は
副
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
53
）
」
と
い
う
湯
氏
の
証
言
と
一

致
す
る
。

陸
氏
は
、
一
般
的
に
村
人
は
〈
経
造
〉
に
対
し
て
反
感
を
抱
い

て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
〈
経
造
〉
が
納
税
額
の
少
な
い
貧
窮
者
か
ら

は
一
切
役
費
銭
を
取
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
明
言
し
て
い
る
。
こ

れ
は
陶
煦
が
い
う
〈
�
分
〉
が
誰
か
れ
な
し
に
む
や
み
と
手
数
料

を
求
め
る
そ
の
悪
認
識
と
は
大
き
く
異
な
る
。

農
業
経
営
に
関
し
て
は
、
盛
家
が
木
�
や
蘇
州
城
内
の
複
数
の

地
主
か
ら
借
り
た
小
作
地
一
二
〜
一
三
畝
を
耕
作
、
陸
家
が
木
�

な
ど
の
複
数
の
地
主
か
ら
借
り
た
小
作
地
六
畝
六
分
を
耕
作
し
た

と
あ
り
、
と
も
に
小
作
に
依
存
し
て
い
た
が
、
陸
氏
が
「
地
元
に

信
望
が
あ
る
人
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
御
上
は
そ
の
人
を
〈
経
造
〉

に
選
び
ま
し
た
。
だ
か
ら
〈
経
造
〉
は
身
分
あ
る
人
で
、
貧
乏
な

者
に
担
当
さ
せ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
い
、
他
の
郷
民
に

比
べ
て
相
対
的
に
裕
福
だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

「
御
上
の
飯
を
食
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
陸
氏
の
曾
祖
父
が
祖

父
を
諌
め
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。
後
里
�
の
〈
地
方
〉
は
地
域
紛

争
を
解
決
で
き
な
け
れ
ば
恨
み
を
買
う
こ
と
に
な
り
、
任
務
が
煩

雑
な
割
に
は
採
算
が
合
う
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
「
慈
善
事

業
」
だ
っ
た
と
い
う
。

○
〈
催
甲
〉
と
の
関
係

陸
氏
は
、〈
経
造
〉
は
催
租
に
は
一
切
関
わ
ら
ず
、
催
租
は
別

な
者
が
担
当
し
た
と
い
う
が
、
盛
氏
は
「〈
地
方
〉
あ
る
い
は

〈
経
造
〉
は
図
内
の
各
戸
の
状
況
を
熟
知
し
て
い
ま
し
た
」
と
い

い
、
そ
れ
ゆ
え
〈
催
甲
〉
が
収
租
す
る
際
に
は
彼
ら
に
催
租
を
委

託
し
た
と
い
う
。

公
役
と
見
ら
れ
た
〈
地
保
〉
や
〈
経
造
〉
が
何
ら
か
の
形
で

〈
催
甲
〉
に
協
力
し
、
催
租
活
動
に
関
与
し
た
こ
と
は
多
く
の
文

献
が
伝
え
て
い
る
。
ま
た
松
江
の
湯
氏
も
「
小
作
料
を
納
め
な
い

者
が
い
る
と
図
正
は
督
促
に
行
か
さ
れ
た
。
極
端
な
場
合
は
何
人

か
の
老
人
を
伴
っ
て
そ
の
家
に
赴
き
、
飯
を
食
い
な
が
ら
説
得
し

た
（
54
）」
と
い
い
、
あ
る
程
度
普
及
し
て
い
た
よ
う
だ
。

た
だ
し
、
蘇
州
の
場
合
、
彼
ら
は
催
租
に
駆
り
出
さ
れ
た
だ
け

で
、
あ
く
ま
で
も
〈
催
甲
〉
の
補
助
的
役
割
を
務
め
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

○
土
地
改
革
後
の
あ
り
方

盛
法
正
は
「
解
放
」
後
〈
経
造
〉
で
な
く
な
っ
た
が
、
土
地
改

史
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革
の
時
の
階
級
区
分
で
は
「
中
農
」
に
認
定
さ
れ
た
と
い
う
。

「
解
放
」
当
時
、
盛
法
正
は
一
二
〜
一
三
畝
の
小
作
地
を
耕
作
し

て
い
た
。「
盛
法
正
は
階
級
区
分
が
よ
く
な
か
っ
た
の
で
幹
部
に

は
な
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、〈
経
造
〉
で
あ
っ
た
た
め
と

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
貧
農
」
に
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ

ろ
う
か
。
陸
乾
初
も
「
解
放
」
後
〈
経
造
〉
で
な
く
な
っ
た
が
、

「
解
放
」
当
初
一
一
畝
程
度
の
小
作
地
を
耕
作
し
て
お
り
、
土
地

改
革
で
は
「
中
農
」
と
認
定
さ
れ
た
。
と
も
に
土
地
改
革
の
時
に

は
批
判
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
土
地
の
分
配
を
受
け
、「
搾
取
階

級
」
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
の
一
端
に
は
、

陸
氏
が
い
う
よ
う
に
村
人
た
ち
が
〈
経
造
〉
に
反
感
を
抱
い
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

陸
氏
に
よ
れ
ば
、
土
地
改
革
の
際
、
陸
乾
初
は
帰
戸
併
冊
に
参

加
し
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
松
江
の
〈
図
正
〉
が
帰
戸
併
冊
に
お

い
て
情
報
を
積
極
的
に
政
府
に
提
供
し
、
土
地
改
革
の
際
に
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
よ
う
な
状
況
（
55
）
は
こ
こ
か
ら
は
窺
わ
れ
な
い
。

（
２
）
〈
催
甲
〉

横
�
は
横
金
と
も
い
い
、
十
七
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
以
下
の

よ
う
な
大
規
模
な
抗
租
暴
動
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
つ
と
に
知
ら
れ

て
い
る
。

〔
崇
禎
十
一
年
〕
十
月
、
横
金
の
奸
悪
唐
左
耕
ら
は
、
蝗
の

害
を
受
け
た
こ
と
を
口
実
に
デ
マ
を
飛
ば
し
て
多
く
の
人
々

に
働
き
か
け
、
太
湖
沿
岸
三
十
余
ケ
村
を
糾
合
し
た
。
生
贄

を
殺
し
て
神
に
誓
い
、
村
ご
と
に
一
人
の
指
導
者
を
選
び
、

参
加
者
の
名
簿
に
登
録
し
て
佃
農
は
租
を
地
主
に
納
め
て
は

な
ら
な
い
と
取
り
決
め
た
。
地
主
で
収
租
に
来
た
者
が
い
れ

ば
、
必
ず
そ
の
船
を
沈
め
て
殺
し
た
。
愚
か
な
農
民
た
ち
は

扇
動
さ
れ
、
武
器
を
手
に
銅
鑼
や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
、
お

び
た
だ
し
い
数
が
集
ま
っ
て
地
主
の
家
を
焼
き
、
財
産
を
奪

っ
た
（
56
）
。

こ
の
よ
う
な
地
域
に
あ
っ
て
は
、
地
主
の
た
め
に
小
作
料
を
徴

収
す
る
役
割
を
果
た
し
た
〈
催
甲
〉
も
ま
た
前
述
の
陶
煦
が
伝
え

る
よ
う
に
佃
戸
か
ら
金
銭
を
強
要
す
る
「
疫
病
神
」
と
し
て
、
基

層
社
会
に
お
い
て
は
怨
嗟
の
対
象
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を

受
け
る
。

〈
催
甲
〉
の
職
務
に
つ
い
て
は
、
孔
氏
は
「
地
主
の
た
め
に
納

租
通
知
票
を
配
布
し
、
小
作
料
納
入
を
督
促
す
る
仕
事
」
で
あ
る

と
い
い
、
こ
れ
ま
で
の
知
見
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。〈
催
甲
〉
の
管

轄
す
る
図
は
必
ず
し
も
自
分
が
居
住
す
る
図
と
は
限
ら
ず
、
ま
た

一
人
で
複
数
の
図
を
管
轄
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
佃
戸
は

ほ
と
ん
ど
み
な
小
作
料
を
自
分
で
納
入
し
、〈
催
甲
〉
の
手
助
け

近
代
蘇
州
基
層
社
会
復
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を
受
け
な
か
っ
た
。
期
限
ま
で
に
小
作
料
を
納
め
な
い
場
合
は
逮

捕
さ
れ
て
強
制
的
に
納
め
さ
せ
ら
れ
た
が
、
そ
う
い
っ
た
佃
戸
は

実
際
多
く
な
か
っ
た
と
い
う
。

孔
氏
に
よ
れ
ば
、「〈
催
甲
〉
の
給
料
は
年
末
に
ま
と
め
て
支
給

さ
れ
、
徴
収
し
た
小
作
料
か
ら
控
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

が
、
徴
収
額
が
多
け
れ
ば
そ
の
分
が
割
り
増
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

固
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
額
は
少
な
く
、
そ
れ
だ
け

で
生
活
で
き
な
い
た
め
家
計
は
農
業
に
頼
っ
た
」
と
い
い
、
正
規

の
収
入
が
少
な
か
っ
た
こ
と
は
文
献
の
伝
え
る
と
こ
ろ
と
一
致
し

て
い
る
。
天
野
元
之
助
の
い
う
「
任
意
勒
索
に
よ
る
不
正
規
収

入
」
の
存
在
に
つ
い
て
孔
氏
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
存
在

を
あ
え
て
否
定
す
る
有
力
な
根
拠
は
な
い
。

孔
均
培
が
耕
作
す
る
土
地
一
五
畝
は
す
べ
て
席
耕
徳
の
所
有
地

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
自
身
が
席
耕
徳
の
佃
戸
だ
っ
た
わ
け
で
、

必
ず
し
も
裕
福
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
陸
氏
は
、

横
�
の
〈
催
甲
〉
に
は
大
小
あ
り
、
複
数
の
地
主
に
仕
え
る
者
、

な
か
に
は
何
人
か
地
主
も
い
て
、
鎮
の
黄
金
街
に
住
む
薛
寿
鵬
を

大
催
甲
の
、
上
四
図
の
孔
均
培
を
小
催
甲
の
例
に
挙
げ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
推
し
て
孔
均
培
は
村
松
祐
次
の
い
う
〈
催
甲
〉
の
二
系

統
の
う
ち
の
前
者
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

孔
氏
は
、
土
地
改
革
の
時
〈
催
甲
〉
は
「
批
判
を
少
し
受
け
ま

し
た
が
、
厳
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
民
衆
は
〈
催
甲
〉
だ

っ
た
者
た
ち
を
捕
ま
え
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。〔〈
催
甲
〉

は
〕
敵
と
は
思
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
証
言
し
て
い

る
。
身
内
の
証
言
と
は
い
え
、
実
際
、
孔
均
培
は
土
地
改
革
の
時
、

大
き
な
批
判
を
受
け
る
こ
と
な
く
「
中
農
」
に
階
級
区
分
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
前
述
の
『
上
林
村
志
』《
横
�
鎮
新
安
、
合
理
村
土

地
房
産
所
有
証
明
細
表
》
に
は
「
孔
均
培
」
の
名
が
あ
り
、
彼
に

与
え
ら
れ
た
耕
地
は
一
六
・
〇
九
一
畝
と
さ
れ
、
以
前
の
耕
作
地

一
五
畝
が
ほ
ぼ
保
障
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
（
57
）
。

な
お
、
孔
氏
は
〈
催
甲
〉
と
〈
地
保
〉
や
〈
経
造
〉
な
ど
の
役

人
と
は
性
格
が
異
な
る
と
し
て
、
彼
ら
と
の
関
係
の
存
在
を
否
定

し
て
い
る
。
事
実
無
関
係
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
孔
均
培

自
身
が
〈
地
保
〉・〈
経
造
〉
を
使
っ
て
催
租
し
な
か
っ
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
判
断
し
て
、
横
�
の
〈
催
甲
〉
に
は
大
き
な
権
力
を

持
ち
、
公
役
を
駆
使
し
て
大
規
模
な
催
租
活
動
を
実
施
し
、
陶
煦

が
い
う
よ
う
に
「
任
意
勒
索
」
を
行
い
、
し
た
が
っ
て
佃
戸
と
敵

対
し
、
抗
租
の
際
に
は
打
ち
こ
わ
し
の
対
象
と
な
っ
た
従
来
の
イ

メ
ー
ジ
に
沿
っ
た
者
が
い
た
反
面
、
単
に
納
租
通
知
票
を
佃
戸
に

配
布
し
て
納
租
を
促
す
だ
け
の
役
割
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
者

の
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
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お
わ
り
に

今
一
度
、
聴
き
取
り
調
査
か
ら
得
た
蘇
州
の
郷
村
管
理
者
の
諸

情
報
を
松
江
の
〈
図
正
〉
の
そ
れ
と
の
比
較
の
下
に
一
覧
表
に
す

る
と
一
六
頁
の
よ
う
に
な
る
。

以
上
は
限
ら
れ
た
聴
き
取
り
調
査
を
基
に
導
き
出
し
た
暫
定
的

か
つ
推
測
的
な
分
析
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
情
報
を
拠
り
ど

こ
ろ
に
し
て
そ
の
一
般
的
な
傾
向
を
読
み
解
く
こ
と
が
無
謀
で
あ

る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
大
前
提
と
し
て
敢

え
て
大
胆
な
見
通
し
を
表
明
す
る
と
す
れ
ば
、
総
じ
て
蘇
州
の
郷

村
管
理
者
は
地
域
に
お
け
る
影
響
力
が
相
対
的
に
弱
く
、
反
対
に

松
江
の
郷
村
管
理
者
は
伝
統
的
な
基
層
社
会
の
管
理
業
務
を
維

持
・
継
承
し
、
地
域
住
民
に
対
し
て
も
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
原
因
は
蘇
州
と
松
江
の
社
会
経
済
の
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方

に
規
定
さ
れ
た
地
域
差
に
求
め
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な

わ
ち
地
主
の
城
居
化
が
極
度
に
進
展
し
、
租
桟
が
普
及
し
た
蘇
州

で
は
そ
の
職
員
や
〈
催
甲
〉
が
基
層
社
会
に
果
た
す
役
割
の
比
重

は
大
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
蘇
州
に
比
べ
て
相

対
的
に
城
居
化
が
遅
れ
、
租
桟
の
成
立
を
見
な
か
っ
た
松
江
府
で

は
、
そ
の
分
だ
け
伝
統
的
な
郷
村
管
理
者
の
基
層
社
会
に
果
た
す

役
割
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
蘇
州
と
松
江
は
「
蘇
松
地
方
」
と
し
て

一
体
化
し
た
経
済
的
最
先
進
地
域
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多

く
、
そ
の
内
部
の
地
域
性
に
つ
い
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
。
だ
が
、
果
た
し
て
「
蘇
松
地
方
」
は
一
体
の
地
域

と
見
て
よ
い
の
か
。
旧
蘇
州
府
と
旧
松
江
府
を
合
わ
せ
る
と
東
西

で
二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、「
蘇

松
地
方
」
内
部
の
地
域
性
が
考
慮
さ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

と
り
わ
け
公
権
力
が
及
び
に
く
い
基
層
社
会
で
は
そ
の
地
域
性
は

顕
著
だ
っ
た
と
判
断
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
今
回
の
聴
き
取

り
調
査
で
得
た
諸
情
報
は
こ
の
よ
う
な
ミ
ク
ロ
な
基
層
社
会
の

「
個
性
」
を
考
え
る
上
で
一
助
と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

﹇
謝
辞
﹈
本
稿
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
多
く
の
方
々
に
御
助
力
を
賜
わ
っ

た
。
研
究
代
表
で
あ
る
太
田
出
・
佐
藤
仁
史
の
両
氏
は
い
う
に
及
ば
ず
、

採
訪
者
の
発
見
と
聴
き
取
り
の
実
施
に
お
い
て
は
夏
冰
氏
の
、
さ
ら
に

録
音
起
こ
し
に
お
い
て
は
佐
藤
夫
人
の
施
莉
華
氏
の
多
大
な
協
力
を
得

た
。
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
感
謝
し
た
い
。
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【郷村管理者一覧表】

湯伯泉

ａ湯錫昆 ｂ湯炳元
ｃ湯伯泉

ａ祖父 ｂ父 ｃ本人

松江青浦�山郷広富
林鎮

ａ３０年余 ｂ１９４３年
の半年 ｃ１９４３年か
ら「解放」まで

図正

納税通知書の発給、
納税の督促、土地所
有名義の書き換え

県の会議に参加して
納税額を決定。底簿
冊あり

紛争の調停に不関与

有（少額納税者のみ）

催租に従事する場合
あり

無

一名二図。通常は半
図ないし一図

農業

土地売買の手数料、
納税通知書発給時手
数料

非世襲。祖父は別人
から継承。有力者の
保証が必要

貧農

孔仁和

孔均培

叔父

蘇州横�上林村

１９４５�１９４９

催甲

納租通知票の発給、
佃戸に小作料納入
を督促

租桟の決定額に従
って佃戸に租額を
通知

無

無

主たる職務

無

場合により二～三
図を管轄可能

農業

地主からの給料

非世襲。交替には
地主の承認が必要

中農

陸伯清

ａ未詳 ｂ陸乾初

ａ祖父 ｂ父

蘇州横�長遠村後
�里

ａ？ ｂ「解放」前
二年間

地方／経造

納税通知票の発給、
土地所有名義の書
き換え

政府の決定額に従
って通知。底簿冊
なし

紛争の調停、検屍

無

無

無

原則一名一図。半
図担当有

農業／酒の醸造

土地売買の手数料、
納税通知書発給時
手数料

非世襲。別人から
の委譲

中農

盛介正

盛法正

父

蘇州横�臨湖鎮石
舎村

？

経造（兼地方）

納税通知票の発給、
納税の督促、土地
所有名義の書き換
え

政府の決定額に従
って通知。底簿冊
なし

紛争の調停、不動
産売買の証文の発
行

無

〈催甲〉の下で協力

無

一名一図

農業／漆匠

土地売買の手数料

非世襲。郷民の証
人と保証人の保証
が必要

中農

対象者

郷村管理者名

続柄

担当地域

担当期間

担当役名

主業務

地方政府との
関わり

他の業務

立替納税

収租との関わ
り

追捕・警察業
務の有無

管轄範囲

主業／副業

郷村管理者の
収入

任免手続

土地改革時の
階級区分

史

学

第
八
三
巻

第
四
号

一
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註（
１
）
山
本
英
史
「
近
代
蘇
州
に
お
け
る
基
層
社
会
の
管
理
と
郷
村

役
」（
同
編
『
近
代
中
国
の
地
域
像
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年

所
収
）。

（
２
）
山
本
前
掲
「
近
代
蘇
州
に
お
け
る
基
層
社
会
の
管
理
と
郷
村

役
」
二
四
二
頁
。

（
３
）

H
siao

K
ung-chuan

（
蕭
公
権
）,R

ural
C
hina

:
Im

perial
C
ontrol

in
the

N
ineteenth

C
entury,

U
niversity

of
W
ashing-

ton.1960.p.66.

（
４
）
山
本
前
掲
「
近
代
蘇
州
に
お
け
る
基
層
社
会
の
管
理
と
郷
村

役
」
二
四
二
頁
。

（
５
）
村
松
祐
次
『
近
代
江
南
の
租
桟
―
中
国
地
主
制
度
の
研
究
』
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
、
三
六
五
頁
。

（
６
）
盛
介
正
氏
の
証
言
に
よ
る
。
ま
た
山
本
前
掲
「
近
代
蘇
州
に
お

け
る
基
層
社
会
の
管
理
と
郷
村
役
」
二
四
二
頁
。

（
７
）
二
〇
一
三
年
冬
の
陸
伯
清
氏
の
証
言
に
よ
る
。

（
８
）
山
本
前
掲
「
近
代
蘇
州
に
お
け
る
基
層
社
会
の
管
理
と
郷
村

役
」
二
四
三
頁
。

（
９
）
佐
伯
富
「
清
代
の
郷
役
・
地
保
に
つ
い
て
―
清
代
地
方
行
政
の

一
齣
」（『
東
方
学
』
二
八
輯
、
一
九
六
四
年
、
同
『
中
国
史
研

究
』
第
二
、
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
七
一
年
所
収
）
三
七
七
頁
、

山
本
進
「
清
代
江
南
の
地
保
」（『
社
会
経
済
史
学
』
六
一
巻
五
号
、

一
九
九
六
年
、
同
『
清
代
財
政
史
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二

年
所
収
）
二
二
五
頁
、
高
島
航
「
呉
県
・
太
湖
庁
の
経
造
」（
夫
馬

進
編
『
中
国
明
清
地
方
档
案
の
研
究
』〔
科
学
研
究
費
研
究
補
助
金

研
究
・
研
究
成
果
報
告
書
〕
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
東
洋

史
研
究
室
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
）
二
一
〇
頁
、
な
ど
。

（
１０
）

Prasenjit
D
uara,

C
ulture,

Pow
er

and
the

State
:
R
ural

N
orth

C
hina,

1900

�1942
,Stanford

U
niversity

Press,1988.

（
１１
）
山
本
前
掲
「
近
代
蘇
州
に
お
け
る
基
層
社
会
の
管
理
と
郷
村

役
」
二
四
七
〜
二
六
一
頁
。

（
１２
）
天
野
元
之
助
『
支
那
農
業
経
済
論
』
改
造
社
、
一
九
四
二
年

（
改
訂
復
刻
版
、
龍
渓
書
舎
、
一
九
七
八
年
）
八
一
〜
八
二
頁
。

（
１３
）
天
野
前
掲
『
支
那
農
業
経
済
論
』
七
四
〜
七
八
頁
。
こ
こ
で
は

〈
経
造
〉
に
似
た
〈
糧
書
〉
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
１４
）
天
野
元
之
助
『
支
那
農
村
襍
記
』
生
活
社
、
一
九
四
二
年
、
今

堀
誠
「
清
代
の
抗
租
に
つ
い
て
」（『
史
学
雑
誌
』
七
六
編
九
号
、

同
『
中
国
近
代
史
研
究
序
説
』
勁
草
書
房
、
一
九
六
八
年
所
収
）、

村
松
祐
次
「
清
末
の
江
南
に
お
け
る
小
作
条
件
と
小
作
料
の
催
追

に
つ
い
て
」（『
一
橋
大
学
研
究
年
報
』
社
会
学
研
究
五
、
一
九
六

三
年
）、
同
「
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
蘇
州
近
傍
の
一
租
桟
と
そ

の
小
作
制
度
―
江
蘇
省
呉
江
県
費
氏
恭
寿
桟
関
係
「
租
籍
便
宜
」

冊
の
研
究
」（
東
洋
文
庫
近
代
中
国
研
究
室
編
『
近
代
中
国
研
究
』

五
、
一
九
六
四
年
、
と
も
に
同
前
掲
書
所
収
）、
夏
井
春
喜
「
中
国

近
代
江
南
の
租
桟
の
催
甲
に
つ
い
て
」（『
史
流
』
二
八
号
、
一
九

九
六
年
、
同
『
中
国
近
代
江
南
の
地
主
制
研
究
―
租
桟
関
係
簿
冊

の
分
析
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
所
収
）。

（
１５
）
「
為
地
主
服
務
的
�
知
数
��
催
甲
��
租
差
�」（
蘇
州
市
地
方

志
編
纂
委
員
会
編
『
蘇
州
市
志
』
南
京
、
江
蘇
人
民
出
版
社
、
一

九
九
五
年
）
一
一
九
〇
頁
。

（
１６
）
『
租
覈
』
重
租
論
「
催
甲
者
、
田
主
傭
之
、
以
給
佃
農
租
�
単
。

佃
農
或
不
至
、
則
用
以
催
租
者
。
而
亦
責
佃
農
、
代
償
其
傭
値
。

近
代
蘇
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是
賦
雖
減
而
租
未
減
。
租
之
名
雖
減
而
租
之
実
漸
増
」。

