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貫
高
制
と
石
高
制
に
つ
い
て
、
ご
く
単
純
化
し
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、

知
行
制
の
う
ち
、
家
臣
に
与
え
る
土
地
（
田
畠
）
の
規
模
（
知
行
高
）
を

銭
の
量
で
表
記
（
例
：
五
〇
〇
貫
）
し
た
も
の
が
貫
高
制
、
米
の
量
で
表

記
（
例
：
五
〇
〇
石
）
し
た
も
の
が
石
高
制
で
あ
る
。
知
行
制
と
は
、
戦

国
大
名
や
織
田
・
豊
臣
政
権
、
そ
れ
に
江
戸
幕
府
や
藩
と
い
っ
た
各
権
力

が
、
自
分
に
仕
え
て
い
る
家
臣
や
大
名
に
対
し
て
、
知
行
（
土
地
支
配
）

を
数
値
化
し
て
認
め
る
代
わ
り
に
、
そ
の
数
値
に
見
合
う
よ
う
な
軍
役

（
兵
を
率
い
て
戦
争
に
参
加
す
る
こ
と
）
を
賦
課
す
る
仕
組
み
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
（
な
お
、
家
臣
の
領
地
支
配
の
方
式
の
こ
と
も
知
行
制
と
い

う
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
）。
知
行
制
は
貫
高
制
・
石
高
制
ば
か
り
が

有
名
だ
が
、
戦
国
期
に
は
も
っ
と
多
く
の
種
類
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
た

と
え
ば
知
行
高
を
面
積
で
表
記
し
て
与
え
る
地
高
制
や
、
稲
の
収
穫
量
で

表
記
す
る
刈
高
制
な
ど
も
あ
っ
た
。

貫
高
制
と
石
高
制
の
違
い
を
詳
し
く
説
明
す
る
前
に
、
知
行
制
と
、
土
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貫
高
制
と
石
高
制
に
つ
い
て　

貫
高
制
と
石
高
制
の
違
い
に

つ
い
て
、
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。

地
把
握
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
知
行
高
に
基
づ
く
軍
役
賦

課
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
は
、
豊
臣
秀
吉
の
石
高
制
の
事
例

が
わ
か
り
や
す
い
。
秀
吉
は
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）、
中
国
地
方
の

大
名
毛
利
輝
元
に
知
行
高
一
一
二
万
石
と
い
う
膨
大
な
領
地
を
認
め
た
。

こ
の
一
一
二
万
石
の
中
に
は
、
一
族
の
小
早
川
・
吉
川
氏
の
領
地
や
、
軍

役
が
免
除
さ
れ
る
分
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
除
い
た
七
三
万
四
〇

〇
〇
石
分
に
つ
い
て
、
軍
役
を
負
担
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
後
、
文
禄
の
役
（
朝
鮮
侵
略
）
の
際
に
、
秀
吉
は
輝
元
に
三
万
人
の
兵

を
出
す
よ
う
命
じ
た
。
こ
れ
ら
の
数
字
か
ら
計
算
（734000

：30000

＝100

：X

）
す
る
と
、
毛
利
輝
元
は
軍
役
基
準
高
七
三
万
四
〇
〇
〇
石

に
対
し
て
、
一
〇
〇
石
あ
た
り
約
四
人
と
い
う
基
準
で
軍
役
を
勤
め
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
、
た
と
え
ば
慶
長
の
役
の
際
の
九
州
の
相
良

氏
の
文
書
を
み
る
と
、「
御
軍
役
百
石
に
付
い
て
三
人
役
」
と
い
っ
た
よ

う
に
、
明
確
に
軍
役
の
基
準
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、

豊
臣
政
権
が
、
一
〇
〇
石
あ
た
り
何
人
と
い
っ
た
わ
か
り
や
す
い
賦
課
基

準
で
軍
役
を
課
し
て
い
た
こ
と
、
知
行
高
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
幾
分
か
の

軍
役
を
免
除
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
、
賦
課
基
準
は
時
期
・
大
名
に
よ

っ
て
変
化
し
て
い
た
こ
と
（
一
般
に
戦
場
に
近
い
地
域
ほ
ど
負
担
が
大
き

い
傾
向
が
あ
る
。
相
良
氏
の
三
人
役
は
軍
役
減
免
を
願
っ
て
許
さ
れ
て
い

た
）
な
ど
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

知
行
高
が
大
き
い
家
臣
ほ
ど
多
く
の
軍
役
負
担
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
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原
則
は
、
戦
国
大
名
の
も
と
で
も
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
戦
国
大
名
の

場
合
は
家
臣
ご
と
に
軍
役
免
除
分
の
バ
ラ
つ
き
が
か
な
り
大
き
い
、
何
石

（
何
貫
）
あ
た
り
何
人
と
い
う
明
確
な
基
準
を
示
す
事
例
に
乏
し
い
（
知

行
高
と
軍
役
負
担
量
を
計
算
す
る
と
だ
い
た
い
の
傾
向
は
見
出
せ
る
）、

と
い
っ
た
点
が
問
題
で
あ
り
、
豊
臣
政
権
の
石
高
制
の
方
が
制
度
と
し
て

整
備
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
（
江
戸
幕
府
の
も
と
で
は
軍
役
の
免

