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結
論
を
先
に
示
し
て
お
く


歴
史
に
お
い
て

制
度
は
人
々

の
能
力
を
前
提
と
し
て
成
立
す

る

今
回
取
り
上
げ
る
律
令
制

︵
８
世
紀
ご
ろ
︶
と
石
高
制

︵



世
紀
︶
は

と
も
に

全
国
覇
者
の
下
で
農
業
を
軸
に

成
立
し
た
制
度
で
あ
る

た
だ

し

こ
れ
ら
は
人
々
に
要
請
し

て
い
る
計
算
能
力
が
全
く
違

う


　
律
令
制
は
７
世
紀
後
半
の
建

国
事
業
を
経
て
成
立
し
た
支

配
シ
ス
テ
ム
だ

こ
の
建
国
事

業
は
天
皇
が
土
地
と
人
民
を

支
配
す
る
理
念
の
も
と
進
め
ら

れ
た

土
地
は
天
皇
の
も
の
だ

が
６
年
ご
と
を
原
則
と
し
て


６
歳
以
上
の
一
般
男
性
に
２
段

の
広
さ
の
土
地
︵
女
子
は
そ
の

３
分
の
２
︶
が
支
給
さ
れ

耕

作
と
納
税
を
強
い
ら
れ
た

１

段
は
大
人
が
１
年
間
で
食
べ
る

米
が
収
穫
で
き
る
土
地
の
広
さ

と
さ
れ
た


段
が
１
町
で
あ

り

１
町
は

歩
︵
約
１
０
９


︶
四
方
の
正
方
形
の
土
地
で

あ
る


　
こ
の
土
地
区
画
は
実
務
レ
ベ

ル
で
は
極
め
て
シ
ン
プ
ル
で
あ

る

６
歳
以
上
の
男
女
が
３
人

ず
つ
い
る
家
族
に
は

１
町
の

正
方
形
を
一
つ
支
給
す
れ
ば
良

い
か
ら
だ

律
令
政
府
は
正
方

形
を
格
子
状
に
並
べ
て
区
画

し

誰
が
ど
の
正
方
形
の
土
地

に
帰
属
す
る
の
か
を
確
認
し
つ

つ
土
地
を
支
給
し
た

こ
の
土

地
区
画
業
務
で
は
村
落
内
の
正

方
形
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
能
力

と

誰
が
ど
の
正
方
形
に
帰
属

す
る
の
か
を
調
整
・
記
録
す
る

能
力
と
を
役
人
が
備
え
て
い
れ

ば
事
足
り
た


　
石
高
制
は
徳
川
政
権
の
支
配

シ
ス
テ
ム
で
あ
る

各
々
の
耕

作
者
の
納
税
水
準
が
石
高
と
い

う
米
の
生
産
量
で
表
示
さ
れ

た

石
高
制
は
耕
作
面
積
と
収

穫
量
の
正
確
な
測
量
を
ベ

ス

と
し
た

こ
の
面
積
測
量
作
業

が
検
地
で
あ
る

こ
こ
で
律
令

制
の
こ
ろ
と
重
要
な
相
違
点

が
あ
る

長
き
に
わ
た
り
各
地

で
開
墾
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ


た
た
め

台
形
や
扇
形
あ
る
い

は
複
雑
な
形
状
の
土
地
が
多

数
を
占
め
た

そ
こ
で
さ
ま
ざ

ま
な
形
状
に
つ
い
て
面
積
計

算
の
公
式
集
が
作
成
さ
れ
た


こ
れ
を
サ
ポ

ト
し
た
の
が
和

算
家
︵
数
学
者
︶
で
あ
る

租

税
負
担
を
左
右
す
る
慎
重
な
問

題
に
幾
何
学
が
寄
与
し
た
の

だ

参
考
ま
で
に

円
周
率
と

し
て


世
紀
か
ら

世
紀
に

は
３
・
１
６


世
紀
に
は
３

・
１
４
１
６
と
い
う
数
値
が
使

わ
れ
た


　
検
地
に
は
武
士
の
み
な
ら
ず

村
落
民
も
参
加
し
た

こ
れ
に

は
事
情
が
あ
る

村
落
社
会
で

は
土
地
を
担
保
と
し
た
借
金
ト

ラ
ブ
ル
が
続
発
し
た

個
々
の

案
件
す
べ
て
を
武
士
が
裁
決
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い

徳
川

政
権
は
名
主
や
庄
屋
な
ど
村
落

の
リ

ダ

層
に
解
決
役
を
託

し
た

だ
か
ら
こ
そ

村
落
民

が
面
積
計
算
の
能
力
を
備
え
て

お
く
必
要
が
あ

た

面
積
計

算
は
土
地
制
度
そ
し
て
司
法
制

度
の
両
面
か
ら

村
落
社
会
の

秩
序
を
維
持
す
る
の
に
必
須
の

素
養
だ

た


　
幾
何
学
は
村
落
民
に
と

て

日
常
的
な
話
題
と
な

た

各

地
の
神
社
・
寺
院
に
は
和
算
家

が
算
額
を
奉
納
し
た

算
額
と

は
幾
何
学
問
題
を
記
し
た
絵
馬

で
あ
る

そ
れ
ら
は
三
角
比
や

高
次
方
程
式
の
知
識
を
要
す
る

難
問
で
あ
る

し
か
し
算
額
が

境
内
に
掲
げ
ら
れ
る
と

人
々

で
に
ぎ
わ

た

幾
何
学
を
通

じ
て
人
々
が
コ
ミ

ニ
ケ

シ


ン
を
興
じ
る
世
界

こ
れ
が

石
高
制
を
支
え
て
い
た

制
度

は
人
々
の
能
力
を
前
提
と
し
て

成
立
す
る

徳
川
時
代
に
培
わ

れ
た
計
算
能
力
は

明
治
維
新

を
経
て

産
業
化
す
る
日
本
社

会
を
支
え
て
い
く
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