（
１７
）
前
掲
「
為
地
主
服
務
的
�
知
数
��
催
甲
��
租
差
�」
一
一
九

一
頁
。

（
１８
）
夏
井
前
掲
書
三
四
七
頁
。

（
１９
）
天
野
前
掲
『
支
那
農
村
襍
記
』
一
三
〇
頁
。

（
２０
）
天
野
前
掲
『
支
那
農
村
襍
記
』
一
二
八
頁
。

（
２１
）
天
野
前
掲
『
支
那
農
村
襍
記
』
一
二
九
頁
。

（
２２
）
夏
井
前
掲
書
三
七
二
頁
。

（
２３
）
天
野
前
掲
『
支
那
農
村
襍
記
』
一
三
〇
頁
。

（
２４
）
夏
井
前
掲
書
三
六
九
頁
。

（
２５
）
村
松
前
掲
書
三
八
三
頁
。

（
２６
）
夏
井
前
掲
書
三
五
二
〜
三
五
三
頁
。

（
２７
）
天
野
前
掲
『
支
那
農
業
経
済
論
』
三
一
七
〜
三
一
八
頁
。

（
２８
）
『
租
覈
』
重
租
論
「
司
租
之
徒
、
欲
求
媚
於
主
人
、
於
佃
農
概

不
寛
貸
。
悪
声
悪
色
、
折
辱
百
端
、
或
豫
挟
悍
隷
入
郷
収
租
。
一

不
如
欲
、
出
縲
絏
而
囚
之
。
甚
且
有
以
私
刑
盗
賊
之
法
刑
之
」。

（
２９
）
「
司
租
の
徒
」
に
つ
い
て
鈴
木
智
夫
は
そ
の
注
釈
に
お
い
て
、

租
桟
の
責
任
者
で
あ
る
「
師
爺
（
知
数
）」
を
指
す
と
す
る
が
（
同

『
近
代
中
国
の
地
主
制
―
租
覈
の
研
究
訳
註
』
汲
古
書
院
、
一
九
七

七
年
、
七
七
頁
）、
訳
文
で
は
そ
れ
を
「「
催
甲
」
な
ど
小
作
料
の

徴
集
に
あ
た
る
人
た
ち
」
と
訳
し
て
い
る
（
七
八
頁
）。
一
般
に
直

接
収
租
を
実
行
す
る
の
は
〈
催
甲
〉
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
た
め
、

こ
れ
は
「
師
爺
（
知
数
）」
で
は
な
く
、〈
催
甲
〉
を
指
す
も
の
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
「
悍
隷
」
と
は
糧
差
の
手
伝
い
と
し
て
「
師
爺

（
知
数
）」
が
選
用
す
る
〈
租
差
〉
の
場
合
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

（
３０
）
夏
井
前
掲
書
三
七
九
頁
お
よ
び
三
八
一
頁
。

（
３１
）
今
堀
前
掲
書
九
六
頁
。

（
３２
）
宣
巻
芸
人
と
は
仏
教
の
教
理
を
講
釈
す
る
た
め
に
編
ん
だ
宝
巻

に
民
間
伝
説
や
故
事
を
加
え
て
村
廟
で
講
釈
宣
唱
す
る
一
種
の
民

間
芸
能
人
の
こ
と
で
あ
り
、
近
年
の
廟
の
復
活
と
と
も
に
こ
れ
に

従
事
す
る
芸
人
の
活
動
も
復
活
し
て
い
る
。
佐
藤
仁
史
「
一
宣
巻

人
の
活
動
か
ら
見
る
太
湖
流
域
農
村
と
民
間
信
仰
―
上
演
記
録
に

基
づ
く
分
析
―
」（
太
田
出
・
佐
藤
仁
史
編
『
太
湖
流
域
社
会
の
歴

史
学
的
研
究
―
地
方
文
献
と
現
地
調
査
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
汲

古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
所
収
）、
ま
た
佐
藤
仁
史
・
太
田
出
・
藤
野

真
子
・
緒
方
賢
一
・
朱
火
生
編
『
中
国
農
村
の
民
間
芸
能
―
太
湖

流
域
社
会
史
口
述
記
録
集
２
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
参
照
。

（
３３
）
後
述
の
陸
氏
・
孔
氏
も
木
�
の
厳
氏
の
土
地
を
小
作
し
て
い
る
。

盛
介
正
氏
は
「
厳
紅
梅
」
と
い
い
、
孔
仁
和
氏
は
「
厳
和
美
」
と

い
う
が
、「
紅
梅
」
と
「
和
美
」
は
音
が
近
い
こ
と
か
ら
同
一
人
物

で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
孔
氏
は
「
厳
和
美
」
を

人
名
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

（
３４
）
盛
子
泉
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
盛
介
正
氏
が
八
、
九
歳
の
頃
と

述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
盛
子
泉
の
没
年
は
一
九
三
〇
年
頃
と
推

定
さ
れ
る
。

（
３５
）
二
〇
一
三
年
十
二
月
に
陳
俊
才
氏
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、〈
地
方
〉
と
は
「
基
層
社
会
の
管
理
者
で
政
府
に
は
属
さ
ず
、

そ
の
任
務
は
政
府
の
役
人
の
徴
税
や
証
明
な
ど
の
公
務
に
協
力
す

る
も
の
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（
３６
）
《
横
�
鎮
志
》
編
纂
委
員
会
編
『
横
�
鎮
志
』
蘇
州
、
古
呉
軒

出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
（
以
下
『
横
�
鎮
志
』
と
略
記
）
一
二
頁

や
《
上
林
村
志
》
編
纂
委
員
会
編
『
上
林
村
志
』
蘇
州
、
古
呉
軒

史
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出
版
社
、
二
〇
一
三
年
（
以
下
『
上
林
村
志
』
と
略
記
）
の
《
有

関
資
料
提
供
者
名
単
》
に
そ
の
名
を
連
ね
て
い
る
。

（
３７
）
呉
県
が
日
本
軍
に
占
領
さ
れ
た
の
は
一
九
三
七
年
十
一
月
十
九

日
の
こ
と
で
あ
る
（
呉
県
地
方
志
編
纂
委
員
会
編
『
呉
県
志
』
上

海
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、「
大
事
紀
」）。
ま
た
、
呉

県
東
太
湖
沿
岸
が
占
領
さ
れ
た
の
は
十
一
月
二
十
四
日
で
あ
る

（『
横
�
鎮
志
』「
大
事
紀
」）。

（
３８
）
横
山
郷
四
都
四
図
は
東
北
村
、
沿
河
、
西
北
村
、
水
立
�
、
後

立
�
、
上
宅
、
高
坑
、
唐
家
村
、
六
路
、
南
長
村
、
高
車
頭
の
各

村
落
か
ら
な
っ
て
い
た
（『
横
�
鎮
志
』
三
一
頁
）。

（
３９
）
一
九
三
〇
年
の
呉
県
の
社
会
調
査
で
は
、
こ
の
地
域
は
家
内
手

工
業
と
し
て
の
醸
酒
が
盛
ん
で
、
醸
酒
戸
は
五
〇
〇
余
家
を
数
え

た
と
い
う
（『
上
林
村
志
』
一
二
一
頁
）。
ま
た
、「
横
�
焼
酎
」
は

明
清
以
来
著
名
で
、
横
�
鎮
は
そ
の
主
要
な
集
散
地
と
し
て
「
酒

は
鎮
を
以
て
名
を
得
、
鎮
は
酒
に
因
り
て
興
る
」
と
い
わ
れ
た
と

い
う
（『
横
�
鎮
志
』
二
七
〇
頁
）、

（
４０
）
横
�
鎮
が
「
解
放
」
さ
れ
た
の
は
一
九
四
九
年
四
月
二
十
七
日

で
あ
る
（『
横
�
鎮
志
』「
大
事
紀
」）。

（
４１
）
孔
仁
和
氏
も
ま
た
『
上
林
村
志
』
の
《
有
関
資
料
提
供
者
名

単
》
に
そ
の
名
を
連
ね
て
い
る
。

（
４２
）
二
〇
〇
三
年
十
一
月
十
九
日
に
新
光
村
、
新
安
村
、
上
沢
村
の

三
村
が
合
併
し
て
上
林
村
に
な
っ
た
（『
上
林
村
志
』
二
〇
頁
）。

（
４３
）
『
上
林
村
志
』
二
一
七
頁
に
は
「
由
耆
老
回
憶
、
上
林
郷
歴
任

郷
長
為
周
伯
祥
、
韓
志
伯
、
陸
友
良
、
韋
晋
源
、
周
仲
祥
、
張
慧

芝
、
陸
錦
良
、
韓
樹
坤
」
と
あ
り
、
周
仲
祥
が
上
林
郷
の
郷
長
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
４４
）
『
上
林
村
志
』
二
七
頁
に
は
、
東
北
村
西
に
位
置
し
、
廟
内
に

は
城
隍
神
、
劉
猛
将
、
関
羽
、
十
殿
閻
羅
、
十
八
羅
漢
、
地
蔵
菩

薩
な
ど
が
祀
ら
れ
て
い
た
と
あ
る
。
ま
た
、
同
書
二
一
六
頁
に
は
、

明
代
の
創
建
に
か
か
り
三
八
〇
年
の
歴
史
が
あ
っ
た
が
、
一
九
五

八
年
に
破
壊
さ
れ
、
廟
も
廃
止
さ
れ
た
と
あ
る
。

（
４５
）
孔
氏
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
。
席
耕
徳
は
人
名
で
は
な
く
、
租
桟

の
名
称
で
あ
り
、『
上
林
村
志
』
一
二
七
頁
に
も
「
席
氏
耕
徳
堂
祖

墳
に
一
株
の
欅
樹
が
あ
り
…
…
」
と
の
一
文
が
あ
る
。

（
４６
）
『
上
林
村
志
』
二
一
七
頁
。

（
４７
）
『
上
林
村
志
』
五
九
頁
に
は
、
一
九
五
一
年
六
月
に
横
�
鎮
人

民
政
府
が
発
給
し
た
《
横
�
鎮
新
安
、
合
理
村
土
地
房
産
所
有
証

明
細
表
》
に
合
理
村
東
北
村
の
孔
憲
文
（
孔
三
元
）
に
与
え
ら
れ

た
耕
地
は
七
・
二
〇
七
畝
と
さ
れ
、
従
来
の
耕
地
の
六
・
九
畝
が

ほ
ぼ
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
４８
）
湯
伯
泉
氏
に
対
す
る
聴
き
取
り
調
査
の
全
記
録
は
、
稲
田
清

一
・
太
田
出
・
小
島
泰
雄
・
佐
藤
仁
史
・
吉
田
建
一
郎
・
呉
滔
編

『
中
国
農
村
の
土
地
と
暮
ら
し
（
仮
題
）
―
太
湖
流
域
社
会
史
口
述

記
録
集
３
』
汲
古
書
院
（
近
く
刊
行
予
定
）
に
収
録
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

（
４９
）
山
本
英
史
「
江
南
基
層
社
会
か
ら
み
た
土
地
改
革
前
史
・
序
説

―
旧
松
江
府
の
図
正
と
帰
戸
併
冊
」（
高
橋
伸
夫
編
『
救
国
、
動
員
、

秩
序
―
変
革
期
中
国
の
政
治
と
社
会
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
〇
年
所
収
）。

（
５０
）
『
租
覈
』
減
租
瑣
議
、
剔
耗
蠹
「
胥
吏
名
目
各
県
不
一
。
要
即

所
謂
経
造
也
。
元
和
曰
�
分
、
呉
江
曰
櫃
書
、
青
浦
曰
保
正
。
三

者
皆
避
永
革
経
造
之
禁
、
而
巧
為
胥
吏
、
別
創
此
者
也
」。
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（
５１
）
山
本
前
掲
「
江
南
基
層
社
会
か
ら
み
た
土
地
改
革
前
史
・
序

説
」
二
九
七
頁
。

（
５２
）
『
租
覈
』
減
租
瑣
議
、
剔
耗
蠹
「
凡
忙
銀
条
漕
徴
収
之
先
、
為

�
分
者
、
赴
郷
分
発
易
知
単
、
索
銭
三
百
、
少
亦
二
百
。
分
毫
不

盈
畝
者
、
亦
以
畝
計
。
不
与
不
得
易
知
単
。
不
得
易
知
単
、
則
投

交
於
櫃
、
亦
不
納
。
甚
者
私
収
而
私
用
之
。
踰
徴
収
之
期
、
石
又

増
銭
五
百
。
又
於
春
秋
成
熟
時
、
索
麦
米
若
干
。
有
牛
畜
者
、
必

盈
斗
。
又
索
取
柴
幾
束
。
均
謂
之
出
郷
、
又
曰
小
租
。
更
有
所
謂

宅
基
田
。
其
漕
銀
亦
多
、
私
自
収
受
者
」。

（
５３
）
山
本
前
掲
「
江
南
基
層
社
会
か
ら
み
た
土
地
改
革
前
史
・
序

説
」
二
九
七
頁
。

（
５４
）
山
本
前
掲
「
江
南
基
層
社
会
か
ら
み
た
土
地
改
革
前
史
・
序

説
」
三
〇
四
頁
。

（
５５
）
山
本
前
掲
「
江
南
基
層
社
会
か
ら
み
た
土
地
改
革
前
史
・
序

説
」
二
九
三
〜
二
九
六
頁
。

（
５６
）
崇
禎
『
呉
県
志
』
巻
一
一
、
祥
異
「
十
月
横
金
奸
悪
唐
左
耕
・

王
四
・
李
南
洲
・
査
賢
・
韓
仏
寿
等
借
蝗
災
為
�
、
訛
言
倡
衆
、

糾
合
沿
湖
岸
三
十
余
村
。
刑
牲
誓
神
、
村
推
一
長
、
籍
羅
姓
名
、

約
佃
農
勿
得
輸
租
業
主
。
業
主
有
徴
索
、
必
�
其
舟
、
斃
其
人
。

愚
民
煽
惑
、
操
戈
執
械
、
鳴
金
伐
鼓
、
聚
及
千
衆
、
焚
廬
劫
資
」。

（
５７
）
『
上
林
村
志
』
五
九
頁
。
な
お
、
同
書
五
二
一
頁
に
は
東
北
村

に
住
む
孔
万
九
（
一
九
七
四
年
五
月
生
）
の
祖
父
に
「
孔
鈞
培
」

と
い
う
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
均
」
と
「
鈞
」
と
は
同
音
の
た

め
、
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
が
た
い
。

蘇州呉中区
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附
聴
き
取
り
記
録

盛
介
正
氏
へ
の
聴
き
取
り

〔
日
時
〕
二
〇
〇
八
年
八
月
二
十
三
日

〔
場
所
〕
蘇
州
市
呉
中
区
臨
湖
鎮
石
舎
村

〔
質
問
者
〕
夏
冰
（
政
治
協
商
会
議
蘇
州
市
委
員
会
文
史
委
員
会

秘
書
処
副
処
長
）、
陳
俊
才
（
郷
土
史
家
）、
太
田
出
、
佐
藤
仁
史
、

山
本
英
史

〔
回
答
者
〕
盛
介
正
、
陳
俊
才

〔
内
容
概
略
〕
家
庭
状
況
、
個
人
の
経
歴
、
父
親
が
経
造
で
あ
っ

た
時
の
状
況

〔
整
理
〕
夏
冰

問
「
お
名
前
を
仰
っ
て
く
だ
さ
い
」

盛
「
姓
は
盛
、
名
は
介
正
と
い
い
ま
す
」

問
「
今
年
お
い
く
つ
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
？
」

盛
「
八
六
歳
で
す
」

陳
「
干
支
は
？
」

盛
「
亥
年
の
一
九
二
三
年
で
す
（
1
）
」

問
「
誕
生
日
は
？
」

盛
「
陰
暦
の
九
月
十
七
日
で
す
」

問
「
ど
こ
で
お
生
れ
に
な
り
ま
し
た
か
？
」

盛
「
こ
こ
石
舎
村
で
す
」

問
「
お
祖
父
さ
ん
の
お
名
前
は
？
」

盛
「
盛
子
泉
で
す
」

問
「
お
父
さ
ん
の
お
名
前
は
？
」

盛
「
盛
法
正
で
す
」

陳
「
盛
介
正
さ
ん
は
勉
強
が
よ
く
で
き
ま
し
た
。
毛
筆
の
字
、
特

に
小
楷
が
上
手
で
す
。
風
水
師
を
や
り
、
以
前
に
は
さ
ら
に
宣

巻
芸
人
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
」

問
「
お
祖
父
さ
ん
の
お
仕
事
は
？
」

盛
「
漆
職
人
で
し
た
」

問
「
で
は
お
父
さ
ん
の
お
仕
事
は
？
」

盛
「
や
は
り
漆
職
人
で
し
た
。
主
な
仕
事
は
漆
職
人
で
、〈
経

造
〉
や
〈
地
方
〉
は
付
随
的
な
も
の
で
し
た
。
そ
れ
は
村
人
の

推
薦
に
よ
る
も
の
で
し
た
」

問
「
お
祖
父
さ
ん
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？

い
つ
亡
く

な
っ
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
小
さ
い
頃
に
会
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
い
つ
、
い
く
つ
で

亡
く
な
っ
た
の
か
は
、
当
時
私
は
ま
だ
小
さ
か
っ
た
の
で
わ
か

り
ま
せ
ん
。
大
体
八
、
九
歳
の
頃
で
す
」

史
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問
「
お
祖
父
さ
ん
も
石
舎
村
の
方
で
す
か
？
」

盛
「
そ
う
で
す
」

問
「
あ
な
た
方
は
代
々
こ
こ
に
お
住
ま
い
で
す
か
？
」

盛
「
そ
う
で
す
。
父
も
こ
こ
に
住
み
、
先
祖
も
こ
こ
に
住
ん
で
い

ま
し
た
。
代
々
ず
っ
と
こ
こ
で
暮
ら
し
て
き
ま
し
た
」

問
「
お
祖
父
さ
ん
は
農
業
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
？
」

盛
「
そ
う
で
す
。
農
業
が
主
で
、
漆
職
職
人
は
副
業
の
よ
う
で
し

た
」

問
「
ど
の
く
ら
い
の
広
さ
の
田
を
耕
作
し
て
お
ら
れ
ま
し
た

か
？
」

盛
「
一
二
〜
一
三
畝
で
す
」

陳
「
こ
れ
ら
の
田
は
お
父
さ
ん
の
も
の
で
し
た
か
、
そ
れ
と
も
お

祖
父
さ
ん
の
も
の
で
し
た
か
？
」

盛
「
他
人
の
田
、
つ
ま
り
地
主
の
土
地
を
小
作
し
て
い
ま
し
た
。

祖
父
が
持
っ
て
い
た
の
は
小
作
地
で
、
そ
れ
は
一
四
畝
あ
り
ま

し
た
」

陳
「
家
で
は
牛
を
飼
っ
て
い
ま
し
た
か
？
」

盛
「
い
い
え
」

陳
「
一
人
の
地
主
の
土
地
を
小
作
し
た
の
で
す
か
、
そ
れ
と
も
何

人
か
の
地
主
の
土
地
を
小
作
し
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
何
人
か
の
地
主
の
土
地
で
し
た
。
木
�
の
厳
紅
梅
（
音
）、

蘇
州
の
周
大
風
（
音
）。
そ
れ
か
ら
蘇
州
の
蔡
子
徳
（
音
）。
木

�
の
厳
家
の
土
地
が
一
番
多
か
っ
た
で
す
が
」

陳
「
木
�
の
厳
家
、
蘇
州
の
蔡
家
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
と
…
、

全
部
で
何
人
？
」

盛
「
三
人
の
土
地
を
小
作
し
ま
し
た
」

陳
「
三
人
と
は
？
」

盛
「
木
�
の
厳
紅
梅
（
音
）、
蔡
子
徳
（
音
）
こ
れ
は
蘇
州
で
す
。

そ
れ
か
ら
周
大
風
（
音
）、
こ
れ
も
蘇
州
で
す
」

問
「
木
�
の
厳
家
は
ど
れ
だ
け
の
土
地
を
小
作
に
出
し
て
い
ま
し

た
か
？
」

盛
「
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ど
れ
だ
け
か
は
知
り
ま
せ
ん
」

問
「
各
地
主
の
土
地
を
ど
れ
だ
け
耕
作
し
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
厳
家
の
田
を
四
畝
、
蔡
家
の
田
も
四
畝
、
周
家
の
田
は
三
畝

で
し
た
」

問
「
小
作
料
は
ど
の
よ
う
に
し
て
ど
こ
に
行
っ
て
納
め
ま
し
た

か
？
」

盛
「
小
作
料
を
納
め
る
に
は
周
大
風
に
は
周
大
風
の
帳
場
が
、
厳

紅
梅
に
は
厳
紅
梅
の
帳
場
が
、
蔡
子
徳
に
は
蔡
子
徳
の
帳
場
が

そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
た
の
で
、
我
々
は
そ
の
各
帳
場
に
赴
い
て
小
作

料
を
納
め
ま
し
た
。
蘇
州
の
地
主
の
帳
場
は
蘇
州
に
あ
り
、
経

手
人
は
金
才
元
と
い
い
ま
し
た
。
彼
は
解
放
後
銃
殺
さ
れ
ま
し
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た
」

陳
「
帳
場
が
み
な
蘇
州
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
な
た
方
が
小
作

料
を
納
め
る
時
は
い
つ
も
蘇
州
ま
で
行
っ
た
の
で
す
か
」

盛
「
蘇
州
ま
で
行
き
ま
し
た
。
蘇
州
ま
で
自
身
が
行
っ
て
納
め
ま

し
た
」

陳
「
小
作
料
は
米
で
納
め
ま
し
た
か
？

そ
れ
と
も
現
金
で
？
」

盛
「
現
金
を
持
っ
て
納
め
に
い
き
ま
し
た
」

問
「
す
べ
て
金
才
元
が
取
り
し
き
っ
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
そ
う
で
す
。
糧
票
（
2
）
は
み
な
彼
が
み
ず
か
ら
〈
地
方
〉
に
発
給

し
、〈
地
方
〉
は
各
戸
に
発
給
し
て
小
作
料
を
納
め
さ
せ
ま
し

た
（
3
）
」

問
「
各
戸
は
み
な
糧
票
を
持
っ
て
納
め
に
い
っ
た
の
で
す
か
？
」

陳
「
糧
票
と
は
い
ま
の
〔
納
税
〕
通
知
書
の
よ
う
な
も
の
で
す
」

問
「
蘇
州
の
帳
場
に
行
っ
て
納
め
た
の
で
す
か
？
」

陳
「
そ
う
で
す
。
帳
場
は
各
地
主
が
そ
れ
ぞ
れ
持
っ
て
い
ま
し
た
。

以
前
は
み
な
分
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
当
時
は
統
一
さ
れ
て
い

ま
し
た
」

問
「
で
は
帳
場
は
一
ケ
所
に
ま
と
ま
っ
て
あ
っ
た
の
で
す
か
」

盛
「
一
ケ
所
に
ま
と
ま
っ
て
あ
り
ま
し
た
が
、
家
ご
と
に
分
け
ら

れ
て
お
り
、
共
同
で
業
務
を
し
て
い
る
よ
う
で
し
た
」

問
「
蘇
州
の
ど
こ
に
行
っ
て
小
作
料
を
納
め
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
小
作
料
は
す
べ
て
そ
こ
に
持
っ
て
い
っ
て
納
め
ま
し

た
」

陳
「
横
�
鎮
に
は
分
桟
は
な
か
っ
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
な
か
っ
た
で
す
。
蘇
州
に
行
っ
て
納
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
」

陳
「
周
家
は
横
�
鎮
に
分
桟
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
で
す
か
？
」

盛
「
は
い
」

盛
「
金
才
元
は
解
放
後
す
ぐ
に
銃
殺
さ
れ
ま
し
た
」

問
「
ど
こ
で
銃
殺
さ
れ
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
わ
か
り
ま
せ
ん
。
金
才
元
は
蘇
州
の
人
間
で
し
た
」

陳
「
そ
う
で
す
」

問
「
小
作
料
は
一
畝
あ
た
り
い
く
ら
で
し
た
か
？
」

盛
「
わ
か
り
ま
せ
ん
。
い
く
ら
か
は
知
り
ま
せ
ん
（
4
）
」

問
「
お
祖
父
さ
ん
が
〈
経
造
〉
だ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
」

盛
「
あ
り
ま
せ
ん
。〈
地
方
〉
は
村
人
た
ち
が
信
用
し
て
選
ん
だ

も
の
で
、
村
で
不
公
正
の
問
題
が
生
じ
る
と
〈
地
方
〉
に
処
断

さ
せ
ま
し
た
」

陳
「〈
地
方
〉
は
行
政
上
の
後
代
の
〈
保
長
〉
に
似
て
い
ま
す
。

二
つ
の
職
務
を
兼
任
す
る
場
合
は
、
そ
れ
を
こ
の
土
地
の
俗
語

史
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で
「
経
造
連
地
方
」
と
い
い
ま
し
た
。〈
地
方
〉
は
行
政
上
の

意
味
が
強
く
、「
経
造
連
地
方
」
は
二
つ
を
一
緒
に
し
た
も
の

で
す
」

盛
「〈
経
造
〉
と
〈
地
方
〉
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
も
の
で
す
」

問
「
お
父
さ
ん
は
九
都
七
図
の
〈
経
造
〉
を
担
当
さ
れ
た
の
で
す

か
？
」

盛
「
そ
う
で
す
」

陳
「
九
都
七
図
は
こ
こ
石
舎
村
で
す
。
石
舎
村
は
二
図
か
ら
な
っ

て
い
ま
す
。
一
つ
は
北
図
、
つ
ま
り
こ
こ
で
す
が
、
そ
れ
は
本

来
石
南
村
で
し
た
。
解
放
初
期
に
二
つ
に
分
け
て
石
南
・
石
北

と
呼
び
ま
し
た
。
石
南
村
が
つ
ま
り
北
図
で
あ
り
、
こ
こ
が
つ

ま
り
七
図
で
す
」

問
「
七
図
に
は
〈
図
董
〉
が
い
ま
し
た
か
？
」

盛
「
い
ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「
そ
れ
で
は
〈
地
保
〉
の
よ
う
な
も
の
は
い
ま
し
た
か
？
」