除
分
や
地
域
性
が
消
滅
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
豊
臣
政
権
よ
り
も
さ
ら
に

整
備
さ
れ
て
い
る
）。
ち
な
み
に
織
田
信
長
の
場
合
、
家
臣
の
明
智
光
秀

が
作
成
し
た
掟
に
「
軍
役
人
数
百
石
に
六
人
」
と
い
う
基
準
が
明
記
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
掟
に
は
偽
文
書
説
も
出
て
お
り
、
こ
れ
を
織
田
政
権
全

体
の
も
の
と
位
置
付
け
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

知
行
高
に
基
づ
い
て
軍
役
を
賦
課
す
る
た
め
に
は
、
当
然
な
が
ら
家
臣

が
持
っ
て
い
る
土
地
の
規
模
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た

土
地
把
握
の
方
法
と
し
て
知
ら
れ
る
の
が
、
指
出
と
、
検
地
で
あ
る
。
指

出
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
土
地
の
情
報
を
自
己
申
告
さ
せ
、
そ
れ
を
認
め

る
方
式
で
あ
る
。
一
方
の
検
地
は
、
現
地
に
役
人
を
派
遣
し
て
、
土
地
の

面
積
や
品
位
な
ど
を
調
査
さ
せ
る
方
式
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
戦
国
大
名

は
「
指
出
検
地
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
て
土
地
を
測
量
せ
ず
、
そ
れ
に

対
し
て
豊
臣
秀
吉
の
太
閤
検
地
は
実
際
に
土
地
を
測
量
し
て
い
た
、
と
い

う
考
え
方
が
主
流
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
後
の
研
究
に
よ
り
、
戦
国
大
名

の
検
地
で
も
測
量
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
た
め
、
指
出
と
検

地
を
明
確
に
区
別
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
検
地
以
前
に
日
本

で
は
検
注
と
い
う
土
地
の
測
量
が
行
わ
れ
て
き
て
い
た
か
ら
、
秀
吉
の
頃

に
な
っ
て
初
め
て
土
地
を
測
量
し
た
か
の
よ
う
な
見
方
は
成
り
立
た
な
い

の
で
あ
る
。

た
だ
、
戦
国
大
名
の
検
地
は
、
間
竿
を
用
い
て
し
っ
か
り
測
量
し
た
と

み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
高
い
と
こ
ろ
か
ら
目
で
見
て
測
る
目
測
や
、

歩
数
で
測
量
す
る
歩
測
な
ど
、
大
ざ
っ
ぱ
な
測
量
方
式
を
と
っ
て
い
た
と

み
ら
れ
る
事
例
も
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
豊
臣
政
権
の
場
合
は
検
地
条

目
と
い
う
掟
を
定
め
て
、
間
竿
を
用
い
て
田
畠
を
測
量
す
る
よ
う
命
じ
て

い
る
か
ら
、
戦
国
大
名
に
比
べ
て
正
確
な
測
量
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
（
実
際
は
簡
易
的
測
量
に
と
ど
め
た
事
例
も
あ
る
が
）。
こ
の
点

は
検
地
の
結
果
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
土
地
面
積
の
表
記
は
戦
国
大
名
よ

り
も
豊
臣
政
権
の
方
が
概
し
て
詳
細
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
土

地
把
握
の
精
度
と
い
う
点
で
は
、
や
は
り
豊
臣
政
権
は
画
期
的
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
こ
う
し
た
土
地
調
査
に
よ
っ
て
把
握
し
た
家
臣
・
大
名
の
知

行
高
を
、
戦
国
大
名
は
軍
役
帳
や
所
領
役
帳
、
豊
臣
政
権
は
御
前
帳
と
い

っ
た
帳
簿
に
ま
と
め
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
帳
簿
を
も
と
に
家
臣
や
配
下
の

大
名
に
軍
役
を
賦
課
し
て
い
っ
た
。

以
上
を
前
提
に
、
貫
高
制
と
石
高
制
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
知
行
制

に
は
前
述
し
た
よ
う
に
貫
高
制
・
石
高
制
の
み
な
ら
ず
様
々
な
も
の
が
あ

っ
た
が
、
戦
国
時
代
は
貫
高
制
を
採
用
す
る
大
名
が
多
い
。
織
田
信
長
も
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最
初
は
貫
高
制
を
用
い
て
い
た
が
、
や
が
て
畿
内
近
国
に
土
地
調
査
（
指

出
・
検
地
の
両
方
が
あ
る
）
を
行
い
な
が
ら
石
高
制
に
切
り
替
え
た
。
そ

し
て
豊
臣
秀
吉
は
全
国
に
土
地
調
査
を
命
じ
る
際
に
石
高
制
を
用
い
さ
せ

た
た
め
、
全
国
的
に
石
高
制
を
採
用
す
る
大
名
が
爆
発
的
に
増
え
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
見
せ
か
け
だ
け
は
石
高
制
で
実
際
は
地
高
制
の
ま

ま
の
大
名
や
、
の
ち
に
貫
高
制
に
戻
し
て
し
ま
う
大
名
な
ど
も
お
り
、
そ

れ
ら
例
外
的
な
大
名
は
江
戸
時
代
で
も
そ
の
方
式
を
継
続
し
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
、
一

六
世
紀
、
特
に
織
豊
期
を
通
し
て
、
貫
高
制
か
ら
石
高
制
へ
と
変
化
し
て

い
っ
た
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
豊
臣
秀
吉
は
織
田
信
長
の
家
臣
だ
っ
た
か

ら
、
織
田
政
権
期
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
で
は
、
銭
か
ら
米
へ
と
い
う
、

一
見
貨
幣
経
済
に
逆
行
す
る
か
の
よ
う
な
転
換
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
か
つ
て
は
、
兵
糧
と
し
て
の
需
要
な
ど
か
ら
、
年
貢
の
米
納
と
絡

め
た
理
解
も
な
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
近
年
の
研
究
で
は
、
戦
国
時
代
の

貨
幣
を
め
ぐ
る
状
況
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
主
流
と
な
っ
て
き

て
い
る
た
め
、
以
下
に
説
明
し
て
い
き
た
い
。

戦
国
時
代
は
悪
銭
や
私
鋳
銭
が
横
行
し
て
お
り
、
質
の
良
い
銭
貨
が
不

足
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
取
引
現
場
で
は
悪
銭
の
受
け
取
り
を
避

け
る
と
い
う
撰
銭
状
況
が
生
ま
れ
、
戦
国
大
名
た
ち
は
撰
銭
令
（
撰
銭
禁

令
）
を
出
し
て
悪
銭
忌
避
の
行
き
過
ぎ
を
緩
和
す
る
な
ど
、
そ
の
対
応
に

追
わ
れ
て
い
っ
た
。
中
世
の
日
本
は
自
分
で
銭
を
作
る
こ
と
は
せ
ず
、
中

国
か
ら
輸
入
し
た
銭
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
模
し
て
民
間
で
作
ら
れ
た
私
鋳

銭
）
を
使
用
し
て
お
り
、
こ
の
時
代
の
撰
銭
状
況
も
明
で
の
撰
銭
状
況
の

影
響
を
受
け
て
い
る
。
戦
国
時
代
と
い
う
時
代
柄
か
ら
い
っ
て
も
、
朝
廷

や
室
町
幕
府
の
よ
う
な
中
央
政
権
が
貨
幣
秩
序
を
回
復
・
安
定
さ
せ
る
見

込
み
も
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
民
間
の
取
引
で
は
、
撰
銭
を
し
た
り
銭
種

ご
と
に
価
値
の
差
を
つ
け
た
り
し
て
対
応
し
て
き
た
が
、
そ
の
一
環
と
し

て
、
た
と
え
ば
土
地
の
価
格
の
表
記
が
「
○
○
貫
文
」
で
は
な
く
「
○
○

石
」
と
変
わ
っ
た
よ
う
に
、
モ
ノ
の
価
値
を
銭
で
は
な
く
米
の
量
で
表
記

す
る
よ
う
に
な
る
。
混
乱
し
き
っ
て
い
る
銭
よ
り
も
、
米
の
方
が
価
値
尺

度
と
し
て
は
比
較
的
安
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
土
地
売
券
を
調
べ
る

と
織
田
信
長
が
政
権
を
樹
立
し
て
い
た
一
五
七
〇
年
代
に
は
特
に
米
で
表

記
す
る
傾
向
が
出
て
い
る
か
ら
、
信
長
が
石
高
制
を
選
ん
だ
の
も
、
こ
う

し
た
動
向
に
影
響
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
て
い
い
。
こ
の
よ
う
に
、
貨
幣

状
況
の
混
乱
に
よ
る
貫
高
制
へ
の
不
安
が
、
銭
の
代
替
物
と
し
て
の
米
の

使
用
と
い
う
民
間
動
向
に
影
響
さ
れ
て
、
石
高
制
の
導
入
を
も
た
ら
し
た

と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
中
世
で
は
地
域
ご
と
に
、
あ
る
い
は
地
域
の
中
で
も
、
容
量
の

異
な
る
複
数
の
升
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
米
の
量
を
基
準
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
を
測
る
た
め
の
升
が
バ
ラ
バ
ラ
で
は
問
題
が
大
き
い
。
た
だ
、
戦
国

時
代
に
は
多
く
の
升
が
あ
り
つ
つ
も
各
地
域
で
基
準
と
な
る
升
が
決
ま
っ
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て
お
り
、
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
も
ま
た
京
都
で
基
準
升
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
た
京
升
を
自
己
の
政
権
の
基
準
升
に
定
め
て
い
る
。
特
に
秀
吉
は
、

検
地
条
目
な
ど
の
法
令
の
中
で
京
升
の
使
用
を
繰
り
返
し
述
べ
て
お
り
、

京
升
を
全
国
の
基
準
升
と
す
る
こ
と
を
大
き
く
推
進
し
て
い
っ
た
。
こ
う

し
て
石
高
制
は
安
定
し
た
知
行
制
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
江
戸
時
代

で
も
用
い
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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