盛
「
そ
の
仕
事
は
み
な
〈
地
方
〉
が
や
っ
て
い
ま
し
た
」

陳
「
つ
ま
り
〈
地
保
〉
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
」

問
「〈
地
方
〉
は
特
定
の
一
人
の
人
間
で
は
な
い
の
で
す
か
？
」

陳
「〈
地
方
〉
は
一
人
の
人
間
で
あ
り
、
一
つ
の
役
職
名
の
こ
と

で
す
」

問
「〈
地
方
〉
は
誰
で
す
か
？
」

陳
「
だ
か
ら
そ
れ
は
盛
さ
ん
の
お
父
さ
ん
が
兼
ね
て
い
た
の
で
す
。

「
経
造
連
地
方
」
と
は
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。
実
際

に
は
二
つ
の
役
職
で
あ
り
、〈
経
造
〉
は
〈
経
造
〉、〈
地
方
〉

は
〈
地
方
〉
で
す
。
盛
さ
ん
の
お
父
さ
ん
の
場
合
は
「
経
造
連

地
方
」
と
し
て
二
つ
を
一
緒
に
や
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
」

盛
「
一
緒
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〈
経
造
〉
は
糧
票
を
〈
地
方
〉
に

発
給
す
る
と
、〈
地
方
〉
は
冊
子
に
名
前
の
あ
る
家
に
通
知
票

を
発
給
し
ま
し
た
」

問
「〈
経
造
〉
は
つ
ま
り
糧
票
を
発
給
す
る
役
目
な
の
で
す

か
？
」

盛
「
は
い
。
そ
の
他
の
仕
事
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「
一
図
に
一
人
の
〈
経
造
〉
が
い
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
そ
う
で
す
。
当
該
図
内
の
租
戸
（
5
）
に
納
税
通
知
票
を
出
す
の
は

当
該
図
の
〈
経
造
〉
の
責
任
で
し
た
」

問
「
お
父
さ
ん
は
七
図
の
〈
経
造
〉
だ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、

で
は
八
図
の
〈
経
造
〉
は
誰
で
し
た
か
？
」

盛
「
八
図
の
〈
経
造
〉
は
金
寿
安
で
し
た
」

問
「
一
図
に
二
人
の
〈
経
造
〉
が
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

ま
た
一
人
の
〈
経
造
〉
が
二
つ
の
図
を
担
当
し
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
？
」
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盛
「
と
も
に
あ
り
ま
せ
ん
。
一
人
の
〈
経
造
〉
が
二
つ
の
図
を
担

当
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」

陳
「
な
ら
他
の
図
の
〈
経
造
〉
は
？
」

盛
「
九
図
は
楊
鴻
法
で
し
た
。
楊
正
生
の
父
親
の
。
十
図
は
陸
春

林
。
他
の
遠
い
図
の
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
近
い
と
こ
ろ
は

わ
か
り
ま
す
。
楊
正
生
が
跡
を
継
ぎ
ま
し
た
」

問
「
こ
こ
は
す
べ
て
九
都
に
属
す
る
の
で
す
か
？
」

盛
「
そ
う
で
す
」

陳
「
楊
鴻
法
が
さ
き
に
〈
経
造
〉
を
や
り
、
そ
の
子
楊
正
生
が
父

親
の
跡
を
継
ぎ
ま
し
た
」

問
「
陸
春
林
の
父
親
は
〈
経
造
〉
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
」

問
「
金
寿
安
の
父
親
は
？
」

盛
「
こ
の
よ
う
な
役
職
は
み
な
村
人
が
選
ぶ
も
の
で
、
そ
の
父
親

が
そ
う
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
」

問
「
父
親
が
〈
経
造
〉
の
職
務
を
子
供
に
継
が
せ
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
す
か
？
」

盛
「
村
人
た
ち
が
選
ぶ
も
の
な
の
で
、
子
に
継
が
せ
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
村
人
た
ち
が
信
用
が
あ
っ
て
初
め
て
子
に
継
が
せ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
場
合
、
保
証
書
が
必
要
で
し

た
」

問
「
お
父
さ
ん
も
村
人
た
ち
に
選
ば
れ
て
〈
経
造
〉
に
な
ら
れ
た

の
で
す
か
？
」

盛
「
そ
う
で
す
。
村
人
た
ち
が
信
用
し
、
保
証
人
が
保
証
す
る
こ

と
が
必
要
で
、
そ
こ
で
初
め
て
〈
経
造
〉
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

〈
地
方
〉
の
職
務
は
〈
甲
長
〉
に
似
て
い
ま
す
」

陳
「
保
証
書
が
要
る
と
い
う
の
は
実
際
に
契
約
書
を
作
る
こ
と
で
、

今
い
っ
て
い
る
の
は
「
合
同
契
約
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。〈
経
造
〉
は
そ
れ
を
み
ず
か
ら
作
成
し
、
村
で
保
管
し
て

お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「
九
都
七
図
の
〈
甲
長
〉
は
誰
で
す
か
？
」

陳
「
盛
さ
ん
の
お
父
さ
ん
で
す
。
事
実
上
兼
ね
て
い
ま
し
た
」

盛
「
そ
う
で
す
」

問
「
お
父
さ
ん
は
〈
地
方
〉
で
あ
り
、
ま
た
〈
経
造
〉
な
の
で
す

ね
？
」

盛
「〈
経
造
〉
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。〈
経
造
〉
は
御
上
か
ら
来
る

も
の
で
す
」

問
「
お
父
さ
ん
は
〈
地
方
〉
に
な
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す

か
？
」

盛
「
以
前
は
や
っ
た
こ
と
は
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
陳
福
生

（
音
）
の
父
親
の
陳
鏡
清
が
ア
ヘ
ン
に
手
を
出
し
馬
鹿
な
こ
と

を
や
っ
て
小
作
料
を
流
用
し
て
信
用
を
な
く
し
、
ク
ビ
に
な
っ

史
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た
こ
と
か
ら
、
村
人
た
ち
は
父
を
選
ん
で
さ
ら
に
〈
地
方
〉
に

し
ま
し
た
」

陳
「
一
図
に
は
一
人
の
〈
地
方
〉
が
い
ま
し
た
か
？
」

盛
「
は
い
、
一
図
に
一
人
の
〈
地
方
〉
が
い
ま
し
た
」

陳
「
自
分
で
保
証
書
を
書
く
ほ
か
、
保
証
人
に
よ
る
保
証
が
必
要

だ
っ
た
の
で
は
？
」

盛
「
保
証
人
が
い
ま
し
た
」

陳
「
実
際
こ
れ
は
基
本
的
に
「
経
造
連
地
方
」
で
あ
る
こ
と
に
よ

り
ま
す
。
二
つ
の
職
務
を
兼
ね
て
い
る
た
め
、
一
緒
に
や
っ
て

い
る
の
で
す
」

問
「
石
寿
生
が
保
証
し
た
の
は
盛
さ
ん
の
お
父
さ
ん
が
〈
経
造
〉

に
な
る
こ
と
、
そ
れ
と
も
〈
地
方
〉
に
な
る
こ
と
？
」

盛
「〈
地
方
〉
に
な
る
こ
と
で
す
」

問
「
石
寿
生
は
何
を
や
っ
て
い
た
人
で
し
た
か
？
」

陳
「
石
寿
生
は
本
来
こ
こ
で
小
さ
な
店
を
営
ん
で
い
ま
し
た
」

問
「
一
つ
の
図
を
管
理
す
る
の
は
〈
地
方
〉
で
あ
り
、
ま
た
〈
経

造
〉
な
の
で
す
か
？
」

盛
「
一
つ
の
図
に
一
人
の
〈
地
方
〉
が
い
ま
し
た
」

問
「
お
父
さ
ん
は
〈
地
方
〉
を
や
っ
て
、
報
酬
は
あ
り
ま
し
た

か
？
」

盛
「
あ
り
ま
し
た
。
い
く
ら
も
ら
っ
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
何

か
し
ら
あ
り
ま
し
た
。
最
低
額
の
報
酬
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す

が
、
い
く
ら
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
」

問
「
手
続
費
は
小
作
料
の
額
に
基
づ
い
て
い
ま
し
た
か
、
そ
れ
と

も
別
の
何
か
に
よ
っ
て
い
ま
し
た
か
？
」

盛
「
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
」

問
「
風
水
は
誰
に
師
事
し
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
浦
荘
の
呉
源
清
と
い
う
人
に
師
事
し
ま
し
た
」

問
「
宣
巻
は
誰
に
教
わ
っ
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
宣
巻
に
関
し
て
は
誰
に
も
師
事
し
て
い
ま
せ
ん
」

問
「
呉
源
清
も
風
水
を
看
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
風
水
を
看
ま
し
た
」

問
「
お
父
さ
ん
は
そ
れ
を
い
つ
ま
で
や
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た

か
？
」

答
「
一
九
三
〇
年
代
に
始
め
、
一
九
四
九
年
ま
で
や
っ
て
い
ま
し

た
」

問
「
お
父
さ
ん
が
〈
経
造
〉
や
〈
地
方
〉
の
時
、
報
酬
は
あ
り
ま

し
た
か
？
」

盛
「
あ
り
ま
し
た
が
、
具
体
的
な
額
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
具
体
的

に
は
糧
票
を
発
給
す
る
際
の
手
続
費
、
茶
館
に
行
っ
て
も
め
ご

と
を
裁
く
際
、
理
が
な
い
側
が
支
払
う
心
付
、
民
間
の
不
動
産

売
買
契
約
の
際
の
立
会
い
費
、
催
租
の
際
の
手
数
料
な
ど
で
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す
」

問
「〈
催
甲
〉
と
の
関
係
を
再
度
教
え
て
く
だ
さ
い
」

盛
「
地
主
は
〈
催
甲
〉
に
収
租
を
委
託
し
ま
し
た
。〈
催
甲
〉
は

さ
ら
に
各
図
の
〈
地
方
〉
あ
る
い
は
〈
経
造
〉
に
催
租
を
委
託

し
ま
し
た
。
小
作
人
た
ち
は
小
作
料
を
〈
催
甲
〉
が
設
け
た
帳

場
に
納
め
に
行
き
ま
し
た
。
帳
場
は
横
�
鎮
に
あ
り
ま
し
た
（
6
）
。

〈
地
方
〉
あ
る
い
は
〈
経
造
〉
は
図
内
の
各
戸
の
状
況
を
熟
知

し
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
誰
そ
れ
は
間
違
い
な
く
貧
し
く
、

小
作
料
を
納
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、〈
地
方
〉
あ
る
い
は

〈
経
造
〉
は
〈
催
甲
〉
に
手
心
を
加
え
る
よ
う
に
頼
み
ま
し
た
。

〈
催
甲
〉
が
小
作
人
た
ち
の
田
の
面
積
や
位
置
な
ど
を
熟
知
し

て
い
た
の
に
対
し
、
彼
ら
は
各
家
の
生
活
上
や
作
柄
に
つ
い
て

熟
知
し
て
い
た
の
で
す
」

問
「
あ
な
た
が
子
供
の
時
の
学
習
状
況
を
教
え
て
く
だ
さ
い
」

盛
「
七
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
の
七
年
間
は
私
塾
に
通
い
ま
し
た
。

教
師
は
朱
淵
平
と
い
う
湘
城
の
人
で
し
た
」

陳
「『
大
学
』
と
『
中
庸
』
は
習
わ
れ
ま
し
た
か
？
」

盛
「
習
い
ま
し
た
。
漢
字
、『
千
字
文
』『
三
字
経
』『
百
家
姓
』

『
論
語
』『
孟
子
』『
幼
学
』『
大
学
』『
中
庸
』」

問
「
算
数
は
？
」

盛
「
算
数
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
珠
算
を
習
い
ま
し
た
。
習

っ
た
の
は
『
千
字
文
』
や
『
百
家
姓
』
の
た
ぐ
い
で
す
」

陳
「
盛
さ
ん
は
漢
字
か
ら
始
め
ま
し
た
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
私

塾
で
勉
強
す
る
時
は
今
の
よ
う
に
統
一
し
た
も
の
を
学
ぶ
の
で

は
な
く
、
先
生
が
こ
れ
く
ら
い
覚
え
ろ
と
い
う
と
、
翌
日
覚
え

て
く
れ
ば
次
に
進
み
、
覚
え
て
い
な
け
れ
ば
も
う
一
度
教
え
る
。

覚
え
て
い
な
け
れ
ば
い
つ
も
こ
ん
な
感
じ
で
、
早
く
読
む
こ
と

の
で
き
る
者
は
よ
く
覚
え
る
の
で
、
新
し
い
こ
と
を
教
え
る
。

こ
ん
な
も
の
で
す
」

盛
「
私
も
一
六
歳
か
ら
二
一
歳
ま
で
私
塾
で
教
え
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
」

問
「
ど
こ
で
教
え
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
こ
の
村
で
教
え
ま
し
た
」

陳
「
誰
の
家
で
？
」

盛
「
金
標
徳
（
音
）
の
家
で
教
え
ま
し
た
」

問
「
一
人
で
私
塾
を
さ
れ
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
そ
う
で
す
」

問
「
生
徒
は
何
人
？
」

盛
「
二
〇
人
あ
ま
り
で
し
た
」

陳
「
私
塾
で
教
え
た
頃
、
こ
の
村
に
は
い
く
つ
私
塾
が
あ
り
ま
し

た
か
？
」

盛
「
他
に
私
塾
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
一
歳
ま
で
教
え
た
後
、
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小
学
校
が
で
き
ま
し
た
」

問
「
そ
の
後
は
？
」

盛
「
二
二
歳
で
結
婚
し
ま
し
た
」

問
「
い
つ
風
水
を
学
ば
れ
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
先
に
風
水
を
学
び
、
そ
れ
か
ら
勉
強
を
教
え
ま
し
た
。
こ
の

時
、
私
の
先
生
も
勉
強
を
教
え
て
い
ま
し
た
の
で
、
風
水
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」

問
「
誰
に
風
水
を
学
ば
れ
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
先
生
は
呉
源
清
と
い
う
浦
荘
鎮
の
人
で
し
た
」

問
「
呉
源
清
も
や
は
り
私
塾
の
教
師
だ
っ
た
の
で
す
か
？
」

盛
「
そ
う
で
す
」

陳
「
そ
れ
で
は
呉
源
清
が
あ
な
た
に
勉
強
を
教
え
た
こ
と
が
あ
る

の
で
は
？
」

盛
「
私
が
呉
先
生
の
代
わ
り
に
教
え
、
風
水
を
学
び
ま
し
た
。
先

生
が
外
で
風
水
を
看
る
時
は
、
私
が
代
わ
り
に
教
え
ま
し
た
」

陳
「
今
の
代
用
教
員
の
よ
う
な
も
の
で
す
ね
」

問
「
結
婚
後
は
何
を
さ
れ
ま
し
た
か
？
」

盛
「
二
二
歳
で
結
婚
し
、
教
え
な
が
ら
風
水
を
学
び
、
結
婚
後
さ

ら
に
一
年
教
師
を
や
り
ま
し
た
」

陳
「
一
年
教
師
を
や
り
、
先
生
が
帰
っ
て
く
る
と
風
水
を
学
ん
だ

の
で
あ
り
、
農
業
と
風
水
が
主
な
仕
事
と
な
り
ま
し
た
。
当
時

盛
さ
ん
が
教
え
た
と
い
う
の
は
実
際
上
風
水
先
生
の
代
行
を
や

っ
て
い
た
の
で
す
」

陳
「
何
年
間
風
水
を
学
ば
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
か
？
」

盛
「
三
年
間
で
す
。
授
業
料
は
米
一
〇
担
（
7
）
で
し
た
」

問
「
解
放
当
初
、
御
家
族
は
何
人
で
し
た
？
」

盛
「
父
、
我
々
兄
弟
三
人
、
妹
一
人
、
嫁
二
人
、
息
子
一
人
の
計

八
人
で
し
た
」

問
「
解
放
時
、
盛
家
は
何
畝
の
土
地
を
耕
し
て
い
ま
し
た
か
？
」

陳
「
初
め
の
う
ち
は
小
作
地
を
一
二
、
三
畝
で
す
。〔
土
地
改
革

に
お
け
る
〕
階
級
区
分
の
査
定
に
は
そ
の
他
の
収
入
も
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
「
中
農
」
と
は
搾
取
率

が
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
も
の
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
」

問
「
解
放
後
〈
経
造
〉
の
仕
事
が
な
く
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
盛
法

正
さ
ん
は
何
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
お
ら
れ
た
の
で
す

か
？
」

陳
「
農
業
で
す
。
み
な
農
業
で
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
生

活
は
か
な
り
困
難
で
し
た
」

問
「
解
放
後
、
盛
法
正
さ
ん
は
〔
村
の
〕
幹
部
に
な
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
か
？
」

陳
「
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
は
一
つ
の
階
級
路
線
が
あ
り
ま
し
た
」

夏
「
家
に
一
人
で
も
階
級
区
分
の
よ
く
な
い
も
の
が
い
る
と
、
幹
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部
に
な
る
の
は
不
可
能
で
し
た
。
盛
さ
ん
は
お
父
さ
ん
の
階
級

区
分
が
よ
く
な
か
っ
た
の
で
、
幹
部
に
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」

陳
「
あ
な
た
は
毛
筆
で
ま
だ
字
が
書
け
ま
す
か
？
」

盛
「
書
け
ま
す
」

問
「
こ
こ
に
は
〈
甲
長
〉
は
い
ま
し
た
か
？
」

盛
「
当
時
〈
保
長
〉
と
〈
甲
長
〉
が
い
ま
し
た
」

陳
「
保
甲
制
度
が
推
進
さ
れ
て
か
ら
後
は
〈
保
長
〉
と
〈
甲
長
〉

が
管
轄
し
ま
し
た
」

問
「〈
保
長
〉
と
〈
甲
長
〉
は
〈
地
方
〉
と
は
か
な
り
違
い
ま
す

か
？
」

盛
「〈
甲
長
〉
は
い
く
つ
か
の
人
家
を
管
轄
す
る
の
に
対
し
、〈
地

方
〉
は
一
図
を
管
轄
す
る
の
で
、〈
地
方
〉
の
管
轄
範
囲
が
大

き
い
こ
と
で
す
（
8
）
」

陳
「
昔
は
一
〇
戸
一
甲
、
十
甲
一
保
だ
っ
た
の
で
、〈
地
方
〉
の

管
轄
範
囲
は
〈
保
長
〉
に
相
当
し
ま
す
。〈
地
方
〉
は
基
本

〈
保
長
〉
に
近
い
で
す
。
図
は
地
理
的
位
置
に
基
づ
い
た
区
分

で
あ
る
の
に
対
し
、
保
甲
は
戸
数
に
基
づ
い
た
区
分
で
す
」

問
「〈
保
長
〉〈
甲
長
〉
に
は
報
酬
が
あ
り
ま
し
た
か
」

盛
「
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
何
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「〈
保
長
〉
は
〈
地
方
〉
に
相
当
す
る
の
で
す
ね
？
」

陳
「
は
い
（
9
）
」

問
「〈
保
長
〉
や
〈
甲
長
〉
は
治
安
を
担
当
し
、
そ
の
他
の
税
糧

な
ん
か
に
つ
い
て
は
関
与
し
な
い
の
で
は
？
」

陳
「
税
糧
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
関
わ
り
ま
せ
ん
」

盛
「〈
保
長
〉
と
〈
甲
長
〉、〈
甲
長
〉
と
〈
地
方
〉
の
関
係
は
全

く
違
い
ま
す
」

問
「〈
保
長
〉〈
甲
長
〉
は
何
を
担
当
し
た
の
で
す
か
？
」

盛
「〈
甲
長
〉
の
管
轄
範
囲
は
小
さ
か
っ
た
で
す
」

夏
「〈
保
長
〉
と
〈
甲
長
〉
の
主
要
任
務
は
治
安
方
面
で
す
が
、

賦
税
、
治
安
、
政
府
の
割
り
当
て
徴
収
な
ど
の
こ
と
に
も
た
ず

さ
わ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
〈
地
方
〉
の
場
合
、
主
要

任
務
は
民
間
の
事
情
で
行
う
こ
と
で
あ
り
、
政
府
の
事
情
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
保
甲
の
場
合
は
政
府
の
事
情
で
行
う
の
で
あ
り
、

上
級
政
府
機
関
が
何
か
要
求
し
、
治
安
が
緊
急
を
要
し
て
く
れ

ば
、
命
令
が
上
か
ら
下
に
降
り
て
き
ま
す
。
一
方
、〈
地
方
〉

や
〈
経
造
〉
は
あ
る
場
合
は
地
主
の
た
め
の
仕
事
、
あ
る
場
合

は
民
間
の
紛
争
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
発
的
で
あ
っ
て
、
政
府
が

彼
ら
に
調
停
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
、
あ
る
種
の
自
治
的

な
状
況
な
の
で
す
」

問
「
奥
さ
ん
の
お
名
前
は
何
と
仰
い
ま
す
か
？
」

盛
「
王
根
妹
と
い
い
ま
す
」

問
「
今
年
お
い
く
つ
で
す
か
？
」
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盛
「
辰
年
の
八
一
歳
で
す
。
横
�
鎮
の
出
身
で
す
」

問
「
お
子
さ
ん
は
何
人
で
す
か
？
」

盛
「
息
子
一
人
、
娘
二
人
、
そ
れ
に
孫
二
人
で
す
」

問
「
現
在
も
な
お
宣
巻
の
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
？
」

盛
「
滅
多
に
し
ま
せ
ん
。
昼
間
に
友
人
が
頼
み
に
来
た
ら
や
る
く

ら
い
で
す
」

問
「
石
舎
村
に
は
廟
が
あ
り
ま
す
か
？
」

陳
「
二
つ
あ
り
ま
す
。
二
つ
あ
り
ま
す
よ
ね
？
」

盛
「
一
つ
は
柏
林
庵
で
す
」

陳
「
柏
林
庵
は
観
音
堂
で
、
も
う
一
つ
は
都
監
廟
と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
。
元
は
管
理
人
が
い
ま
し
た
」

問
「
誰
が
管
理
し
て
い
ま
し
た
か
？
」

盛
「
都
監
廟
は
陳
阿
土
が
、
柏
林
庵
は
陸
老
太
が
管
理
し
て
い
ま

し
た
」

夏
「
こ
こ
の
都
の
す
べ
て
の
土
地
廟
が
そ
の
管
理
下
に
あ
っ
た
の

で
、
都
監
廟
と
い
っ
た
よ
う
で
す
」

問
「
都
監
廟
は
何
を
祀
っ
て
い
る
の
で
す
か
？
」

盛
「
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
城
隍
神
で
す
」

問
「
こ
こ
に
は
ま
だ
特
別
な
信
仰
が
残
っ
て
い
ま
す
か
？
」

陳
「
一
つ
の
廟
に
多
く
の
神
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
信
仰
が

あ
り
ま
す
。
主
要
な
も
の
は
城
隍
神
で
あ
り
、
観
音
堂
に
は
観

音
が
い
ま
す
。
そ
の
他
の
廟
に
は
関
帝
な
ど
、
何
で
も
あ
り
ま

す
」

盛
「
観
音
堂
で
は
観
音
の
ほ
か
、
如
来
も
祀
っ
て
い
ま
す
」

陳
「
都
監
廟
で
は
さ
ら
に
十
殿
閻
王
を
祀
っ
て
い
ま
す
」

問
「
劉
王
（
劉
猛
将
）
を
祀
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
」

盛
「
こ
こ
に
は
劉
猛
将
は
い
ま
せ
ん
」

陳
「
劉
猛
将
は
単
独
で
祭
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
置

か
れ
ま
す
。
今
年
が
我
が
家
な
ら
、
来
年
は
別
の
家
へ
と
順
々

に
巡
り
ま
す
。
劉
猛
将
は
農
民
と
の
距
離
が
近
い
土
地
神
で
す
。

毎
年
み
な
劉
猛
将
を
担
ぎ
、
雨
が
降
ら
な
け
れ
ば
雨
が
降
る
よ

う
に
お
願
い
し
ま
す
」

夏
「
蝗
を
駆
逐
し
た
り
、
農
田
を
保
護
し
た
り
す
る
土
地
神
で

す
」

問
「
陸
老
太
と
陳
阿
土
は
男
で
す
か
？

そ
れ
と
も
女
で
す

か
？
」

陳
「
陸
老
太
は
女
、
陳
阿
土
は
男
で
す
。
と
も
に
独
り
身
の
老
人

で
す
」

問
「
こ
の
二
つ
の
廟
で
は
解
放
前
に
廟
会
が
あ
り
ま
し
た
か
？
」

陳
「
そ
の
時
々
で
打
�
（
壇
を
設
け
て
供
養
す
る
こ
と
）
は
や
っ

て
い
ま
し
た
が
、
当
時
決
ま
っ
た
廟
会
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
」
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盛
「
打
�
は
修
�
と
も
い
い
ま
し
た
」

陳
「
打
�
に
は
道
士
が
必
要
で
し
た
か
？
」

盛
「
必
要
で
し
た
。
蘇
州
城
内
の
玄
妙
観
に
行
っ
て
道
士
に
来
て

も
ら
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
解
放
の
前
年
に
は
打
�
は

行
い
ま
せ
ん
で
し
た
」

陳
「
毎
年
秋
に
は
誰
か
が
や
り
ま
し
た
が
、
不
定
期
に
固
定
し
た

廟
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

陳
「
打
�
は
観
音
堂
の
な
か
で
行
い
ま
し
た
か
？
」

盛
「
そ
う
で
す
」

陳
「
つ
ま
り
柏
林
庵
で
や
り
ま
し
た
。
芝
居
を
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
か
？
」

盛
「
打
�
の
時
は
一
日
観
音
堂
で
芝
居
を
し
ま
し
た
。
三
日
間
の

打
�
で
は
た
だ
精
進
料
理
を
食
べ
る
だ
け
で
す
が
、
四
日
目
の

最
終
日
に
は
精
進
落
し
を
し
ま
し
た
」

問
「
打
�
に
は
三
日
間
を
要
し
、
そ
の
三
日
間
は
精
進
料
理
を
食

べ
る
だ
け
で
、
三
日
目
が
終
了
し
た
後
の
四
日
目
が
芝
居
だ
っ

た
の
で
す
ね
？
」

陳
「
三
日
間
打
�
を
行
い
、
最
終
日
に
芝
居
を
や
り
ま
し
た
。
打

�
に
は
決
ま
り
が
あ
り
、
打
�
を
す
る
家
ご
と
に
い
く
ら
か
金

を
出
し
、
代
表
し
て
精
進
料
理
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
れ
を
三
日
間
食
べ
続
け
、
三
日
目
が
終
わ
っ
た
後
、

芝
居
を
し
ま
し
た
」

陳
「
芝
居
は
名
目
上
神
様
に
観
て
も
ら
う
た
め
の
も
の
で
す
が
、

実
際
に
は
人
に
観
せ
る
も
の
で
し
た
。
だ
か
ら
芝
居
が
終
わ
る

と
、
生
臭
い
も
の
を
食
べ
て
も
い
い
わ
け
で
す
」

問
「
一
座
は
ど
こ
か
ら
呼
ん
で
き
ま
し
た
か
？
」

盛
「
昆
劇
で
胡
弓
に
合
わ
せ
て
歌
う
も
の
で
す
。
こ
こ
の
地
元
の

浦
荘
〔
鎮
〕
か
ら
昆
劇
の
一
座
六
人
を
呼
び
ま
し
た
。
芝
居
に

は
金
が
か
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
六
人
は
み
な
柏
林
庵
の
弟
子

だ
っ
た
か
ら
で
す
」

問
「
打
�
の
時
、
宣
巻
を
す
る
の
で
す
か
？
」

盛
「
し
ま
せ
ん
」

陳
「
謝
�
は
誰
が
す
る
の
で
す
か
？
」

盛
「
謝
�
で
は
昆
曲
を
唄
い
ま
す
。
大
老
爺
が
帰
っ
て
く
れ
ば
、

昆
曲
を
唄
い
ま
す
。
謝
�
が
済
む
と
精
進
落
し
に
な
り
ま
す
」

問
「
昆
曲
を
唄
う
日
は
謝
�
で
、
そ
の
前
の
三
日
間
は
修
�
（
打

�
）、
四
日
目
は
謝
�
な
の
で
す
ね
。
四
日
間
の
う
ち
前
三
日

が
精
進
料
理
を
食
べ
て
打
�
し
、
四
日
目
の
謝
�
で
は
芝
居
を

観
て
生
臭
も
の
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
ね
？
」

問
「
城
隍
神
は
担
ぎ
出
さ
れ
ま
す
か
？
」

盛
「
担
ぎ
出
さ
れ
ま
せ
ん
」

問
「
二
つ
の
廟
は
現
在
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」

史
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陳
「
柏
林
庵
は
す
っ
か
り
な
く
な
り
、
す
で
に
家
屋
が
建
っ
て
い

ま
す
。
都
監
廟
は
現
在
村
人
た
ち
が
自
発
的
に
建
て
て
お
り
、

小
さ
な
も
の
が
あ
り
、
な
か
の
仏
は
み
な
い
ま
す
」

問
「
菩
薩
は
い
ま
す
か
？
」

陳
「
い
く
つ
か
い
ま
す
が
、
た
く
さ
ん
で
は
な
く
、
大
き
く
も
あ

り
ま
せ
ん
」

問
「
都
監
廟
は
こ
こ
か
ら
遠
い
で
す
か
？
」

陳
「
遠
く
あ
り
ま
せ
ん
」

問
「
ち
ょ
っ
と
見
に
い
っ
て
い
い
で
す
か
？
」

陳
「
い
い
で
す
よ
」

問
「
な
か
に
は
小
さ
な
菩
薩
が
い
ま
す
か
？
」

陳
「
多
分
い
る
で
し
ょ
う
」

陸
伯
清
氏
へ
の
聴
き
取
り
（
一
）

〔
日
時
〕
二
〇
〇
九
年
十
二
月
二
十
六
日

〔
場
所
〕
上
林
村
村
民
委
員
会
（
呉
中
区
横
�
街
道
上
林
村
）

〔
質
問
者
〕
夏
冰
、
太
田
出
、
山
本
英
史

（
１
）
満
年
齢
で
は
八
五
歳
で
あ
る
が
、
数
え
年
で
年
齢
を
述
べ
る
こ

と
が
一
般
的
な
た
め
、
八
六
歳
と
な
る
。

（
２
）
こ
こ
で
盛
氏
が
い
う
「
糧
票
」
と
は
小
作
料
の
納
入
を
通
知
す

る
納
租
通
知
票
、
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
「
租
由
」
と
か
「
租
�
」

と
か
と
呼
ば
れ
た
も
の
の
意
で
あ
る
。「
糧
票
」
と
は
一
般
に
租
税

の
納
入
を
通
知
す
る
納
税
通
知
票
を
い
う
た
め
、
盛
氏
に
若
干
の

混
乱
が
見
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）
経
手
人
が
ど
の
よ
う
な
者
か
定
か
で
は
な
い
。
租
桟
の
責
任
者

で
あ
る
賑
席
〈
知
数
師
爺
〉
の
蓋
然
性
が
高
い
。
納
租
通
知
票
は

通
常
〈
催
甲
〉
が
各
戸
に
発
給
す
る
が
、〈
催
甲
〉
が
不
在
の
場
合

は
〈
地
方
〉
が
代
わ
っ
て
行
う
場
合
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
４
）
『
上
林
郷
志
』
五
三
頁
に
よ
る
と
小
作
料
は
田
の
遠
近
や
肥
痩

に
応
じ
て
決
め
ら
れ
、
一
般
的
に
は
毎
畝
一
石
二
斗
の
玄
米
（
二

五
五
斤
に
相
当
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（
５
）
〈
経
造
〉
が
配
布
す
る
糧
票
は
国
税
を
納
め
る
た
め
の
も
の
で
、

土
地
所
有
者
に
対
し
て
配
布
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
い
う

「
租
戸
」
と
は
、
宅
基
地
や
墳
地
を
所
有
し
、
課
税
対
象
と
す
る
土

地
が
あ
る
佃
戸
を
指
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）
盛
氏
は
先
に
横
�
鎮
に
は
分
桟
は
な
か
っ
た
と
回
答
し
て
い
る
。

ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
未
確
認
。

（
７
）
「
担
」
は
市
担
の
こ
と
。
一
担
は
市
斤
の
一
〇
〇
倍
で
、
約
五

〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
相
当
す
る
。

（
８
）
陳
俊
才
氏
は
先
に
盛
法
正
は
〈
甲
長
〉
を
兼
ね
て
い
た
と
発
言

し
て
お
り
、
盛
氏
の
証
言
と
矛
盾
す
る
。
ま
た
、
陳
氏
は
〈
保

長
〉
が
〈
地
方
〉
に
相
当
す
る
か
と
い
う
問
い
に
同
意
し
て
お
り
、

こ
れ
も
矛
盾
す
る
が
、
し
ば
し
保
留
し
て
お
く
。

（
９
）
陳
氏
は
先
に
盛
法
正
が
〈
甲
長
〉
を
兼
ね
て
い
た
と
発
言
し
て

お
り
、〈
保
長
〉
が
〈
地
方
〉
に
相
当
す
る
か
と
い
う
問
い
に
同
意

し
て
い
る
の
は
矛
盾
す
る
。
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〔
回
答
者
〕
陸
伯
清

〔
内
容
概
略
〕
家
庭
状
況
、
個
人
の
経
歴
、
父
親
が
経
造
で
あ
っ

た
時
の
状
況

〔
整
理
〕
夏
冰

問
「
お
名
前
は
？
」

答
「
陸
伯
清
と
い
い
ま
す
」

問
「
ほ
か
に
名
前
を
お
持
ち
で
す
か
？
」

答
「
あ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
小
さ
な
時
に
小
名
（
幼
名
）
が
あ

り
ま
し
た
。
他
に
は
あ
り
ま
せ
ん
」

問
「
今
年
お
い
く
つ
で
す
か
？
」

答
「
八
二
歳
で
す
」

問
「
辰
年
で
す
ね
」

答
「
そ
う
。
辰
年
で
す
」

問
「
生
年
月
日
は
？
」

答
「
一
九
二
八
年
十
月
十
三
日
で
す
。
こ
れ
は
陰
暦
の
誕
生
日
で

す
が
、
現
在
は
み
な
陽
暦
で
い
い
ま
す
」

問
「
ど
こ
で
お
生
れ
に
な
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
こ
こ
で
す
が
、
こ
の
村
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
元
の
名
は
後
里

�
、
現
在
の
名
は
長
遠
新
村
ま
た
は
長
遠
村
で
す
」

問
「
お
父
さ
ん
の
お
名
前
は
？
」

答
「
父
は
陸
乾
初
と
い
い
ま
し
た
。
乾
隆
帝
の
乾
、
初
一
、
初
二

の
初
で
す
」

問
「
別
の
名
前
を
お
持
ち
で
し
た
か
？
」

答
「
あ
り
ま
せ
ん
」

問
「
何
年
の
お
生
ま
れ
か
、
わ
か
り
ま
す
か
？
」

答
「
わ
か
り
ま
せ
ん
」

問
「
干
支
は
何
で
し
た
か
？
」

答
「
午
で
し
た
」

問
「
何
年
に
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
七
六
歳
の
時
で
し
た
。
一
九
八
何
年
か
、
よ
く
覚
え
て
い
ま

せ
ん
。
今
生
き
て
い
た
ら
一
〇
四
歳
で
す
（
1
）
」

問
「
お
父
さ
ん
も
こ
こ
の
後
里
�
の
人
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
」

問
「
お
父
さ
ん
は
以
前
に
ど
ん
な
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
し
た

か
？
」

答
「
何
年
で
あ
っ
た
か
は
記
憶
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
爺
さ
ん
が
以

前
〈
地
方
〉
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
爺
さ
ん
が
〈
地

方
〉
で
あ
っ
た
時
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
多
分
ア

ヘ
ン
を
吸
っ
た
こ
と
か
ら
ク
ビ
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ア
ヘ

ン
を
吸
っ
て
金
を
使
い
果
た
し
た
た
め
、
辞
め
さ
せ
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
」
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問
「
な
ら
ば
お
父
さ
ん
は
？

お
父
さ
ん
も
〈
地
方
〉
だ
っ
た
の

で
は
？
」

答
「
爺
さ
ん
が
亡
く
な
る
と
、
他
の
人
に
そ
の
ポ
ス
ト
を
譲
り
ま

し
た
。
よ
く
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
日
本
軍
が
や
っ
て
き
た
時
、

父
は
そ
の
ポ
ス
ト
を
取
り
戻
し
ま
し
た
。
そ
の
人
が
死
ん
だ
の

で
父
に
役
目
が
ま
た
回
っ
て
き
た
の
で
す
。
恐
ら
く
父
は
〈
地

方
〉
を
二
年
間
は
や
っ
た
で
し
ょ
う
」

問
「
二
年
間
と
は
日
中
戦
争
後
の
こ
と
で
す
か
？
」

答
「
そ
の
後
、
解
放
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
が
解
放
で
し
た
（
2
）
」

問
「
そ
れ
で
は
〈
経
造
〉
を
さ
れ
た
こ
と
は
？
」

答
「〈
経
造
〉
と
は
〈
地
方
〉
の
こ
と
で
あ
り
、〈
地
方
〉
と
は

〈
経
造
〉
の
こ
と
で
す
。
田
を
管
理
し
ま
し
た
（
3
）
」

問
「
具
体
的
に
は
ど
ん
な
こ
と
を
さ
れ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
自
分
の
土
地
は
当
時
み
な
そ
れ
ぞ
れ
の
家
が
持
っ
て
い
ま
し

た
。
裕
福
な
者
は
た
く
さ
ん
、
貧
乏
な
者
は
わ
ず
か
し
か
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
貧
し
い
家
に
も
自
分
の
房
基
地
、
屋
基
地
、

宅
基
地
（
4
）
、
墳
地
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、
租
田
（
小
作
地
）
を

自
分
の
土
地
に
は
で
き
ず
、
そ
こ
に
墓
を
造
る
こ
と
も
、
家
屋

を
建
て
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
（
5
）
。
そ
れ
は
必
ず
自
分
の

土
地
で
な
く
て
は
だ
め
で
し
た
。
自
耕
地
、
墳
地
、
宅
基
地
は

み
な
自
分
の
土
地
で
、
こ
れ
ら
は
み
な
自
分
が
管
理
で
き
る
も

の
で
し
た
。
そ
こ
で
必
ず
税
を
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

税
額
が
通
知
さ
れ
ま
し
た
。
土
地
い
く
ら
い
く
ら
を
持
っ
て
お

れ
ば
、
御
上
か
ら
は
い
く
ら
い
く
ら
の
税
額
が
通
知
さ
れ
ま
し

た
。
糧
串
（
納
税
通
知
書
）
に
は
、
た
と
え
ば
張
三
に
は
税
額

幾
分
幾
厘
で
す
が
、
幾
畝
か
の
田
を
持
つ
李
四
の
場
合
で
は
税

額
が
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
同
じ
額
と
は
限
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
こ
で
〈
経
造
〉
は
家
ご
と
に
一
枚
の
糧
串
を
配
り
ま
し

た
。
糧
串
が
配
ら
れ
る
と
、
我
々
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
分
で

税
を
納
め
に
い
き
ま
し
た
。
今
述
べ
て
い
る
の
は
国
税
（
租

税
）
の
こ
と
で
、
小
作
料
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の

土
地
を
持
た
な
い
者
に
対
し
て
も
屋
基
地
や
墳
地
が
あ
る
た
め

糧
串
の
発
給
が
必
要
で
し
た
。
だ
か
ら
各
家
に
は
み
な
納
税
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
今
で
い
う
国
の
も
の

で
あ
り
、
地
主
に
払
う
小
作
料
と
は
違
う
も
の
で
す
。
小
作
料

を
得
る
地
主
の
場
合
も
、
田
は
そ
こ
に
あ
り
、
地
主
の
田
に
対

し
て
も
糧
串
を
配
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
規
則

で
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
地
主
の
収
租
（
小
作
料
の
取
り
立

て
）
は
私
人
の
行
為
で
す
が
、
こ
れ
は
公
家
の
租
税
で
あ
り
、

地
主
も
ま
た
納
税
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「
不
動
産
売
買
な
ど
の
名
義
変
更
業
務
に
〈
経
造
〉
は
関
わ
り

ま
せ
ん
で
し
た
か
？
」
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答
「
た
と
え
ば
土
地
を
購
入
す
る
に
は
過
戸
（
名
義
書
き
換
え
）

が
必
要
で
、
そ
れ
に
は
〈
経
造
〉
が
立
ち
会
わ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
つ
ま
り
過
戸
と
は
、
自
分
の
も
の
で
な
か
っ
た
土

地
が
自
分
の
も
の
に
変
わ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
以
後
は
自
分
が

納
税
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
し
た
。
御
上
の

糧
票
（
糧
串
）
に
お
い
て
自
分
の
名
に
書
き
換
え
る
こ
と
を
要

し
ま
す
。
だ
か
ら
そ
れ
を
「
換
糧
串
」
と
い
い
ま
し
た
。
ど
ん

な
土
地
で
も
名
義
変
更
な
ど
が
あ
れ
ば
「
換
糧
串
」
を
必
要
と

し
ま
し
た
」

問
「
不
動
産
売
買
が
成
立
す
る
と
、〈
経
造
〉
は
手
数
料
を
求
め

ま
し
た
か
？
」

答
「
求
め
ま
し
た
。「
過
戸
費
」
と
い
い
ま
し
た
」

問
「
い
く
ら
求
め
ま
し
た
か
。
売
買
額
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
？
」

答
「
わ
か
り
ま
せ
ん
。
売
買
額
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
糧
票
（
糧
串
）
を
発
給
す
る
時
、
こ
れ

こ
れ
の
畝
数
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
額
を
求
め
る
、

こ
れ
を
「
役
費
銭
」
と
い
い
ま
し
た
が
、
過
戸
費
も
そ
の
よ
う

な
も
の
で
し
た
」

問
「
過
戸
の
際
に
は
契
約
を
取
り
交
わ
す
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

か
？
」

答
「
田
の
売
買
に
「
做
紙
頭
」（
契
約
）
が
必
要
で
し
た
」

問
「
そ
れ
で
は
「
做
紙
頭
」
に
も
〈
経
造
〉
の
立
会
い
が
必
要
で

し
た
か
？
」

答
「〈
経
造
〉
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
契
約
書
を
作
る
人
が
中
人

（
立
会
人
）
に
な
り
ま
し
た
。
中
人
は
中
人
で
あ
り
、「
做
紙

頭
」
は
「
做
紙
頭
」
で
す
。
父
に
契
約
書
の
作
成
を
頼
ま
な
け

れ
ば
、
父
は
そ
れ
に
関
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
父
に
中
人
を

頼
む
こ
と
が
あ
れ
ば
、
父
は
中
人
に
な
り
ま
し
た
。
信
頼
す
る

者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
中
人
に
な
る
こ
と
を
頼
み
ま
し
た
。〈
経

造
〉
の
主
要
業
務
は
糧
串
の
発
給
だ
け
に
責
任
を
負
う
も
の
で

し
た
」

問
「
村
に
は
�
過
戸
換
糧
串
�
の
記
録
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん

か
？
」

答
「
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
よ
く
は
覚
え
て
い
な
い
の
で
す
が
、
そ

れ
は
御
上
が
記
録
す
る
も
の
で
、
村
で
は
御
上
に
報
告
す
る
だ

け
で
し
た
」

問
「
御
上
と
は
ど
こ
の
こ
と
で
す
か
？
」

答
「
御
上
と
は
た
と
え
ば
こ
の
県
の
こ
と
で
す
。
こ
こ
四
都
の
田

で
あ
れ
ば
、
そ
こ
の
〈
経
造
〉
が
県
に
赴
き
、
四
都
の
糧
串
を

受
け
取
り
ま
し
た
。
他
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
も
四
都
の
田
で
は

な
い
の
で
四
都
五
都
の
糧
串
を
も
ら
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
こ
だ
け
の
田
で
あ
れ
ば
、
四
都
の
糧
串
を
受
け
取
る
こ
と
は

史
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可
能
で
し
た
」

問
「
県
で
糧
串
の
作
成
が
完
了
し
た
ら
、〈
経
造
〉
は
そ
れ
を
村

人
た
ち
に
配
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
」

答
「
そ
う
、
配
る
だ
け
で
済
み
ま
し
た
。
名
義
異
動
な
ど
の
変
化

に
つ
い
て
は
県
が
す
べ
て
把
握
し
て
い
ま
し
た
」

問
「
糧
串
を
配
る
の
に
収
入
は
あ
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
糧
串
を
配
る
時
、
役
費
銭
ま
た
は
「
出
香
」
が
も
ら
え
ま
す
。

出
香
と
は
坊
さ
ん
に
渡
す
よ
う
な
も
の
で
、
た
と
え
ば
村
人
が

田
数
畝
持
っ
て
い
れ
ば
、
一
、
二
石
の
米
を
渡
し
ま
し
た
」

問
「
田
一
畝
で
一
石
の
米
？
」

答
「
田
一
畝
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
よ
く
わ
か

り
ま
せ
ん
。
出
香
は
ち
ょ
っ
と
の
米
を
渡
す
だ
け
で
し
た
。
別

の
所
で
は
銭
を
渡
し
ま
し
た
。〈
経
造
〉
は
糧
串
を
配
る
時
に

出
香
を
受
け
取
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
代
わ
り
に
役
費
銭
を
も
ら

い
ま
し
た
。
何
元
か
、
み
な
と
て
も
安
い
も
の
で
し
た
」

問
「
役
費
銭
は
お
父
さ
ん
に
渡
さ
れ
る
も
の
で
し
た
か
、
そ
れ
と

も
県
に
？
」

答
「
役
費
銭
は
父
に
渡
さ
れ
る
も
の
で
し
た
」

問
「
役
費
銭
は
家
ご
と
戸
ご
と
に
渡
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

す
か
？
」

答
「
こ
れ
は
糧
串
の
記
載
額
の
多
少
に
よ
り
ま
し
た
。
土
地
が
わ

ず
か
し
か
な
い
場
合
は
一
切
銭
を
渡
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

金
が
な
い
た
め
で
す
。
そ
う
、
こ
れ
は
一
種
の
手
続
費
で
す
」

問
「
お
父
さ
ん
は
〈
経
造
〉
の
他
に
何
を
さ
れ
て
い
ま
し
た

か
？
」

答
「
何
も
し
て
い
ま
せ
ん
」

問
「
自
分
で
農
業
し
て
い
た
と
か
？
」

答
「
農
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
白
酒
を
造
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
の
黄
酒
や
白
酒
は
と
て
も
有
名
で
す
」

問
「
白
酒
造
り
は
自
分
が
飲
む
た
め
、
そ
れ
と
も
売
る
た
め
？
」

答
「
売
る
た
め
で
す
。
以
前
に
は
行
（
酒
造
業
者
）
が
あ
り
ま
し

た
。
行
が
提
供
す
る
米
で
酒
を
造
り
、
酒
が
で
き
る
と
行
に
渡

す
。
一
定
量
の
米
か
ら
相
当
量
の
酒
が
で
き
る
と
持
っ
て
い
く
、

こ
の
よ
う
に
米
は
米
の
値
で
あ
っ
て
も
酒
は
酒
の
値
に
な
り
ま

し
た
。
加
工
賃
の
よ
う
な
も
の
で
す
」

問
「
家
に
は
田
が
何
畝
あ
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
私
の
子
供
の
時
は
小
作
地
が
六
畝
あ
ま
り
あ
り
ま
し
た
。
す

べ
て
耕
作
し
て
い
ま
し
た
。
六
畝
六
分
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

家
屋
は
自
分
の
も
の
で
し
た
。
家
屋
は
す
べ
て
自
分
の
土
地
に

建
て
た
も
の
で
、
そ
れ
は
先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
す
」

問
「
小
作
料
は
誰
に
納
め
て
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
木
�
の
厳
氏
―
全
部
が
木
�
の
厳
氏
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だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
部
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
父
が
木

�
の
厳
氏
と
い
っ
て
い
る
の
を
聞
い
て
い
ま
し
た
」

問
「
当
時
家
の
主
な
収
入
源
は
農
業
で
す
か
、
酒
造
り
で
す
か
？

そ
れ
と
も
〈
経
造
〉
？
」

答
「
主
は
農
業
で
す
。
酒
造
り
も
そ
れ
な
り
の
収
入
で
し
た
。

〈
経
造
〉
の
収
入
だ
け
で
は
生
活
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。〈
経
造
〉
の
収
入
は
役
費
銭
で
す
。
主
な
収
入
は
農
業
に

よ
る
も
の
で
、
酒
造
り
は
副
業
で
し
た
。
農
閑
期
の
特
に
仕
事

の
な
い
時
に
我
々
は
酒
を
造
り
ま
し
た
。
冬
は
耕
作
が
で
き
な

い
の
で
酒
を
造
り
ま
し
た
」

問
「
そ
れ
な
ら
な
ぜ
さ
ら
に
〈
経
造
〉
を
や
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
す
か
？
」

答
「
わ
か
り
ま
せ
ん
。
一
族
の
年
長
者
は
若
い
者
に
対
し
て
こ
の

よ
う
な
こ
と
は
や
っ
て
は
な
ら
な
い
、
御
上
の
こ
と
に
は
関
わ

っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
い
つ
け
て
い
ま
し
た
。
曽
祖
父
は
爺
さ

ん
に
そ
の
よ
う
に
戒
め
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
人
が
あ
る
こ

と
で
祖
父
を
訪
ね
て
き
て
、
こ
の
田
が
誰
の
も
の
か
と
尋
ね
ま

し
た
。
一
本
の
木
で
さ
え
、
こ
れ
は
本
来
誰
の
も
の
か
、
そ
の

人
は
わ
か
ら
な
い
が
〈
経
造
〉
は
わ
か
り
ま
し
た
。
御
上
の
飯

を
食
っ
て
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
ろ
く
な
こ
と
が
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
」

問
「
で
は
お
祖
父
さ
ん
は
曽
祖
父
さ
ん
の
い
い
つ
け
を
守
ら
な
か

っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
も
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
人
は
い
ろ
ん

な
こ
と
を
勝
手
に
祖
父
の
と
こ
ろ
に
持
ち
込
み
、
持
ち
主
の
は

っ
き
り
し
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
み
な
祖
父
に
尋
ね
ま
し
た
。
そ

こ
で
祖
父
は
誰
の
も
の
か
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
解

決
で
き
な
け
れ
ば
恨
み
を
買
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
祖
父
は

土
地
に
関
わ
る
だ
け
に
し
て
も
昔
の
地
方
官
み
た
い
な
も
の
で

し
た
。
そ
う
、〈
地
保
〉
と
同
じ
で
し
た
」

問
「
何
か
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
れ
ば
、
み
な
お
父
さ
ん
が
処
理
し
た
の

で
す
ね
？
」

答
「
知
っ
て
い
れ
ば
、
父
は
み
な
に
話
し
ま
し
た
。
こ
の
人
は
こ

の
家
に
生
ま
れ
た
か
ら
こ
の
家
の
者
だ
と
か
、
た
と
え
ば
土
地

の
な
か
で
こ
の
部
分
は
お
前
の
も
の
で
、
あ
の
部
分
は
私
の
も

の
だ
と
か
。
一
本
の
木
が
二
つ
の
家
の
真
ん
中
に
生
え
て
い
る
。

そ
こ
で
両
家
は
所
有
権
を
め
ぐ
っ
て
言
い
争
い
、
け
ん
か
に
な

る
。
そ
こ
で
父
の
出
番
に
な
る
。
そ
の
木
が
ど
っ
ち
に
属
す
る

か
言
え
な
い
場
合
は
、
い
っ
そ
の
こ
と
抜
き
取
る
し
か
な
い
。

こ
ん
な
ふ
う
に
父
は
調
停
し
ま
し
た
」

問
「
お
父
さ
ん
が
担
当
さ
れ
た
図
は
ど
こ
で
し
た
？
」

答
「
こ
の
四
都
上
四
図
で
し
た
。
こ
こ
に
は
さ
ら
に
〔
南
に
〕
下
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四
図
が
あ
り
、
担
当
は
四
図
の
半
分
だ
け
で
し
た
。
上
四
図
と

下
四
図
を
合
わ
せ
る
と
、
四
都
四
図
に
な
り
ま
す
。
上
林
村
の

新
光
が
そ
の
下
四
図
で
し
た
。
以
前
は
新
光
と
い
っ
て
い
ま
し

た
が
、
今
で
は
上
林
村
に
変
わ
り
ま
し
た
。
前
は
新
光
大
隊
で

し
た
（
6
）
。
下
四
図
に
は
別
の
〈
経
造
〉
が
い
ま
し
た
」

問
「
下
四
図
は
誰
の
担
当
だ
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
下
四
図
を
担
当
し
て
い
た
者
は
み
な
死
に
ま
し
た
」

問
「
名
前
は
何
と
い
い
ま
し
た
か
？
」

問
「
早
く
に
亡
く
な
り
、
年
も
ま
だ
若
か
っ
た
。
そ
の
後
、
解
放

を
迎
え
ま
し
た
。
韓
ス
ー
イ
ン
（
四
金
？
）
な
い
し
パ
オ
ス
ー

チ
ン
（
包
四
金
？
）
と
か
い
い
ま
し
た
が
、
訴
え
ら
れ
て
銃
殺

さ
れ
ま
し
た
。
幹
部
を
や
っ
て
い
た
時
に
ど
ん
な
過
ち
を
し
で

か
し
た
か
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
訴
え
ら
れ
ま
し
た
」

問
「
そ
の
人
も
〈
経
造
〉
だ
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
そ
の
父
親
は
〈
経
造
〉
で
し
た
。
韓
聾
彭
（
韓
聾
子
）
と
か

韓
ウ
ェ
イ
ユ
（
偉
余
？
）
と
か
い
い
ま
し
た
。
そ
の
子
が
ス
ー

チ
ン
で
す
。
み
な
彼
を
パ
オ
ス
ー
チ
ン
、
パ
オ
ス
ー
チ
ン
と
呼

ん
で
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
そ

れ
以
前
の
四
図
全
体
を
管
轄
す
る
〈
経
造
〉
は
ル
ー
イ
ン
チ
ー

で
し
た
。
ル
ー
爺
さ
ん
が
亡
く
な
る
と
韓
聾
子
と
私
の
父
と
が

後
を
継
ぎ
ま
し
た
。
ル
ー
イ
ン
チ
ー
を
漢
字
で
ど
う
書
く
か
は

わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
時
、
私
は
ま
だ
小
さ
か
っ
た
も
の
で
す

か
ら
」

問
「
四
図
の
二
つ
の
区
域
は
す
べ
て
お
二
人
の
担
当
で
し
た

か
？
」

答
「
そ
う
で
す
」

問
「
当
時
お
父
さ
ん
は
家
に
底
冊
（
7
）
を
お
持
ち
で
し
た
か
？
」

答
「
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
一
切
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
以
前
は
ヨ
ウ
ピ
ヤ
オ
を
持
っ
て
い
っ
て
配
れ

ば
、
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で
す
」

問
「
油
紙
の
こ
と
で
す
か
？
」

答
「
油
紙
で
は
な
く
、
由
票
つ
ま
り
糧
票
の
こ
と
で
す
。
油
紙
と

は
違
い
ま
す
。
そ
ん
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
」

問
「
糧
串
を
発
給
す
る
時
、
存
根
（
控
え
）
は
あ
り
ま
し
た

か
？
」

答
「
あ
り
ま
せ
ん
。
御
上
が
何
枚
か
の
糧
串
を
渡
し
ま
す
。
何
枚

渡
す
か
は
管
理
戸
数
に
よ
り
ま
す
。〈
経
造
〉
は
村
人
た
ち
に

糧
票
を
配
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
で
す
」

問
「
鎮
や
県
に
行
っ
て
会
合
し
た
こ
と
は
？
」

答
「
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
毎
年
冬
至
の
頃
に
な
る
と
糧
串
を
県
城

に
受
け
取
り
に
い
き
、
そ
れ
を
持
ち
帰
っ
て
配
れ
ば
、
そ
れ
で

よ
か
っ
た
の
で
す
。
だ
い
た
い
冬
至
の
時
に
す
べ
て
の
糧
串
を
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用
意
し
て
お
き
ま
し
た
」

問
「
あ
な
た
は
お
父
さ
ん
の
手
伝
い
を
し
て
一
緒
に
糧
串
を
配
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
」

答
「
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
小
さ
か
っ
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
事
柄

は
十
分
に
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
今
話
し
て
い
る
の
は
父
か
ら
聞

い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
」

問
「
こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
日
中
戦
争
以
前
の
こ
と
で
す
か
？
」

答
「
解
放
前
の
こ
と
で
す
」

問
「
税
を
納
め
な
い
家
が
あ
れ
ば
、
ど
う
し
ま
し
た
か
？
」

答
「
こ
れ
は
さ
す
が
に
わ
か
り
ま
せ
ん
。
み
ん
な
納
め
ま
し
た
か

ら
」

問
「
納
税
に
は
直
接
県
城
に
赴
く
の
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
。
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
税
が
そ
ん
な
に
多
く

な
い
家
も
結
構
あ
り
ま
し
た
。
地
主
は
税
が
多
か
っ
た
で
す
。

彼
ら
の
所
有
す
る
田
が
多
く
、
小
作
に
出
す
場
合
は
税
が
最
多

で
し
た
。
小
作
料
を
取
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
国
の
税
を
払
わ

な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
国
の
税
を
納
め
な
け
れ
ば
処
罰

さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
こ
の
村
で
は
納
税
は
本
当
に
わ
ず
か
で
、

税
を
納
め
な
く
て
も
、
督
促
し
に
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
村
人

は
数
分
の
田
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
、
納
税
し
て
も
数
元
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
小
作
料
に
比
べ
て
安
か
っ
た
の
で
す
。
租

税
は
安
い
も
の
で
、
さ
ほ
ど
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

小
作
料
は
高
い
も
の
で
し
た
」

問
「
村
人
は
税
を
お
父
さ
ん
に
納
め
た
の
で
す
か
、
そ
れ
と
も
直

接
県
に
持
っ
て
い
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
直
接
県
に
行
っ
て
納
め
ま
し
た
」

問
「
地
主
も
そ
う
し
ま
し
た
か
」

答
「
地
主
も
…
…
、
そ
う
で
し
た
」

問
「
彼
ら
も
直
接
県
に
行
っ
て
納
め
ま
し
た
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
い
ろ
い
ろ
面
倒
に
な
り
ま
し

た
。〈
経
造
〉
は
糧
票
を
配
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
り
、

配
っ
た
村
人
た
ち
が
税
を
納
め
た
か
ど
う
か
は
関
係
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
」

問
「〈
経
造
〉
は
納
税
を
代
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
か
？
」

答
「
わ
か
り
ま
せ
ん
」

問
「
お
母
さ
ん
の
お
名
前
は
？
」

答
「
母
は
私
が
五
歳
の
時
に
亡
く
な
り
ま
し
た
」

問
「
苗
字
は
？
」

答
「
苗
字
は
鄭
で
し
た
。
こ
の
裏
で
農
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
舅

父
（
母
の
兄
弟
）
は
大
工
を
し
て
い
ま
し
た
」

問
「
お
母
さ
ん
の
お
名
前
は
何
で
し
た
か
？
」

答
「
名
前
は
全
元
で
す
。
た
だ
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
母
親
の
名

史
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を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
の
で
す
。
母
親
の
実
家
で
「
全
元
」

「
全
元
」
と
い
っ
て
い
た
こ
と
だ
け
を
覚
え
て
い
ま
す
」

問
「
ど
こ
の
村
の
方
で
し
た
か
？
」

答
「
こ
こ
の
後
巷
村
で
す
（
8
）
。
以
前
は
俗
に
後
巷
橋
と
い
っ
て
い
ま

し
た
」

問
「〈
経
造
〉
は
催
租
（
小
作
料
納
入
の
督
促
）
を
行
わ
な
か
っ

た
の
で
す
か
？
」

答
「
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
催
租
は
催
租
す
る
人
が
い
ま
し
た
」

問
「〈
図
董
〉
と
い
う
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
」

答
「〈
図
董
〉
と
は
つ
ま
り
〈
地
方
〉
や
〈
経
造
〉
の
こ
と
で
す
。

〈
図
董
〉
は
便
宜
的
な
名
称
で
、
そ
れ
ら
は
事
実
上
以
前
の

〈
地
保
〉
で
す
。〈
地
保
〉
は
つ
ま
り
〈
図
分
〉
の
こ
と
で
あ
り
、

四
都
四
図
は
一
人
の
〈
図
分
〉
が
担
当
し
て
い
ま
し
た
。〈
図

董
〉〈
図
分
〉
は
、
そ
の
実
一
人
で
あ
り
、
以
前
は
〈
地
保
〉

で
し
た
」

問
「〈
図
正
〉
と
い
う
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
」

答
「
あ
り
ま
せ
ん
」

問
「
も
し
村
で
殺
人
事
件
が
起
こ
っ
た
ら
〈
経
造
〉
は
関
わ
ら
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
？
」

答
「
は
い
。
こ
の
村
で
死
ん
だ
ら
〈
経
造
〉
は
関
わ
ら
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「
警
察
が
来
た
ら
一
緒
に
調
べ
に
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
か
？
」

答
「
あ
っ
、
そ
れ
は
〈
地
方
〉
で
す
。〈
地
方
〉
で
す
。
当
時
、

郷
、
保
、
甲
に
は
そ
れ
ぞ
れ
〈
郷
長
〉、〈
保
長
〉、〈
甲
長
〉
が

お
り
、
そ
ん
な
時
に
は
一
緒
に
行
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
こ
こ

の
保
内
で
死
ん
だ
ら
、
こ
こ
の
〈
保
長
〉
が
捜
査
に
同
行
し
、

こ
こ
の
図
内
で
死
ん
だ
ら
、
こ
こ
の
図
の
〈
地
方
〉
が
地
方
官

に
報
告
に
行
き
ま
し
た
。
殺
人
事
件
が
起
こ
れ
ば
、〈
保
長
〉

や
〈
郷
長
〉
も
み
な
加
わ
っ
て
報
告
に
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
」

問
「
裁
判
の
時
、〈
経
造
〉
は
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
か
？
」

答
「
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」

問
「〈
郷
鎮
丁
〉
に
つ
い
て
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
」

答
「〈
郷
鎮
丁
〉
と
〈
郷
丁
〉
は
当
時
い
ま
し
た
。〈
郷
丁
〉
は
旧

社
会
で
は
〈
郷
長
〉
の
身
の
周
り
で
働
く
手
下
で
し
た
。〈
郷

長
〉
は
彼
ら
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
さ
せ
ま
し
た
」

問
「
あ
な
た
は
い
く
つ
で
勉
強
を
始
め
ま
し
た
か
？
」

答
「
八
歳
か
ら
で
す
」

問
「
ど
こ
で
勉
強
し
ま
し
た
か
？
」

答
「
は
だ
し
の
医
者
の
と
こ
ろ
で
す
。
旧
式
の
学
校
で
老
先
生
に
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頼
ん
で
い
ま
し
た
。
東
北
村
の
周
仲
祥
の
家
で
す
。
そ
こ
に
は

昔
の
や
り
方
で
教
え
る
先
生
が
一
人
い
ま
し
た
」

問
「
そ
の
老
先
生
は
何
と
い
う
名
前
で
し
た
か
？
」

答
「
老
先
生
は
…
…
、
ど
ん
な
字
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、

陶
シ
ャ
ン
テ
ィ
エ
ン
と
い
い
ま
し
た
。
陶
シ
ャ
ン
テ
ィ
エ
ン
と

い
い
、
姓
が
陶
だ
っ
た
こ
と
だ
け
を
知
っ
て
い
ま
す
」

問
「
何
年
勉
強
し
ま
し
た
か
？
」

答
「
大
概
八
歳
、
九
歳
の
二
年
間
で
す
。
二
年
経
た
な
い
う
ち
に

先
生
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」

問
「
勉
強
の
内
容
は
昔
の
ま
ま
で
し
た
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
が
…
…
」

問
「
算
数
な
ん
て
も
の
は
？
」

答
「
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
あ
と
で
算
盤
は
や
り
ま
し
た
」

問
「
算
盤
も
老
先
生
が
教
え
た
の
で
す
か
？
」

答
「
い
や
、
あ
と
か
ら
横
�
鎮
に
行
っ
て
習
い
ま
し
た
」

問
「
九
歳
で
横
�
鎮
に
行
っ
た
？
」

答
「
一
〇
歳
で
し
た
」

問
「
横
�
鎮
に
行
っ
て
何
を
習
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
一
年
生
で
し
た
」

問
「
横
�
小
学
校
の
で
す
か
？
」

答
「
ど
ん
な
学
校
だ
っ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
新
式
の
学
校
で

し
た
」

問
「
い
つ
ご
ろ
ま
で
勉
強
し
て
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
二
年
生
に
な
る
と
、
日
本
軍
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
日
本
軍

が
来
る
と
、
学
校
は
閉
鎖
さ
れ
、
勉
強
は
ス
ト
ッ
プ
し
ま
し
た
。

一
一
歳
の
時
、
日
本
軍
が
来
た
の
で
す
」

問
「
そ
れ
で
は
勉
強
し
な
く
な
っ
た
あ
と
は
ど
う
し
た
の
で
す

か
？
」

答
「
家
で
農
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
田
の
耕
し
方
、
牛
の
育
て
方
、

草
の
引
き
方
な
ど
を
学
ん
で
い
ま
し
た
。
農
業
や
か
ま
ど
で
の

火
を
起
し
方
な
ど
、
こ
ま
ご
ま
と
し
た
事
柄
を
覚
え
て
、
家
事

に
励
ん
で
い
ま
し
た
」

問
「
い
つ
ま
で
そ
れ
を
続
け
て
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
二
二
歳
で
解
放
を
迎
え
る
時
ま
で
で
す
。
二
五
歳
に
な
っ
た

時
（
一
九
五
二
年
）、
蘇
州
に
行
き
ま
し
た
。
蘇
州
に
行
っ
て

楽
器
を
作
り
ま
し
た
。
民
族
楽
器
で
す
」

問
「
工
場
に
入
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
あ
と
で
工
場
に
入
り
ま
し
た
」

問
「
蘇
州
に
行
っ
た
時
は
蘇
州
の
店
で
働
く
た
め
だ
っ
た
の
で
す

か
？
」

問
「
蘇
州
の
店
で
働
く
つ
も
り
で
し
た
。
民
族
楽
器
の
店
は
五
、

六
年
す
る
と
公
私
合
営
と
な
っ
た
の
で
、
そ
の
後
工
場
に
行
き

史
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ま
し
た
」

問
「
土
地
改
革
の
時
、
あ
な
た
方
の
家
は
ど
ん
な
査
定
を
受
け
ま

し
た
か
？
」

答
「
中
農
で
し
た
」

問
「
お
父
さ
ん
は
後
の
政
治
運
動
に
お
い
て
何
か
批
判
を
受
け
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
」

答
「
別
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
文
化
大
革
命
の
時
に
は
一
度
あ

り
ま
し
た
が
…
…
」

問
「
文
革
中
に
な
ぜ
批
判
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す

か
？
」

答
「〈
経
造
〉
を
し
て
い
た
か
ら
で
す
」

問
「
蘇
州
の
楽
器
店
の
名
称
は
？
」

答
「
谷
景
興
…
…
、
谷
景
興
楽
器
店
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
」

問
「
そ
れ
は
ど
こ
に
あ
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
盛
沢
碼
頭
二
号
…
…
、
老
昌
門
に
あ
り
ま
し
た
」

問
「
主
人
は
何
と
い
う
名
前
で
し
た
か
？
」

答
「
谷
景
秀
で
す
」

問
「
そ
の
楽
器
店
で
は
何
人
が
働
い
て
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
私
と
旦
那
、
あ
と
で
私
が
親
戚
を
一
人
連
れ
て
き
ま
し
た
。

私
は
見
習
い
で
、
も
う
一
人
は
大
工
で
し
た
が
、
そ
い
つ
も
ま

あ
見
習
い
で
し
た
」

問
「
あ
な
た
は
ど
う
し
て
こ
の
楽
器
店
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
そ
れ
に
は
こ
ん
な
事
情
が
あ
り
ま
し
た
。
私
が
蘇
州
に
出
か

け
た
の
は
楽
器
を
作
る
た
め
で
は
な
く
、
蓮
花
板
（
9
）
を
作
る
た
め

で
し
た
。
解
放
後
に
や
っ
た
の
は
竹
細
工
で
し
た
。
そ
の
後
商

売
が
う
ま
く
い
き
ま
し
た
。
そ
の
時
、
陝
西
の
西
安
出
身
の
姑

父
（
父
の
姉
妹
の
夫
）
が
蘇
州
で
商
売
を
や
っ
て
お
り
、
胡
弓

や
二
胡
の
民
族
楽
器
を
作
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
の
で
、

私
た
ち
が
作
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
」

問
「
楽
器
店
の
主
人
と
姑
父
さ
ん
と
は
顔
見
知
り
だ
っ
た
の
で
す

か
？
」

答
「
旦
那
が
つ
ま
り
私
の
姑
父
で
す
。
そ
こ
で
我
々
は
楽
器
を
作

り
ま
し
た
。
出
来
は
な
か
な
か
で
、
姑
父
の
仲
間
も
西
安
で
売

り
さ
ば
く
手
伝
い
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
が
こ
う
な

っ
た
の
で
す
」

問
「
楽
器
店
で
は
い
つ
ま
で
働
い
て
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
楽
器
店
が
一
九
五
六
年
に
公
私
合
営
で
蘇
州
楽
器
社
と
な
る

時
ま
で
で
す
」

問
「
楽
器
社
は
い
つ
ま
で
あ
り
ま
し
た
か
？
」

陳
「
楽
器
社
は
後
で
合
作
社
に
な
り
、
以
後
企
業
合
併
が
起
こ
っ

て
、
地
方
の
国
営
楽
器
工
場
に
な
り
、
ほ
ど
な
く
解
体
し
ま
し
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た
。
合
作
社
だ
の
公
私
合
営
だ
の
、
ご
た
ご
た
が
続
き
ま
し
た
。

私
は
一
九
六
二
年
に
下
放
さ
れ
ま
し
た
。
下
放
か
ら
戻
っ
て
き

た
時
、
ま
だ
隠
退
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
こ

の
時
は
す
で
に
生
産
現
場
か
ら
離
れ
、
工
場
の
工
委
主
任
に
な

り
ま
し
た
。
今
で
い
え
ば
幹
部
で
し
た
。
三
年
で
す
ぐ
そ
の
仕

事
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
三
年
の
自
然
災
害
も
克
服
し
ま
し

た
。
動
員
で
は
我
先
に
行
動
し
、
多
く
の
人
を
動
か
し
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
後
帰
っ
て
き
て
農
業
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
」

問
「
村
の
幹
部
を
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
」

答
「
三
反
運
動
の
時
、
別
の
隊
に
行
っ
て
や
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

す
。
文
化
大
革
命
の
後
、
批
林
批
孔
の
時
に
は
別
の
隊
に
い
ま

し
た
。
自
分
の
生
産
隊
と
別
の
生
産
隊
と
は
同
じ
大
隊
で
し

た
」

問
「
何
を
担
当
さ
れ
ま
し
た
か
？
」

答
「
工
作
組
で
す
。
大
隊
が
割
り
当
て
、
彼
ら
を
手
伝
い
ま
し

た
」

問
「
ほ
か
に
何
か
さ
れ
ま
し
た
か
？
」

答
「
の
ち
数
年
ま
た
大
工
を
や
り
ま
し
た
。
自
分
で
楽
器
を
作
る

こ
と
も
で
き
、
家
を
建
て
た
り
家
具
を
こ
し
ら
え
た
り
し
ま
し

た
」

問
「
さ
ら
に
何
を
し
ま
し
た
か
」

答
「
何
も
。
そ
こ
ま
で
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「
隠
退
で
す
か
？
」

答
「
蘇
州
の
楽
器
工
場
で
は
ま
だ
隠
退
す
る
に
は
年
が
若
く
、
生

活
費
を
稼
が
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「
現
在
ま
だ
農
業
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
？
」

答
「
今
は
田
が
あ
り
ま
せ
ん
。
田
は
生
産
隊
が
借
り
受
け
て
し
ま

い
ま
し
た
」

問
「
野
菜
を
作
る
畑
も
全
部
な
く
な
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
野
菜
畑
は
あ
り
ま
す
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
す
。
田
は
生
産
隊

が
集
団
で
借
り
受
け
、
そ
こ
か
ら
年
に
多
少
の
借
地
料
を
も
ら

い
ま
す
」

問
「
一
月
に
す
れ
ば
ど
れ
だ
け
の
額
を
受
け
取
る
の
で
す
か
？
」

答
「
一
畝
に
つ
き
六
五
〇
元
。
配
給
田
は
一
人
半
畝
で
す
。
と
い

う
こ
と
で
、
三
二
五
元
の
借
地
料
が
も
ら
え
ま
し
た
。
田
と
楽

器
工
場
は
私
の
も
の
で
、
楽
器
工
場
の
借
地
料
は
五
〇
〇
元
。

し
か
し
そ
れ
は
一
月
で
は
な
く
一
年
に
つ
き
で
す
」

問
「
そ
れ
で
は
家
に
は
何
畝
あ
る
の
で
す
か
？
」

答
「
現
在
の
配
給
田
は
一
人
わ
ず
か
に
半
畝
な
の
で
、
三
二
五
元

で
す
」

問
「
解
放
に
な
る
と
〈
経
造
〉
を
し
な
く
な
っ
た
の
で
す
か
？
」
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答
「
そ
う
で
す
。
土
地
改
革
で
全
部
な
く
な
り
ま
し
た
。
地
主
も

土
地
を
失
い
、
頭
数
で
分
配
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
当
時
土
地
改

革
に
参
加
し
ま
し
た
。
田
が
な
い
と
い
え
ば
、
一
人
当
た
り
一

畝
八
分
を
支
給
さ
れ
ま
し
た
。
田
が
多
い
者
は
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
多
で
二
畝
二
分
を
持
つ
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
そ
れ
を
超
え
れ
ば
、
余
っ
た
田
は
他
人
に
与
え
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
土
地
改
革
で
す
（
10
）
」

問
「
土
地
改
革
の
時
、
帰
戸
併
冊
の
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
し
た

か
？
」

答
「
土
地
改
革
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
時
、
帰
戸
併
冊
と
い
う
の

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
」

問
「
お
父
さ
ん
は
そ
れ
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た

か
？
」

答
「
参
加
し
た
は
ず
で
す
」

問
「
帰
戸
併
冊
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
覚
え
て
い
ま
す
か
？
」

答
「
わ
か
り
ま
せ
ん
（
11
）
」

問
「
土
地
改
革
の
時
に
は
批
判
を
受
け
ま
せ
ん
で
し
た
か
？
」

答
「
受
け
ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「
解
放
後
、
お
父
さ
ん
は
何
を
さ
れ
ま
し
た
か
？
」

答
「
ず
っ
と
病
気
が
ち
で
、
何
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
脚
が
痺
れ
、

リ
ュ
ー
マ
チ
を
起
こ
し
、
四
十
何
歳
か
で
い
つ
も
杖
を
つ
い
て

い
ま
し
た
。
そ
の
後
真
っ
直
ぐ
に
立
て
な
く
な
り
、
歩
く
こ
と

も
ま
ま
な
ら
な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
薬
を
飲
ん

で
も
、
よ
く
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「
お
父
さ
ん
の
面
倒
を
看
た
の
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
、
す
べ
て
私
一
人
で
看
ま
し
た
。
母
親
は
私
が
五
歳
の

時
に
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
勉
強
す
る
こ
と
も
な
く
、

数
年
で
働
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「
土
地
改
革
の
時
、
農
民
協
会
や
工
作
隊
は
あ
り
ま
し
た

か
？
」

答
「
あ
り
ま
し
た
。
当
時
農
民
協
会
は
あ
り
ま
し
た
」

問
「
そ
の
時
、
農
民
協
会
な
い
し
工
作
隊
の
人
は
お
父
さ
ん
を
訪

ね
て
き
ま
し
た
か
？
」

答
「
訪
ね
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
」

陸
伯
清
氏
へ
の
聴
き
取
り
（
二
）

〔
日
時
〕
二
〇
一
〇
年
十
二
月
二
十
五
日

〔
場
所
〕
上
林
村
村
民
委
員
会
（
呉
中
区
横
�
街
道
上
林
村
）

〔
質
問
者
〕
夏
冰
、
太
田
出
、
佐
藤
仁
史
、
山
本
英
史

〔
回
答
者
〕
陸
伯
清

〔
内
容
概
略
〕
父
親
が
経
造
で
あ
っ
た
時
の
状
況

〔
整
理
〕
夏
冰
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問
「〈
経
造
〉
と
〈
地
方
〉
の
二
つ
の
職
務
は
同
じ
も
の
で
す
か
、

そ
れ
と
も
区
別
が
あ
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
あ
り
ま
せ
ん
。
以
前
は
〈
地
方
〉
と
い
っ
て
い
ま
し
た
が
、

後
か
ら
〈
経
造
〉
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

〈
地
方
〉
は
そ
の
実
〈
経
造
〉
で
す
し
、〈
経
造
〉
は
そ
の
実

〈
地
方
〉
で
す
。
以
前
は
み
な
〈
地
方
〉
で
し
た
。
後
に
な
っ

て
初
め
て
〈
経
造
〉
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
解
放
後
に

な
っ
て
初
め
て
そ
う
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
み
た
い
で
す
。
で
も

一
般
に
は
み
な
〈
地
方
〉
と
い
っ
て
い
ま
し
た
」

問
「
お
父
さ
ん
は
〈
経
造
〉
を
さ
れ
て
い
た
の
で
す
か
？
〈
地

方
〉
で
も
あ
り
、〈
経
造
〉
で
も
あ
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
。〈
経
造
〉
つ
ま
り
〈
地
方
〉
で
あ
り
、〈
地
方
〉

つ
ま
り
〈
経
造
〉
で
あ
り
、
後
で
〈
経
造
〉
と
い
う
よ
う
に
な

っ
た
の
で
す
」

問
「
で
は
〈
地
保
〉
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「〈
地
保
〉
と
は
〈
地
方
〉
の
こ
と
で
す
。
同
じ
も
の
で
区
別

は
あ
り
ま
せ
ん
（
12
）
」

問
「
殺
人
事
件
が
起
こ
っ
た
ら
、
そ
こ
に
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
よ
ね
？
」

答
「
そ
こ
の
〈
地
保
〉
を
呼
ん
で
こ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

問
「〈
地
保
〉
は
〈
地
方
〉
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す

ね
？
」

答
「
そ
う
で
す
。〈
地
保
〉
と
〈
地
方
〉
と
は
同
じ
で
す
」

問
「「
経
造
連
地
方
」
と
い
う
俗
語
（
13
）
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

か
？
」

答
「
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
」

問
「〈
図
董
〉
は
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
い
ま
し
た
。
図
ご
と
に
〈
図
董
〉
が
い
ま
し
た
。
つ
ま
り

〈
地
方
〉
で
す
。〈
図
董
〉
は
我
々
の
村
で
あ
る
四
都
四
図
に
属

し
て
い
ま
し
た
」

問
「
お
父
さ
ん
も
〈
図
董
〉
だ
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
。
父
は
上
四
図
を
管
轄
し
て
い
ま
し
た
。
四
都
四

図
に
は
上
四
図
と
下
四
図
の
〈
図
董
〉
が
い
ま
し
た
」

問
「
お
父
さ
ん
は
〈
図
董
〉
で
あ
り
、〈
経
造
〉
で
あ
り
、
さ
ら

に
〈
地
方
〉
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
を
担
当
さ
れ
た
の
で
す

か
？
」

答
「
私
は
解
放
前
こ
の
〈
経
造
〉
と
い
う
名
称
を
知
ら
ず
、
た
だ

〈
地
方
〉
の
み
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
し
た
。
解
放
後
に
〈
経

造
〉
と
い
う
名
称
が
あ
る
こ
と
を
初
め
て
聞
き
、
父
が
〈
経

造
〉
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
」

問
「
そ
れ
で
は
〈
図
董
〉
は
？
」

答
「
そ
れ
は
図
の
〈
図
董
〉
の
こ
と
で
す
。
上
四
図
の
〈
図
董
〉
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は
す
な
わ
ち
〈
地
方
〉
の
こ
と
で
す
（
14
）
」

問
「〈
図
董
〉
は
図
の
長
の
こ
と
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
。
図
で
何
か
あ
れ
ば
す
べ
て
〈
図
董
〉
を
呼
び
に

い
き
ま
し
た
」

問
「〈
郷
丁
〉
と
は
〈
郷
長
〉
の
手
下
の
こ
と
で
す
か
？
〈
郷

丁
〉
は
い
ま
し
た
か
？
」

答
「〈
郷
丁
〉
は
〈
郷
長
〉
の
手
下
で
し
た
」

問
「
雑
用
係
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
。
使
用
人
で
す
」

問
「〈
郷
丁
〉
は
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
こ
こ
に
は
い
ま
し
た
」

問
「〈
地
保
〉
が
〈
郷
丁
〉
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
し
た

か
？
」

答
「
二
つ
は
別
な
も
の
で
、
全
く
関
係
な
い
も
の
で
す
」

問
「
で
は
〈
郷
丁
〉
が
〈
地
方
〉
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
？
」

答
「
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
〈
郷
丁
〉
は
短
期
間
の
臨
時
の
仕

事
で
あ
る
の
に
対
し
、〈
地
保
〉
は
長
期
的
な
職
務
だ
か
ら
で

す
。〈
地
保
〉
は
す
べ
て
の
土
地
を
管
理
し
て
い
ま
し
た
。〈
郷

丁
〉
は
い
わ
ば
政
府
の
臨
時
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

〈
地
保
〉
は
恒
常
的
な
も
の
で
、
こ
の
地
方
の
す
べ
て
の
所
有

地
の
管
轄
で
し
た
。〈
郷
丁
〉
は
一
、
二
年
の
も
の
で
、〈
地

保
〉
は
長
期
的
な
も
の
で
し
た
」

問
「〈
地
保
〉
な
い
し
〈
経
造
〉
を
死
ぬ
ま
で
や
り
続
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
か
？
」

答
「
は
い
」

問
「〈
催
徴
吏
〉
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
」

答
「〈
催
徴
吏
〉
は
以
前
の
〈
催
甲
〉
で
す
。
そ
れ
は
地
主
の
た

め
に
働
く
者
で
し
た
。〈
経
造
〉
は
自
分
の
土
地
を
持
つ
農
民

の
田
を
管
理
す
る
者
で
あ
る
の
に
対
し
、〈
催
徴
吏
〉
は
地
主

の
た
め
に
働
く
者
で
し
た
」

問
「〈
催
徴
吏
〉
と
〈
催
甲
〉
と
は
同
じ
も
の
で
す
か
？
」

答
「
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
（
15
）
。〈
催
甲
〉
に
は
大
小
の
別
が
あ
り
ま

し
た
。
あ
る
者
は
何
人
か
の
地
主
に
仕
え
、
あ
る
者
は
一
人
の

地
主
に
仕
え
て
い
ま
し
た
」

問
「
鎮
で
は
〈
催
甲
〉
は
誰
で
し
た
？
」

答
「
薛
寿
鵬
で
し
た
。
と
て
も
有
名
で
、
鎮
の
黄
金
街
に
住
ん
で

い
ま
し
た
（
16
）
」

問
「
そ
れ
は
〈
大
催
甲
（
17
）
〉
？
」

答
「
そ
う
で
す
」

問
「
で
は
孔
均
培
（
18
）
は
？
」

答
「
彼
は
上
四
図
の
〈
小
催
甲
〉
で
し
た
」

問
「〈
大
催
甲
〉
と
〈
小
催
甲
〉
と
に
は
上
下
関
係
が
あ
り
ま
し
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た
か
？
」

答
「
い
い
え
。〈
催
甲
〉
の
な
か
に
は
何
人
か
地
主
が
い
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
〈
大
催
甲
〉
で
し
た
」

問
「
薛
寿
鵬
は
孔
均
培
を
監
督
し
て
い
た
の
で
は
？
」

答
「
わ
か
り
ま
せ
ん
。
あ
る
〈
催
甲
〉
は
誰
そ
れ
の
家
に
は
租
田

が
い
く
ら
あ
り
、
小
作
料
を
い
く
ら
納
め
る
の
か
を
管
理
し
て

い
ま
し
た
」

問
「〈
経
造
〉
は
小
作
料
を
取
り
立
て
ま
し
た
か
？
」

答
「〈
経
造
〉
は
小
作
料
に
は
関
与
し
ま
せ
ん
。
租
税
の
み
の
担

当
で
す
。
地
主
は
納
税
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
田
土
を
所

有
し
て
い
る
の
で
納
税
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。〈
経
造
〉

は
現
在
で
い
う
国
税
を
管
理
す
る
も
の
で
す
。
小
作
料
の
徴
収

は
地
主
が
や
る
も
の
で
す
」

問
「
な
ぜ
〈
経
造
〉
と
い
う
の
か
御
存
知
で
す
か
？
」

答
「
知
り
ま
せ
ん
。〈
経
造
〉
の
名
は
解
放
後
に
な
っ
て
は
じ
め

て
聞
い
た
も
の
で
す
の
で
」

問
「〈
経
造
〉
と
は
「
経
手
造
冊
」
の
意
味
で
す
か
？
」

答
「
わ
か
り
ま
せ
ん
（
19
）
」

問
「
小
作
人
か
ら
で
は
な
く
、
地
主
か
ら
だ
け
税
を
徴
収
し
た
と

い
う
こ
と
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
。
村
人
に
自
分
の
土
地
が
あ
れ
ば
、
そ
の
税
を
徴

収
し
ま
し
た
が
、
小
作
料
は
取
り
立
て
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
と

え
ば
一
〇
畝
の
田
を
耕
し
て
い
た
と
し
て
、
そ
の
う
ち
七
畝
は

小
作
地
で
、
三
畝
は
自
分
の
耕
地
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
三
畝
分

の
糧
串
を
配
る
だ
け
で
、
七
畝
分
の
小
作
料
に
つ
い
て
は
直
接

地
主
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
納
め
ま
し
た
」

問
「
墳
地
、
宅
地
に
も
税
が
か
か
っ
た
の
で
す
ね
？
」

答
「
か
か
り
ま
し
た
。
小
作
地
に
は
家
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、

墓
も
自
分
の
土
地
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
造
る
こ
と
が
許
さ
れ
ま

し
た
。
墓
を
造
り
た
い
な
ら
、
地
主
か
ら
土
地
を
買
わ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「
自
分
の
土
地
を
持
つ
人
は
ど
れ
く
ら
い
の
割
合
で
し
た

か
？
」

答
「
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
」

問
「
上
四
図
で
数
畝
の
所
有
地
を
持
つ
人
は
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
い
ま
し
た
」

問
「
み
な
そ
れ
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
か
？
」

答
「
貧
乏
な
者
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「
あ
な
た
方
の
家
は
？
」

答
「
我
々
は
以
前
小
作
地
も
自
分
の
土
地
も
あ
り
ま
し
た
」

問
「
あ
な
た
方
は
上
四
図
で
大
き
な
家
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
し
た

か
？
」
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答
「
中
農
で
し
た
。
土
地
改
革
の
時
に
は
中
農
で
し
た
」

問
「
中
農
に
は
み
な
少
し
自
分
の
土
地
が
あ
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
あ
り
ま
し
た
」

問
「
貧
農
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
？
」

答
「
貧
農
は
基
本
的
に
は
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「
中
農
が
一
つ
の
村
に
占
め
る
割
合
は
？
」

答
「
と
て
も
多
く
、
我
々
の
上
四
図
で
は
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
く
ら

い
で
し
た
」

問
「
で
は
貧
農
の
割
合
は
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
？
」

答
「
貧
農
は
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
地
主
は
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト

未
満
…
…
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
い
な
い
。
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

あ
ま
り
で
し
ょ
う
か
（
20
）
」

問
「
地
主
と
富
農
で
五
パ
ー
セ
ン
ト
？
」

答
「
そ
う
で
す
ね
。
地
主
は
何
人
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
つ
の

村
で
何
人
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
（
21
）
」

問
「
村
に
は
地
方
志
が
あ
り
ま
す
か
？
」

答
「
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
金
波
先
生
が
準
備
し
て
い
ま
す

が
、
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
今
年
執
筆
を
始
め
ま
し
た
。

現
在
「
軍
事
志
」
を
書
い
て
い
ま
す
（
22
）
」

問
「
糧
串
を
配
る
時
、
地
主
に
対
し
て
手
続
費
を
求
め
ま
し
た

か
？
」

答
「
求
め
ま
し
た
」

問
「
い
く
ら
？
」

答
「
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
墳
地
や
宅
基
地
の
場
合
、
金
が
な
け

れ
ば
米
で
代
替
し
ま
し
た
。
本
当
に
貧
乏
な
者
か
ら
は
取
り
ま

せ
ん
で
し
た
」

問
「
そ
れ
は
何
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
役
費
銭
と
い
い
ま
し
た
。「
役
」
と
は
服
務
に
就
く
と
い
っ

た
意
味
で
す
」

問
「
そ
れ
は
つ
ま
り
「
辛
苦
銭
」
の
こ
と
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
」

問
「
由
紙
（
糧
串
）
は
ど
こ
に
取
り
に
い
き
ま
し
た
か
？
」

答
「
県
城
ま
で
行
き
ま
し
た
。
時
間
の
あ
る
時
、
秋
の
収
穫
が
過

ぎ
た
頃
で
す
」

問
「
県
城
に
取
り
に
い
っ
て
、
戻
っ
て
そ
れ
を
再
び
村
人
た
ち
に

配
る
？
」

答
「
そ
う
で
す
。
家
ご
と
に
配
り
ま
し
た
」

問
「
由
紙
は
秋
に
配
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
そ
の
時
糧
串
を
県
城
ま
で
取
り
に
い
き
、
帰
っ
て
き
て
か
ら

配
り
ま
し
た
。
納
税
は
冬
至
の
前
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
」

問
「
税
は
ど
こ
に
持
っ
て
い
っ
た
の
で
す
か
？
」
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答
「
県
政
府
の
は
ず
で
す
が
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
」

問
「
も
し
税
を
払
え
な
い
者
が
い
れ
ば
、〈
経
造
〉
が
立
て
替
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
？
」

答
「
立
て
替
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。〈
経
造
〉
は
納

税
通
知
書
を
配
り
終
え
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
く
、
そ
の
後
の
納
税

に
は
関
与
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
徴
税
す
る
人

が
別
に
い
ま
し
た
。
家
ご
と
に
み
な
県
城
に
行
っ
て
納
税
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。
一
般
に
宅
基
地
や
墳
地
し

か
な
い
貧
者
は
納
税
し
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
御
上

は
彼
ら
の
税
は
考
慮
し
な
く
て
も
、
地
主
の
税
が
取
れ
れ
ば
そ

れ
で
よ
か
っ
た
の
で
す
。
地
主
は
納
税
し
な
い
わ
け
に
は
い
き

ま
せ
ん
。
彼
ら
は
何
百
畝
、
何
千
畝
も
持
っ
て
い
る
の
で
す
か

ら
。
実
際
収
租
地
主
は
そ
れ
く
ら
い
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

に
比
べ
れ
ば
、
貧
者
の
税
は
少
な
く
、
無
視
し
て
よ
い
額
で
し

た
」

問
「
田
面
は
田
底
と
と
も
に
過
戸
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
か
？
〈
経
造
〉
を
通
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
？
」

答
「
田
底
の
場
合
は
必
ず
〈
経
造
〉
を
通
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
自
分
の
土
地
を
売
却
し
た
場
合
、
必
ず
過
戸
し
て
名
義

を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
田
面
の

場
合
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
糧
票
を
田
底
の
持
ち
主
の
誰
に
配

る
か
で
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
」

問
「
過
戸
の
時
、〈
経
造
〉
は
署
名
や
捺
印
を
必
要
と
し
ま
せ
ん

で
し
た
か
？
」

答
「
過
戸
に
は
捺
印
は
不
要
で
署
名
も
し
ま
せ
ん
。
土
地
を
売
れ

ば
過
戸
を
し
ま
す
。
誰
の
田
か
、
新
た
な
名
前
を
書
き
入
れ
る

こ
と
で
売
却
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。〈
経
造
〉
が
中
人
を
や

る
な
ら
、
彼
が
過
戸
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
し

売
手
買
手
双
方
が
誰
か
に
中
人
を
頼
む
な
ら
、
双
方
に
無
関
係

な
者
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
わ
か
り
さ
え
す
れ
ば

中
人
を
そ
の
人
に
依
頼
し
ま
し
た
。〈
経
造
〉
は
こ
れ
を
県
政

府
に
持
っ
て
い
っ
て
変
更
し
ま
す
。
変
更
は
〈
経
造
〉
の
責
任

で
す
。
彼
は
こ
の
取
り
決
め
、
つ
ま
り
本
来
張
三
の
田
だ
っ
た

の
が
現
在
李
四
の
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
県
政
府
に
報
告
し
、

県
城
内
で
過
戸
を
行
い
ま
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
次
回
の
糧
票
の

発
給
が
う
ま
く
い
き
ま
し
た
。
過
戸
に
は
〈
経
造
〉
の
署
名
は

要
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
人
を
さ
せ
た
場
合
、
仲
介
費
が
必
要

で
し
た
。
仲
介
費
が
あ
る
の
で
中
人
を
や
り
ま
し
た
」

問
「
出
香
と
い
う
の
は
あ
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
あ
り
ま
し
た
。
出
香
と
は
銭
を
払
わ
な
い
代
わ
り
に
米
で
代

替
す
る
こ
と
で
す
。
出
香
と
呼
ぶ
の
は
坊
さ
ん
の
お
布
施
の
よ

う
な
も
の
だ
か
ら
で
す
。
出
香
は
つ
ま
り
役
費
銭
で
す
。
こ
こ

史
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に
は
出
香
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
。
出
香
と
は
役
費
銭
の
こ
と
で

す
。
呼
び
名
は
一
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
出
香
は
米
を
受
け
取

る
た
め
出
香
と
い
っ
た
の
で
す
」

問
「〈
経
造
〉
が
一
年
間
で
得
る
役
費
銭
の
一
家
の
収
入
に
占
め

る
割
合
は
？
」

答
「
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
多
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
地

元
に
信
望
が
あ
る
人
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
御
上
は
そ
の
人
を

〈
経
造
〉
に
選
び
ま
し
た
。
だ
か
ら
〈
経
造
〉
は
身
分
あ
る
人

で
、
貧
困
な
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
貧
乏
な
者
に
担
当
さ
せ
る

は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
一
般
的
に
〈
催
甲
〉
に
対
し
て
村
人
は

み
な
少
し
反
感
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
小
作
料
を
求
め
る
か
ら

で
す
。
し
か
し
、〈
経
造
〉
に
対
し
て
は
当
時
比
較
的
支
持
し

て
お
り
、
反
感
を
抱
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
こ
と
は
〈
経

造
〉
が
何
も
求
め
ず
、
言
っ
て
み
れ
ば
手
数
料
を
む
や
み
に
取

ら
な
か
っ
た
証
拠
で
す
」

問
「〈
経
造
〉
を
引
き
受
け
る
人
の
収
入
源
の
大
部
分
は
何
で
す

か
？
」

答
「
農
業
、
酒
造
り
、
酒
か
ら
作
る
酒
糟
、
そ
れ
に
養
豚
が
中
心

で
し
た
（
23
）
」

問
「
不
動
産
売
買
の
時
、
誰
が
中
人
に
な
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
あ
る
者
は
自
分
で
頼
み
ま
し
た
。
そ
の
場
合
、
通
常
一
族
の

年
長
者
、
あ
る
い
は
地
元
で
信
望
が
あ
る
人
に
頼
み
ま
し
た
。

ま
た
あ
る
者
は
〈
経
造
〉
に
頼
み
ま
し
た
。
つ
ま
り
一
般
の
人

間
よ
り
話
に
重
み
が
あ
り
、
威
望
が
あ
る
人
で
あ
れ
ば
よ
か
っ

た
の
で
す
」

問
「
中
人
に
は
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
あ
り
ま
し
た
。
血
縁
や
関
係
の
良
好
な
友
人
に
頼
ま
れ
た
場

合
は
普
通
金
を
求
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
外
部
の
人
や
教
養
あ
る

人
に
頼
む
場
合
は
若
干
の
中
人
費
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
」

問
「
中
人
費
は
い
く
ら
要
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
以
前
に
は
多
い
少
な
い
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
い
く
ら
い
く

ら
買
え
ば
何
パ
ー
セ
ン
ト
と
か
、
米
で
換
算
し
て
い
く
ら
い
く

ら
担
で
あ
れ
ば
、
い
く
ら
い
く
ら
出
す
と
い
っ
た
具
合
で
す
。

身
内
の
人
に
は
支
払
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
飯
を
一
緒
に
食
べ
る

く
ら
い
で
し
た
。
い
く
ら
必
要
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
し
か

と
し
た
規
定
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

問
「
殺
人
事
件
に
遭
遇
し
、
死
体
を
見
つ
け
た
ら
、
ど
の
よ
う
に

処
理
し
ま
し
た
か
？
」

答
「〈
地
保
〉
が
処
理
し
ま
し
た
。
そ
の
管
轄
内
の
出
来
事
で
あ

れ
ば
〈
地
保
〉
を
呼
び
に
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
御
上

は
〈
地
保
〉
に
尋
ね
る
は
ず
で
す
。
村
人
も
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
聞
い
た
ら
必
ず
〈
地
保
〉
を
呼
び
に
い
き
ま
し
た
。
ま
ず
は
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〈
地
保
〉
に
調
べ
る
よ
う
に
求
め
、
そ
の
後
御
上
に
報
告
さ
せ

ま
し
た
」

問
「
こ
う
い
う
状
況
は
多
か
っ
た
で
す
か
？
」

答
「
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
鎮
で
は
一
度
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
人
間
は
本
来
や
く
ざ
者
で
、
言
い
が
か
り
を
つ
け
て
金
を

巻
き
上
げ
る
の
を
も
っ
ぱ
ら
に
し
て
い
た
の
で
、
後
に
な
っ
て

金
持
ち
に
手
な
づ
け
ら
れ
た
者
に
田
ん
ぼ
で
斬
り
殺
さ
れ
ま
し

た
」

問
「
大
体
い
つ
頃
の
こ
と
で
す
か
？
」

答
「
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
小
さ
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
」

問
「
日
本
軍
が
来
る
前
の
こ
と
で
す
か
？
」

答
「
前
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
で
す
。
日
本
軍
が
去
っ
た
後

で
す
。
日
本
軍
が
い
な
く
な
る
と
、
こ
の
村
で
は
や
く
ざ
や
強

盗
を
捕
ま
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
そ
い
つ
は
自
分
の

家
屋
を
洋
銭
三
〇
元
で
他
人
に
売
り
払
い
ま
し
た
。
そ
い
つ
は

借
金
を
し
て
そ
の
金
を
ま
だ
返
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
貸
し

た
者
は
ず
っ
と
返
還
を
求
め
て
い
ま
し
た
。
あ
る
雨
の
日
だ
と

記
憶
し
て
い
ま
す
が
、
殺
さ
れ
ま
し
た
。
他
の
者
が
発
見
し
て

そ
の
管
轄
区
域
で
あ
る
父
に
連
絡
し
ま
し
た
。
父
は
大
変
驚
き
、

そ
の
後
す
ぐ
公
安
局
に
報
告
し
ま
し
た
。
警
察
が
検
屍
に
来
、

検
屍
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
〈
地
保
〉
は
関
与
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

下
手
人
は
そ
の
時
は
逃
げ
お
お
せ
た
の
で
す
が
、
解
放
後
に
戻

っ
て
き
て
捕
ま
り
、
殺
人
犯
と
し
て
徒
刑
の
判
決
を
受
け
ま
し

た
」

問
「
お
父
さ
ん
は
〈
地
方
〉
な
い
し
〈
経
造
〉
を
い
つ
か
ら
始
め
、

ど
れ
く
ら
い
の
期
間
な
さ
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
二
年
あ
ま
り
や
っ
て
解
放
を
迎
え
ま
し
た
。
二
年
以
上
、
三

年
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
日
中
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
解
放
ま
で

の
だ
い
た
い
三
年
あ
ま
り
で
す
」

問
「〈
経
造
〉
な
い
し
〈
地
方
〉
を
さ
れ
た
の
は
み
な
こ
の
期
間

で
す
か
？

そ
の
前
に
な
さ
っ
た
こ
と
は
？
」

答
「
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
爺

さ
ん
が
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ア
ヘ
ン
を
吸
っ
て
後
、
ク
ビ
に

な
り
、
他
人
が
そ
れ
を
や
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
そ
の
人
が
死

ん
だ
の
で
、
父
が
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」

問
「
あ
な
た
は
こ
の
間
由
紙
を
配
る
の
を
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
か
？
」

答
「
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
糧
串
と
か
糧
票
と
い
う
も
の
で
す
」

問
「
今
年
お
い
く
つ
で
す
か
？
」

答
「
八
三
歳
で
す
」

問
「
お
爺
さ
ん
は
い
つ
ま
で
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
時
、
私
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
ま
せ
ん

史
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で
し
た
」

問
「
前
に
「
御
上
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
仰
っ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
か
？
」

答
「
そ
れ
は
曽
祖
父
が
祖
父
に
語
っ
た
こ
と
で
す
」

問
「
曾
祖
父
さ
ん
は
ど
ん
な
目
に
遭
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
」

答
「
御
上
の
こ
と
は
何
に
つ
け
面
倒
な
こ
と
を
引
き
起
こ
す
も
の

で
、
ち
ょ
っ
と
何
か
が
あ
っ
た
ら
、
た
と
え
ば
田
の
所
有
権
争

い
や
境
界
の
争
い
の
よ
う
に
互
い
に
自
分
の
主
張
を
譲
ら
な
い

場
合
は
〈
地
保
〉
を
呼
び
に
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

何
か
に
つ
け
す
ぐ
〈
地
保
〉
に
報
告
し
ま
し
た
」

問
「〈
経
造
〉
は
一
つ
の
図
に
一
人
で
し
た
っ
け
？
」

答
「
こ
こ
の
上
四
図
と
下
四
図
で
は
そ
れ
ぞ
れ
〈
経
造
〉
一
人
ず

つ
で
す
」

問
「
下
四
図
の
〈
経
造
〉
は
誰
で
す
か
？
」

答
「
多
分
、
姓
は
韓
…
…
、
韓
偉
余
で
し
た
」

問
「
一
人
の
〈
経
造
〉
が
二
図
を
担
当
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た

か
？
」

答
「
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
大
概
な
い
で
し
ょ
う
」

問
「
一
般
に
中
農
は
ど
れ
だ
け
の
自
分
の
土
地
を
持
っ
て
い
ま
し

た
か
？
」

答
「
解
放
後
私
に
は
六
畝
六
分
が
分
け
ら
れ
ま
し
た
」

問
「
お
父
さ
ん
か
ら
譲
ら
れ
た
も
の
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
」

問
「
他
に
子
供
さ
ん
は
？
」

答
「
娘
た
ち
が
い
ま
し
た
」

問
「
娘
さ
ん
た
ち
も
田
が
分
け
ら
れ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
分
け
ら
れ
ま
し
た
。
一
人
二
畝
二
分
で
し
た
。
解
放
の
時
の

こ
と
で
す
。
以
前
は
嫁
入
り
す
る
際
の
嫁
妝
田
（
24
）
と
い
う
の
が
あ

り
ま
し
た
」

問
「
も
し
二
人
の
妹
さ
ん
た
ち
に
田
を
分
け
な
け
れ
ば
、
あ
な
た

の
田
は
も
っ
と
多
か
っ
た
の
で
は
？
」

答
「
い
い
え
。
土
地
改
革
で
み
な
そ
れ
ぞ
れ
二
畝
二
分
の
田
を
持

つ
だ
け
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
ま
だ
分
割
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
十
数
畝
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
妹
た
ち
は
ま
だ
嫁
い
で
お
ら
ず

家
に
い
ま
し
た
が
、
私
は
す
で
に
結
婚
し
て
分
家
し
て
お
り
、

六
畝
六
分
が
分
け
与
え
ら
れ
ま
し
た
」

問
「
解
放
前
、
あ
な
た
方
は
ど
れ
だ
け
の
田
を
お
持
ち
だ
っ
た
の

で
す
か
？
」

答
「
七
畝
六
分
、
そ
れ
に
境
界
地
に
も
四
畝
数
分
の
田
が
あ
り
、

家
の
前
の
土
地
が
二
畝
半
、
こ
れ
は
購
入
し
た
も
の
で
、
自
分

の
田
は
一
一
畝
。
土
地
改
革
が
行
わ
れ
な
い
前
で
は
一
一
畝
数

分
で
し
た
。
土
地
改
革
で
す
べ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
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だ
い
た
い
一
六
、
七
畝
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
解
放
当
初
は

一
一
畝
、
最
も
多
い
時
で
二
五
畝
で
し
た
。
こ
れ
は
自
分
の
土

地
で
し
た
」

問
「
だ
か
ら
あ
な
た
は
中
農
と
査
定
さ
れ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
中
農
に
査
定
さ
れ
る
条
件
は
と
て
も
多
く
、
農
具
の
所
有
状

況
、
さ
ら
に
労
働
力
の
あ
り
方
が
考
慮
さ
れ
ま
し
た
。
た
と
え

ば
自
分
の
土
地
が
二
〇
畝
あ
り
、
二
一
畝
を
小
作
に
出
し
て
い

れ
ば
、
富
農
に
な
り
ま
し
た
。
地
主
に
査
定
さ
れ
る
の
は
ど
れ

だ
け
の
田
を
小
作
に
出
し
て
い
た
か
で
決
ま
り
ま
し
た
。
田
を

す
べ
て
自
分
で
耕
作
し
て
い
て
も
、
そ
れ
で
も
追
い
つ
か
ず
長

工
（
長
期
雇
用
労
働
者
）
一
人
を
雇
い
、
さ
ら
に
も
う
少
し
忙

し
い
時
に
幇
工
（
短
期
雇
用
労
働
者
）
一
人
を
雇
え
ば
、
自
ら

の
労
働
力
以
上
の
土
地
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
要
素
を
ど
う
評
価
す
る
か
が
問
わ
れ
ま
し
た
。
す
べ
て
自

分
で
耕
作
し
て
い
れ
ば
地
主
に
査
定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
た
と
え
数
十
畝
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
兄
弟
が
分

家
せ
ず
、
労
働
力
が
た
く
さ
ん
あ
れ
ば
地
主
に
は
査
定
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
雇
工
を
必
要
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
搾
取
し
て
い

る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
雇
工
を
雇
う
こ
と
は
自
ら
の
労
働
力

以
上
に
な
り
、
き
っ
と
そ
の
他
の
悪
い
事
に
手
を
出
し
て
い
る

は
ず
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
高
利
貸
し
を
や
っ
て

い
た
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
ま
す
。
経
済
力
が
つ
き
、
高
利
貸
し

を
や
れ
ば
、
搾
取
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
、
そ
こ
で
富

農
と
か
地
主
に
査
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
査
定

に
は
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
あ
り
、
最
終
的
に
搾
取
階
級
か
否
か

を
確
定
し
た
の
で
す
」

問
「
土
地
改
革
の
時
、
お
父
さ
ん
が
中
農
に
査
定
さ
れ
た
の
は

〈
経
造
〉
を
な
さ
っ
て
い
た
こ
と
と
関
係
し
ま
す
か
？
」

答
「
関
係
あ
り
ま
せ
ん
」

問
「
土
地
改
革
の
時
、
お
父
さ
ん
は
批
判
を
受
け
な
か
っ
た
の
に
、

文
化
大
革
命
で
は
批
判
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
な

ぜ
で
す
か
？
」

答
「〈
経
造
〉
を
し
て
い
た
た
め
、
つ
ま
り
国
民
党
の
た
め
に
働

い
た
こ
と
で
批
判
を
受
け
ま
し
た
。
文
革
の
時
は
と
て
も
混
乱

し
て
い
て
生
産
隊
の
隊
長
も
批
判
を
受
け
ま
し
た
」

問
「
あ
な
た
方
の
家
は
ご
自
分
の
宅
基
地
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で

す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
。
宅
基
地
で
な
い
と
家
を
建
て
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
」

問
「
上
四
図
と
下
四
図
は
元
来
一
つ
の
図
だ
っ
た
の
で
す
か
？

い
つ
分
け
ら
れ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
元
来
一
つ
の
四
図
で
し
た
が
、
恐
ら
く
は
爺
さ
ん
の
頃
だ
と

史
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思
い
ま
す
が
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
父
に
関
し
て
は
、
上
四

図
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
当
時
の
こ
と
は
知
り

ま
せ
ん
。
爺
さ
ん
の
頃
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
わ
か
り
ま
せ

ん
」

問
「
現
在
上
林
村
は
上
四
図
に
あ
り
ま
す
が
、
な
ら
ば
下
四
図
は

現
在
の
ど
の
村
で
す
か
？
」

答
「
上
四
図
と
下
四
図
は
と
も
に
上
林
村
で
す
。
さ
ら
に
ま
だ
五

図
の
一
部
も
含
み
ま
す
」

問
「
こ
の
二
つ
の
図
以
外
の
〈
経
造
〉
の
こ
と
に
つ
い
て
聞
い
た

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
」

答
「
名
前
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
下
四
図
の
西
街
に
一
人
、
何
と
い

っ
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
ら
新
路
大
隊
、
生
態
園
の
あ

る
新
路
村
、
そ
こ
に
は
一
人
の
〈
経
造
〉
が
い
ま
し
た
」

問
「
そ
の
子
孫
は
い
ま
せ
ん
か
？
」

答
「
子
孫
は
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
」

問
「
こ
の
地
方
で
は
解
放
前
に
漁
民
は
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
私
の
と
こ
ろ
に
は
漁
を
専
業
に
す
る
者
は
い
ま
せ
ん
で
し

た
」

問
「
魚
を
採
っ
た
ら
税
を
納
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
？
」

答
「
そ
う
と
も
限
り
ま
せ
ん
。
以
前
魚
を
採
る
の
は
家
庭
の
婦
女

の
よ
う
で
し
た
が
、
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
何
人
か
専
門
に
魚

を
採
っ
て
生
活
す
る
者
が
い
ま
し
た
が
、
税
を
納
め
た
か
ど
う

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
魚
を
採
る
の
は
み
な
比
較
的
貧
し
い
者

た
ち
で
し
た
」

問
「
こ
こ
太
湖
で
は
こ
れ
ま
で
集
団
で
魚
を
採
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
す
か
？
」

答
「
そ
れ
は
解
放
後
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
に
は
黄
金
漁

業
大
隊
と
い
う
の
が
組
織
さ
れ
ま
し
た
。
太
湖
の
漁
民
が
一
つ

の
公
社
を
作
り
、
そ
れ
は
太
湖
公
社
と
い
い
ま
し
た
。
そ
こ
で

太
湖
公
社
に
は
い
く
つ
か
の
大
隊
が
あ
り
、
そ
の
な
か
の
一
つ

の
新
里
（
音
）
大
隊
の
人
間
が
我
々
の
黄
金
村
に
や
っ
て
き
ま

し
た
。
本
来
は
す
べ
て
黄
金
村
の
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

問
「
歴
史
上
太
湖
で
は
こ
れ
ま
で
集
団
で
魚
を
採
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
太
湖
周
辺
は
み
な
小
規
模
な
も
の
ば

か
り
で
し
た
。
蘇
北
の
人
間
が
や
っ
て
き
て
は
魚
を
採
り
、
も

っ
ぱ
ら
街
で
売
り
さ
ば
い
て
い
ま
し
た
。
魚
を
採
る
者
は
と
て

も
苦
し
い
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
」

問
「
彼
ら
は
現
在
は
や
ら
な
く
な
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
今
は
み
な
陸
に
上
が
っ
て
定
住
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

問
「
こ
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
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（
１
）
一
九
〇
六
年
に
誕
生
、
一
九
八
一
年
に
死
去
。

（
２
）
務
め
た
の
は
一
九
四
九
年
四
月
以
前
の
以
前
の
二
年
間
。

（
３
）
二
〇
一
三
年
の
調
査
で
陸
氏
が
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

〈
経
造
〉
は
〈
経
漕
〉、
す
な
わ
ち
「
漕
糧
を
扱
う
」
を
語
源
と
す

る
も
の
で
、
以
前
は
〈
地
方
〉
と
呼
ば
れ
て
い
た
。〈
地
方
〉
と
は

農
民
た
ち
が
土
地
を
扱
う
〈
経
造
〉
の
こ
と
を
そ
の
よ
う
に
呼
ん

で
い
た
の
で
あ
り
、
正
式
に
は
〈
経
造
〉
と
い
い
、
本
来
同
じ
も

の
で
あ
る
と
い
う
。

（
４
）
房
基
地
、
屋
基
地
、
宅
基
地
は
ど
れ
も
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
。

（
５
）
こ
の
こ
と
を
俗
に
「
租
田
不
好
当
自
財
」
と
い
う
。

（
６
）
一
九
五
八
年
に
新
光
大
隊
、
一
九
八
三
年
に
新
光
村
、
二
〇
〇

三
年
に
新
光
村
、
新
安
村
、
上
沢
村
を
合
併
し
て
上
林
村
に
な
っ

た
。

（
７
）
〈
経
造
〉
が
私
蔵
し
て
い
た
と
さ
れ
る
土
地
台
帳
を
い
う
。

（
８
）
現
在
は
堯
南
社
区
後
巷
村
。

（
９
）
快
板
（
北
方
民
間
の
語
り
と
謡
い
を
織
り
交
ぜ
た
芸
能
で
、
形

式
に
こ
だ
わ
ら
ず
口
語
で
自
然
の
韻
を
踏
む
の
が
特
徴
）
を
行
う

時
、
指
の
間
に
挟
ん
で
鳴
ら
す
三
枚
の
小
さ
な
竹
板
で
で
き
た
民

族
楽
器
。

（
１０
）
『
上
林
村
志
』
五
四
頁
に
は
、「
土
地
の
分
配
に
お
い
て
は
上
沢

村
の
先
分
戸
（
原
耕
農
民
）
に
は
毎
人
平
均
二
・
三
畝
が
、
後
分

戸
（
無
地
欠
地
農
民
）
に
は
毎
人
平
均
一
・
八
畝
が
分
け
与
え
ら

れ
た
と
い
う
。

（
１１
）
土
地
改
革
を
実
施
す
る
に
先
立
っ
て
旧
松
江
府
属
の
諸
県
の

〈
図
正
〉
に
彼
ら
が
保
有
す
る
土
地
情
報
を
提
供
さ
せ
、
新
た
に
簿

冊
を
造
り
直
し
た
こ
と
を
い
う
。
山
本
前
掲
「
江
南
基
層
社
会
か

ら
み
た
土
地
改
革
前
史
・
序
説
」
参
照
。

（
１２
）
陸
氏
の
認
識
に
よ
れ
ば
、〈
地
保
〉
と
は
か
つ
て
の
名
称
で
あ

り
、〈
地
保
〉
の
役
割
は
〈
地
方
〉
な
い
し
〈
経
造
〉
が
担
っ
て
い

た
と
い
う
。

（
１３
）
二
〇
〇
八
年
八
月
の
陳
俊
才
か
ら
の
聴
き
取
り
に
よ
る
。

（
１４
）
盛
氏
は
〈
図
董
〉
を
も
兼
ね
て
い
た
こ
と
を
二
度
証
言
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
陸
乾
初
が
四
都
上
四
図
の
〈
図
董
〉
で
あ
り
、〈
地

方
〉
で
あ
り
、〈
経
造
〉
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
１５
）
こ
こ
で
は
〈
催
徴
吏
〉
は
〈
催
甲
〉
で
あ
る
と
い
う
発
言
が
さ

れ
て
い
る
が
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
に
陳
俊
才
氏
に
〈
催
徴
吏
〉

に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「〈
催
徴
吏
〉
は
〈
経
造
〉
の
こ
と
で

あ
り
、
名
称
が
異
な
る
だ
け
」
と
の
証
言
を
得
た
。

（
１６
）
孔
仁
和
氏
か
ら
の
聴
き
取
り
に
も
こ
の
名
が
〈
催
甲
〉
と
し
て

登
場
す
る
。

（
１７
）
前
掲
「
為
地
主
服
務
的
�
知
数
��
催
甲
�
和
�
租
差
�」
に
は

「〈
催
甲
〉
の
管
理
す
る
田
土
と
佃
戸
が
多
く
な
る
と
、�
大
頭
催

甲
�
と
な
り
、
あ
る
者
は
使
用
人
を
雇
い
、
高
利
貸
業
を
兼
営
し

た
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
当
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
１８
）
孔
仁
和
氏
の
叔
父
で
四
都
四
図
に
住
む
〈
催
甲
〉
で
あ
っ
た
。

（
１９
）
二
〇
一
三
年
十
二
月
の
再
確
認
で
は
、「
漕
糧
を
経
徴
す
る
」

の
意
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
２０
）
『
呉
県
志
』
二
六
八
〜
二
六
九
頁
に
よ
る
と
、
土
地
改
革
で
確

定
し
た
階
級
構
成
は
全
県
で
地
主
一
四
八
四
戸
、
富
農
二
八
二
〇

戸
、
中
農
四
万
五
三
六
六
戸
、
貧
農
八
万
一
一
八
九
戸
、
雇
農
九

三
一
五
戸
、
小
土
地
出
租
者
二
三
六
八
戸
、
工
商
業
資
本
家
九
七

六
戸
、
手
工
業
工
員
、
小
商
人
、
俳
優
、
医
者
、
作
家
、
芸
術
家

史
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孔
仁
和
氏
へ
の
聴
き
取
り

〔
日
時
〕
二
〇
〇
九
年
十
二
月
二
十
六
日

〔
場
所
〕
上
林
村
村
民
委
員
会
〈
呉
中
区
横
�
街
道
上
林
村
〉

〔
質
問
者
〕
夏
冰
、
太
田
出
、
佐
藤
仁
史
、
山
本
英
史

〔
回
答
者
〕
孔
仁
和

〔
内
容
概
略
〕
家
庭
状
況
、
個
人
の
経
歴
、
叔
父
が
催
甲
で
あ
っ

た
時
の
状
況

〔
整
理
〕
夏
冰

問
「
名
前
を
何
と
い
い
ま
す
か
？
」

答
「
孔
仁
和
で
す
」

問
「
現
在
七
十
八
歳
と
い
う
こ
と
は
、
何
年
の
生
ま
れ
で
す

か
？
」

答
「
一
九
三
二
年
の
申
年
で
す
」

問
「
一
九
三
二
年
の
何
月
何
日
で
す
か
？
」

答
「
陰
暦
の
一
月
十
九
日
で
す
」

問
「
ど
こ
で
生
れ
ま
し
た
か
？
」

答
「
上
林
村
で
す
。
そ
の
頃
は
上
沢
村
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

現
在
合
併
し
て
上
林
村
に
な
り
ま
し
た
」

問
「
当
時
は
上
沢
村
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
す
か
？
」

答
「
上
沢
村
で
す
、
三
つ
の
村
が
合
併
し
て
上
林
村
に
な
り
ま
し

た
」

問
「
ど
の
三
つ
の
村
で
す
か
？
」

答
「
新
光
、
上
沢
、
新
安
の
三
つ
で
す
。
三
つ
の
村
が
合
併
し
上

林
一
村
に
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
上
林
村
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
元
来
国
民
党
政
権
時
期
に
上
林
郷
が
あ

り
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
大
体
上
林
郷
の
範
囲
に
あ
っ
た
か
ら
で

す
。
こ
こ
は
自
然
村
で
あ
り
、
現
在
の
範
囲
も
基
本
的
に
大
差

な
ど
そ
の
他
の
労
働
者
四
八
四
二
戸
、
そ
の
ほ
か
遊
民
等
四
九
五

二
戸
と
な
り
、
貧
農
・
雇
農
の
戸
数
は
五
九
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に

な
る
と
い
う
。

（
２１
）
『
上
林
村
志
』
五
四
頁
に
は
、「
土
地
改
革
で
階
級
区
分
を
確
定

し
た
時
、
新
安
村
に
三
戸
の
地
主
と
四
戸
の
富
農
、
お
よ
び
上
沢

村
に
一
戸
の
地
主
と
一
戸
の
富
農
、
合
理
村
に
二
戸
の
地
主
三
戸

の
富
農
が
い
た
ほ
か
村
人
の
絶
対
多
数
は
貧
農
下
層
中
農
で
あ
っ

た
」
と
あ
る
。

（
２２
）
二
〇
一
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
上
林
村
志
』
を
指
す
。「
金

波
」
の
名
は
同
書
に
は
「
執
筆
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

同
書
に
は
「
軍
事
志
」
と
い
う
項
目
は
な
い
。

（
２３
）
『
呉
県
志
』
一
三
二
頁
に
は
、「
焼
酎
、
ス
イ
カ
、
養
豚
、
蘆
韮

が
横
�
鎮
の
四
大
特
産
と
述
べ
て
い
る
。

（
２４
）
女
児
が
結
婚
す
る
際
、「
嫁
入
り
道
具
」
に
見
立
て
て
、
土
地

を
分
け
与
え
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
事
実
上
、
女
児
に
相
続

の
権
利
と
な
っ
た
田
土
を
い
う
。
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あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
上
林
村
と
呼
ん
だ
の
で
す
」

問
「
お
父
さ
ん
の
名
前
は
？
」

答
「
孔
三
元
と
い
い
ま
し
た
」

問
「
別
の
名
は
あ
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
孔
憲
文
と
い
い
ま
し
た
。
号
で
す
か
？

号
は
鳳
亭
と
い
い

ま
し
た
。
三
元
は
幼
名
で
す
。
家
で
は
幼
名
で
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
」

問
「
お
父
さ
ん
の
干
支
は
？
」

答
「
酉
年
で
す
」

問
「
い
つ
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
か
？
」

答
「
一
九
五
七
年
で
す
」

問
「
亡
く
な
ら
れ
た
時
は
何
歳
で
し
た
か
？
」

答
「
七
〇
歳
、
い
や
六
〇
歳
、
六
〇
歳
の
時
で
す
。
ま
さ
し
く
還

暦
で
す
」

問
「
お
父
さ
ん
は
本
来
何
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
ず
っ
と
農
業
を
や
っ
て
い
ま
し
た
」

問
「
ず
っ
と
農
業
を
さ
れ
て
い
て
、
他
に
は
何
も
し
な
か
っ
た
の

で
す
か
？
」

答
「
他
に
は
何
も
や
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
頃
、
数
ヶ
月
、
ど
ん

な
職
務
が
あ
っ
た
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
数
ヶ
月
、「
偽
保

長
」
を
や
り
、
数
ヶ
月
で
交
替
し
ま
し
た
」

問
「
家
に
何
畝
の
土
地
を
お
持
ち
で
し
た
か
？
」

答
「
六
畝
九
分
で
す
。
二
つ
の
土
地
が
あ
り
、
一
つ
は
二
畝
、
も

う
一
つ
は
四
畝
九
分
で
し
た
」

問
「
田
面
と
田
底
を
含
め
た
も
の
で
す
か
？
」

答
「
我
々
が
所
有
す
る
の
は
す
べ
て
田
面
で
す
。
田
面
は
小
作
地

で
す
」

問
「
田
底
は
誰
の
も
の
で
し
た
か
？
」

答
「
田
底
は
席
耕
徳
の
も
の
で
し
た
」

問
「
席
耕
徳
は
ど
こ
の
人
で
す
か
？
」

答
「
横
�
の
人
で
す
（
1
）
。
後
に
蘇
州
城
内
の
大
儒
巷
に
転
居
し
ま
し

た
。
大
儒
巷
は
蘇
州
の
後
門
に
あ
り
ま
し
た
。
ま
だ
小
さ
い
時

に
一
度
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
」

問
「
小
作
料
を
納
め
る
時
は
ど
の
よ
う
に
し
ま
し
た
か
」

問
「
小
作
料
で
す
か
？

そ
の
時
は
父
が
や
っ
て
い
た
も
の
で
、

私
は
関
与
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
思
い
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

一
畝
で
一
石
か
二
石
。
一
石
は
今
の
一
五
〇
斤
に
当
た
り
ま
す
。

一
石
、
一
石
二
、
一
石
三
、
…
…
一
石
五
斗
が
一
番
高
か
っ
た

か
（
2
）
。
土
地
が
よ
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
高
か
っ
た
よ
う
で
す
」

問
「
そ
れ
で
は
あ
な
た
の
家
の
土
地
で
は
ど
れ
だ
け
納
め
た
の
で

す
か
？
」

答
「
詳
し
く
は
わ
か
り
ま
せ
ん
」

史
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問
「
お
母
さ
ん
は
何
と
い
う
名
前
で
す
か
？
」

答
「
王
火
金
で
す
」

問
「
お
年
は
？
」

答
「
父
よ
り
四
歳
若
い
寅
年
で
す
（
3
）
」

問
「
い
つ
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
一
九
八
二
年
に
八
一
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
」

問
「
お
母
さ
ん
も
こ
の
土
地
の
人
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
」

問
「
何
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
ず
っ
と
農
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
家
事
を
や
っ
て
い

ま
し
た
」

問
「
土
地
改
革
の
時
の
お
母
さ
ん
の
階
級
区
分
は
？
」

答
「
貧
農
で
す
」

問
「
土
地
改
革
の
時
、
土
地
の
分
配
は
あ
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
い
や
。
我
々
は
中
立
戸
と
呼
ば
れ
、
現
状
の
ま
ま
で
し
た
」

問
「
家
に
は
兄
弟
姉
妹
が
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
四
人
…
…
、
さ
ら
に
姉
が
い
ま
し
た
の
で
五
人
で
す
」

問
「
当
時
み
な
結
婚
し
て
な
か
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
姉
は
土
地
改
革
の
時
に
結
婚
し
ま
し
た
が
、
結
婚
後
亡
く
な

り
ま
し
た
。
出
産
が
原
因
で
し
た
。
妹
と
私
は
と
も
に
ま
だ
結

婚
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
我
々
は
ま
だ
小
さ
か
っ
た
の
で

す
」

問
「
学
習
経
験
は
あ
り
ま
す
か
？
」

答
「
村
で
学
び
ま
し
た
」

問
「
村
の
私
塾
で
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
」

問
「
そ
れ
は
誰
の
私
塾
で
す
か
？
」

答
「
こ
の
時
は
査
明
芝
で
す
。
最
初
の
先
生
で
す
」

問
「
何
年
教
え
て
く
れ
ま
し
た
か
？
」

答
「
査
明
芝
は
一
年
間
ほ
ど
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
教
師
は

自
分
で
志
願
し
た
わ
け
で
な
く
、
金
持
ち
が
雇
っ
た
人
で
し
た
。

だ
か
ら
学
習
は
時
々
中
断
し
ま
し
た
」

問
「
そ
れ
で
は
私
塾
は
人
家
で
行
わ
れ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
。
人
家
で
行
い
ま
し
た
」

問
「
誰
の
家
で
行
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
周
仲
祥
の
家
で
行
い
ま
し
た
」

問
「
な
ら
ば
、
そ
の
後
は
？
」

答
「
後
は
李
素
臣
に
就
き
ま
し
た
」

問
「
そ
れ
は
ど
こ
で
？
」

答
「
二
房
里
に
お
い
て
で
す
。
そ
の
地
方
は
二
房
里
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
（
4
）
」

問
「
二
房
里
の
誰
の
家
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
か
？
」
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答
「
誰
が
招
い
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
勉
強
し
に
い
き
ま

し
た
」

問
「
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
？
」

答
「
約
一
年
で
す
。
三
番
目
の
教
師
は
楊
先
生
と
い
い
ま
し
た
。

名
前
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
一
年
ほ
ど
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
最

後
の
教
師
は
韋
晋
源
で
し
た
」

問
「
四
番
目
で
す
か
？
」

答
「
四
番
目
が
韋
晋
源
で
し
た
。
一
年
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
み

な
一
年
前
後
で
す
」

問
「
ど
こ
で
教
わ
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
上
沢
廟
で
教
わ
り
ま
し
た
。
二
房
里
か
ら
上
沢
廟
に
移
り
ま

し
た
」

問
「
そ
れ
で
は
楊
先
生
も
上
沢
廟
で
教
え
た
の
で
す
か
？
」

答
「
楊
先
生
は
違
い
ま
す
。
楊
先
生
は
南
村
、
つ
ま
り
我
々
の
大

隊
で
教
え
ま
し
た
」

問
「
そ
れ
か
ら
は
ど
う
し
ま
し
た
か
？
」

答
「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
学
齢
期
に
な
っ
て
学
校
に
入
り
、
一
五
歳

で
卒
業
し
ま
し
た
。
そ
の
間
の
学
習
は
途
切
れ
途
切
れ
で
し
た
。

村
の
有
力
者
が
そ
の
時
そ
の
時
で
教
師
を
招
い
て
く
る
と
、

我
々
は
そ
こ
に
参
加
し
た
も
の
で
、
そ
の
教
師
が
去
れ
ば
、
教

え
る
者
が
い
な
く
な
る
と
い
っ
た
状
況
で
し
た
」

問
「
学
習
内
容
は
何
で
す
か
？
」

答
「
学
習
内
容
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。『
大
学
』、『
中
庸
』、

『
論
語
』
の
「
学
而
」「
公
冶
長
」「
子
罕
」
な
ど
で
す
。
さ
ら

に
「
陽
貨
」
が
あ
り
ま
し
た
が
、
私
は
こ
れ
を
習
っ
て
い
ま
せ

ん
。「
公
冶
長
」
は
学
び
ま
し
た
が
、
半
分
ま
で
し
か
い
き
ま

せ
ん
で
し
た
。「
子
罕
」
と
「
子
路
」
も
学
び
ま
し
た
が
、
や

は
り
半
分
で
す
」

問
「
数
学
の
よ
う
な
科
目
は
あ
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
そ
の
よ
う
な
も
の
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
新
し
い
教

科
は
学
ん
で
い
ま
せ
ん
」

問
「
一
五
歳
か
ら
何
を
し
ま
し
た
か
？
」

答
「
卒
業
後
、
父
母
と
と
も
に
農
業
を
行
っ
た
の
で
、
農
業
を
学

び
ま
し
た
」

問
「
何
歳
で
結
婚
し
ま
し
た
か
？
」

答
「
私
で
す
か
。
二
六
歳
で
結
婚
し
た
よ
う
で
す
が
、
忘
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
い
や
、
一
九
五
八
年
に
は
す
で
に
結
婚
し
て
い

ま
し
た
。
一
九
五
七
年
に
結
婚
…
…
そ
う
だ
、
そ
う
だ
。
一
九

五
七
年
に
結
婚
し
ま
し
た
」

問
「
解
放
後
に
村
の
幹
部
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
」

答
「
一
九
五
四
年
一
月
四
日
に
工
作
に
参
加
し
ま
し
た
」

問
「
何
を
し
た
の
で
す
か
？
」
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答
「
ず
っ
と
糧
管
所
に
い
ま
し
た
」

問
「
ど
ん
な
仕
事
を
し
た
の
で
す
か
？
」

答
「
農
村
の
食
糧
を
管
理
す
る
も
の
で
す
。
専
管
員
と
い
い
ま
し

た
。
屯
村
糧
食
専
管
員
で
し
た
」

問
「
そ
の
後
は
？
」

答
「
そ
の
後
は
退
職
し
ま
し
た
。
二
、
三
十
年
の
間
、
糧
管
所
で

働
き
ま
し
た
。
基
本
的
に
食
糧
管
理
を
や
っ
て
生
活
し
て
い
ま

し
た
」

問
「
何
年
に
退
職
し
ま
し
た
か
？
」

答
「
満
五
〇
歳
で
退
職
し
ま
し
た
。
病
気
に
な
っ
た
も
の
で
す
か

ら
。
な
ぜ
こ
の
時
期
に
退
職
し
た
か
と
い
え
ば
、
五
〇
歳
未
満

で
退
職
し
た
場
合
は
退
職
金
が
四
割
に
し
か
な
ら
な
い
た
め
、

満
額
も
ら
う
た
め
に
五
〇
歳
に
な
っ
て
正
式
に
退
職
し
た
と
い

う
わ
け
で
す
」

問
「
退
職
後
は
何
を
し
ま
し
た
か
。
や
は
り
農
業
で
す
か
？
」

答
「
退
職
後
は
家
に
い
て
、
農
業
は
や
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
こ

に
は
土
地
が
な
い
の
で
、
麻
雀
を
し
た
り
お
茶
を
飲
ん
だ
り
し

て
過
ご
し
ま
し
た
」

問
「
糧
管
所
は
鎮
に
あ
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
浦
荘
鎮
に
あ
り
ま
し
た
。
浦
荘
糧
管
所
で
す
」

問
「
伯
父
さ
ん
は
何
と
い
う
名
前
で
す
か
？
」

答
「
伯
父
は
い
ま
せ
ん
。
父
が
一
番
上
で
、
伯
父
さ
ん
は
い
ま
せ

ん
。
叔
父
は
二
人
い
ま
す
」

問
「
そ
れ
で
は
〈
催
甲
〉
を
や
っ
て
い
た
の
は
叔
父
さ
ん
で
す

か
？
」

答
「
そ
う
で
す
。
下
の
叔
父
で
す
」

問
「
何
と
い
う
名
前
で
す
か
？
」

答
「
孔
均
培
と
い
い
ま
し
た
」

問
「
お
父
さ
ん
よ
り
何
歳
年
下
で
す
か
？
」

答
「
戌
年
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
わ
か
っ
て
い
ま
す
」

問
「
存
命
で
す
か
？
」

答
「
亡
く
な
っ
て
か
ら
何
年
も
経
ち
ま
す
」

問
「
い
つ
亡
く
な
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
文
化
大
革
命
以
後
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
よ
く
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
多
分
一
九
七
九
年
前
後
で
し
ょ
う
」

問
「
い
く
つ
で
し
た
か
？
」

答
「
七
〇
歳
前
後
で
す
」

問
「
孔
均
培
さ
ん
は
当
時
自
分
の
土
地
を
持
っ
て
い
ま
し
た

か
？
」

答
「
持
っ
て
い
ま
し
た
」

問
「
ど
の
く
ら
い
？
」

答
「
一
五
畝
く
ら
い
持
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
の
小
作
料
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は
基
本
的
に
一
石
二
斗
く
ら
い
で
し
た
」

問
「
孔
均
培
さ
ん
の
一
五
畝
は
す
べ
て
自
分
の
土
地
で
す
か
？
」

答
「
す
べ
て
小
作
地
で
す
。
こ
こ
で
は
自
有
地
は
ほ
と
ん
ど
あ
り

ま
せ
ん
」

問
「
い
つ
〈
催
甲
〉
に
な
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
期
間
は
と
て
も
長
か
っ
た
よ
う
で
す
」

問
「
若
い
時
か
ら
始
め
た
の
で
す
か
？
」

答
「
始
め
た
の
は
ま
だ
若
か
っ
た
時
で
す
。
日
中
戦
争
の
頃
、
戦

争
が
終
わ
っ
て
か
ら
〈
催
甲
〉
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
人
が
占

領
し
た
時
に
は
ま
だ
や
っ
て
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
状
況

に
つ
い
て
私
は
関
与
し
て
い
な
い
の
で
想
像
や
記
憶
に
任
せ
る

だ
け
で
す
」

問
「
な
ぜ
三
五
歳
の
時
に
〈
催
甲
〉
に
な
っ
た
の
で
す
か
。
そ
の

前
は
ど
う
し
て
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
こ
れ
に
は
手
づ
る
が
要
り
ま
す
。
手
づ
る
が
な
け
れ
ば
で
き

ま
せ
ん
」

問
「
な
ら
ば
誰
が
叔
父
さ
ん
を
〈
催
甲
〉
に
推
薦
し
た
の
で
す

か
？
」

答
「
薛
寿
鵬
の
紹
介
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
薛
寿
鵬
は
親

密
な
戦
友
で
、
関
係
が
と
て
も
よ
か
っ
た
か
ら
で
す
」

問
「
薛
寿
鵬
は
何
を
し
て
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
や
は
り
〈
催
甲
〉
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
は
文
化
大
革
命

で
打
倒
さ
れ
ま
し
た
」

問
「〈
催
甲
〉
は
世
襲
で
は
な
い
の
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
」

問
「〈
催
甲
〉
は
誰
に
監
督
さ
れ
ま
し
た
か
？
」

答
「
監
督
者
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
作
料
を
領
収
し
、
由
紙

（
納
租
通
知
票
）
を
配
布
し
、
一
年
経
て
ば
ま
た
小
作
料
納
入

を
督
促
す
る
仕
事
に
専
ら
従
事
し
て
い
ま
し
た
」

問
「
誰
の
た
め
に
仕
事
を
し
た
の
で
す
か
？
」

答
「
地
主
の
た
め
で
す
。
席
耕
徳
の
た
め
に
働
き
ま
し
た
。
ま
た

木
�
の
質
屋
、
さ
ら
に
同
じ
く
木
�
の
厳
和
美
、
み
ん
な
地
主

で
す
。
彼
ら
の
た
め
に
由
紙
を
配
布
し
、
小
作
料
を
集
め
ま
し

た
」

問
「
席
耕
徳
は
人
名
で
す
か
、
そ
れ
と
も
租
桟
の
名
前
で
す

か
？
」

答
「
堂
名
（
租
桟
の
名
前
）
で
す
。
厳
和
美
に
つ
い
て
は
は
っ
き

り
し
ま
せ
ん
。
ど
の
み
ち
米
行
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。
人
名
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
堂
名
…
…
堂
名
で
し
ょ
う
」

問
「
別
の
〈
催
甲
〉
は
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
こ
の
あ
た
り
で
は
一
つ
の
村
に
一
人
の
〈
催
甲
〉
が
い
ま
し

た
」

史
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問
「〈
催
甲
〉
の
管
轄
す
る
範
囲
は
？
」

答
「
図
を
管
轄
し
ま
し
た
。
叔
父
は
四
都
四
図
を
管
轄
し
ま
し
た
（
5
）
。

四
都
四
図
の
他
は
管
轄
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
然
村
の
土
地
の

範
囲
を
管
轄
し
ま
し
た
」

問
「
薛
寿
鵬
は
ど
う
で
し
た
か
？
」

答
「
薛
寿
鵬
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
彼
は
鎮
に
い
て

我
々
は
あ
ま
り
接
触
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
金
持
ち
だ
っ
た

の
で
す
」

問
「
地
主
の
た
め
に
催
租
し
た
の
な
ら
ば
、
給
料
は
集
め
た
小
作

料
か
ら
い
く
ら
か
控
除
さ
れ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
い
い
え
。
年
末
に
い
く
ら
か
も
ら
い
ま
し
た
。
控
除
で
な
い

こ
と
は
確
か
で
す
。
働
き
が
よ
か
っ
た
り
小
作
料
の
徴
収
が
多

か
っ
た
り
す
れ
ば
、
そ
の
分
多
く
く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
そ
の

方
法
で
、
固
定
的
な
給
料
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

問
「
給
料
の
費
目
は
あ
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
そ
ん
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
公
に
せ
ず
く
れ
る
も
の
で
、

外
の
者
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
」

問
「〈
催
甲
〉
を
や
る
こ
と
は
〈
催
甲
〉
を
生
業
と
す
る
の
で
は

な
い
の
で
す
か
？
」

答
「
と
て
も
と
て
も
。
生
業
は
農
業
で
す
。〈
催
甲
〉
の
給
料
は

副
収
入
で
あ
り
、
主
要
な
収
入
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
主
要
な

生
活
基
盤
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
生
活
基
盤
は
や
は
り
農
業
で
す
。

〈
催
甲
〉
の
手
当
て
は
副
収
入
の
よ
う
な
も
の
で
す
」

問
「
お
家
の
一
五
畝
は
小
作
地
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
」

問
「
小
作
地
は
席
耕
徳
の
所
有
地
で
し
た
か
？
」

答
「
多
分
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
我
々
の
土

地
の
大
部
分
は
席
耕
徳
の
も
の
で
し
た
。
だ
か
ら
そ
う
だ
と
思

う
の
で
す
が
…
…
、
そ
う
、
小
作
地
は
み
な
席
耕
徳
の
も
の
で

す
」

問
「
四
都
四
図
は
み
な
叔
父
さ
ん
の
管
轄
だ
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
絶
対
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
主
と
〈
催
甲
〉
と
の

関
係
が
よ
け
れ
ば
管
轄
さ
せ
ま
し
た
」

問
「
一
般
に
一
図
に
は
一
人
の
〈
催
甲
〉
が
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
そ
う
と
も
い
え
ま
せ
ん
。
こ
こ
の
図
を
管
轄
し
て
い
て
も
、

他
の
図
を
管
轄
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
二
つ
の
図
や
三
つ
の
図

を
管
轄
す
る
こ
と
も
可
能
で
し
た
」

問
「
あ
な
た
方
は
四
都
四
図
に
住
ん
で
い
た
の
で
す
か
？
」

答
「
そ
う
で
す
。
た
だ
そ
こ
に
住
む
〈
催
甲
〉
が
そ
の
図
を
管
轄

す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
地
主
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る

の
で
す
。
地
主
の
土
地
が
い
く
つ
か
の
図
に
あ
れ
ば
、
一
人
の

〈
催
甲
〉
に
い
く
つ
か
の
図
の
小
作
料
を
集
め
さ
せ
ま
し
た
。
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〈
催
甲
〉
は
地
主
の
仕
え
る
も
の
で
、〈
地
方
〉
に
仕
え
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
私
人
で
あ
り
、〈
地
方
〉
と
は
無

関
係
で
す
。
管
轄
範
囲
も
行
政
上
の
図
と
は
無
関
係
で
し
た
」

問
「
叔
父
さ
ん
は
そ
の
よ
う
な
地
主
を
知
っ
て
い
ま
し
た
か
？
」

答
「
知
っ
て
い
ま
し
た
、
き
っ
と
知
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
席

耕
徳
の
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
。
耕
徳
堂
の
管
轄
範
囲
は
き

わ
め
て
広
く
、
職
員
も
か
な
り
多
く
、
全
員
を
知
る
こ
と
は
不

可
能
で
し
た
」

問
「
小
作
料
は
自
分
で
納
め
に
い
っ
た
の
で
す
か
、
そ
れ
と
も

〈
催
甲
〉
が
手
助
け
し
ま
し
た
か
？
」

答
「
ほ
と
ん
ど
み
な
自
分
で
納
め
に
い
き
ま
し
た
。
も
し
本
当
に

貧
し
い
戸
や
�
皮
戸
（
頑
戸
）
が
小
作
料
を
納
め
な
け
れ
ば
、

「
開
緝
架
」
が
必
要
で
し
た
。
小
作
料
を
納
め
な
け
れ
ば
訴
え

ま
し
た
。
こ
れ
を
「
租
米
官
司
」
と
い
い
ま
し
た
。「
開
緝

架
」
と
は
、
逮
捕
の
意
味
で
、
強
制
的
に
小
作
料
を
納
め
さ
せ

ま
し
た
。
実
際
小
作
料
を
納
め
な
い
者
は
い
ま
し
た
が
、
悪
い

の
は
そ
う
多
く
い
ま
せ
ん
で
し
た
」

問
「〈
経
造
〉
の
こ
と
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
」

答
「
あ
り
ま
す
」

問
「
で
は
〈
地
保
〉
は
？
」

答
「〈
経
造
〉
と
〈
地
保
〉
は
〈
催
甲
〉
と
無
関
係
で
す
」

問
「〈
催
甲
〉
の
他
に
〈
経
造
〉
が
由
紙
を
配
っ
た
こ
と
は
な
い

で
す
か
？
」

答
「〈
経
造
〉、〈
地
保
〉、〈
地
方
〉
は
み
な
〈
催
甲
〉
と
関
係
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
役
人
で
あ
り
、〈
催
甲
〉
と
は

性
格
が
異
な
り
ま
す
。〈
催
甲
〉
が
小
作
料
を
徴
収
し
に
行
く

時
、「
馬
甲
」
と
い
う
胴
着
を
着
ま
し
た
。「
馬
甲
」
に
は
た
く

さ
ん
の
ポ
ケ
ッ
ト
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
小
作
人
ご
と
の
由
紙
が

入
っ
て
い
ま
し
た
。〈
催
甲
〉
は
こ
の
「
馬
甲
」
を
着
て
村
に

行
き
、
家
ご
と
に
由
紙
を
配
り
ま
し
た
。
こ
の
チ
ョ
ッ
キ
は
文

化
大
革
命
の
際
、〈
催
甲
〉
だ
っ
た
人
物
を
批
判
す
る
た
め
に

着
さ
せ
ま
し
た
」

問
「〈
催
甲
〉
を
辞
め
た
い
と
思
っ
た
ら
、
他
の
人
を
紹
介
し
た

の
で
す
か
。
そ
れ
と
も
権
利
を
売
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
直
接
地
主
に
伝
え
れ
ば
済
み
ま
し
た
」

問
「
友
人
が
〈
催
甲
〉
を
や
り
た
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
友
人
に

譲
る
こ
と
は
で
き
ま
し
た
か
？
」

答
「
ダ
メ
で
す
。
地
主
が
認
め
な
い
か
ら
で
す
。
地
主
が
認
め
な

け
れ
ば
勝
手
に
他
人
に
譲
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
（
6
）
」

問
「〈
催
甲
〉
は
土
地
改
革
の
時
は
ど
う
な
り
ま
し
た
か
？
」

答
「
批
判
を
少
し
受
け
ま
し
た
が
、
厳
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
民
衆
は
〈
催
甲
〉
だ
っ
た
者
た
ち
を
捕
ま
え
よ
う
と
は
し
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ま
せ
ん
で
し
た
。「
敵
」
と
は
思
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
」

問
「〈
催
甲
〉
は
敵
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
か
？
」

答
「
敵
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
地
主
は
敵
で
し
た
」

問
「
叔
父
さ
ん
は
一
五
畝
の
土
地
を
持
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
す

が
、
階
級
区
分
は
何
で
し
た
？
」

答
「
中
農
で
し
た
」

問
「
い
ま
仰
っ
た
「
馬
甲
」
は
叔
父
さ
ん
が
自
分
で
着
て
い
た
も

の
で
す
か
？

そ
れ
と
も
別
な
人
が
着
て
い
た
も
の
で
す

か
？
」

答
「
叔
父
は
村
に
出
向
い
て
由
紙
を
配
る
時
に
着
て
い
ま
し
た
が
、

他
の
時
に
は
着
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。「
馬
甲
」
は
自
分
の
も

の
で
し
た
が
、
ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」

（
１
）
孔
氏
は
席
耕
徳
を
人
名
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
本
誌
六
二

頁
で
は
租
桟
の
名
で
あ
る
堂
名
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

（
２
）
『
上
林
村
志
』
五
三
頁
に
は
、
村
に
近
く
水
源
が
十
分
な
田
で

は
小
作
料
は
毎
畝
一
石
四
斗
が
最
も
高
い
も
の
と
記
し
て
い
る
。

（
３
）
王
火
金
の
生
年
は
一
九
〇
二
年
（
壬
寅
）
に
当
た
る
。
し
た
が

っ
て
孔
憲
文
（
孔
三
元
）
よ
り
四
歳
で
は
な
く
五
歳
若
い
こ
と
に

な
る
。

（
４
）
二
房
里
に
つ
い
て
は
不
詳
。

（
５
）
『
上
林
村
志
』
二
六
頁
に
よ
れ
ば
、
東
北
村
は
雍
正
年
間
、
呉

県
横
山
郷
四
都
四
図
に
属
し
た
。

（
６
）
勝
手
に
他
人
に
譲
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
薛
寿
鵬
が
孔

均
培
を
推
薦
し
た
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
で
き
な
い
わ
け

で
も
な
か
っ
た
。
要
は
地
主
が
承
認
す
れ
ば
で
き
た
の
で
あ
り
、

勝
手
に
推
薦
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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