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車

拍
免
荷
象

第
十
四
巻

第
四
競

昭
和
升

7
年
三
月
蓉
行

宮

崎

.市

宋

唐

代

賦

役

制

度

新

考

l

緒

言

-
律
令
制
の
特
色

内
藤
湖
南
博
士
が

｢概
括
的
唐
宋
時
代
観
し
な
る
名
論
文
を
雑
誌

｢歴
史
と
地
理
｣
に
餐
表
さ
れ
て
'
唐
束
の
間
に
中
国
社
合
が
大
き
く
持

換
し
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
の
は
大
正
十

1
年
の
こ
と
で
あ
り
'
そ
の
後
歳
を
関
す
る
こ
と
三
十
飴
年
'
は
じ
め
は
殆
ん
と
こ
れ
を
無
税
し
て

い
た
人
達
ま
で
が
次
第
に
同
調
し
は
じ
め
た
こ

と
は
'
畢
界
が
そ
れ
戒
け
進
歩
し
た

7
琵
左
と
し
て
同
慶
の
至
り
に
た
え
な
S
.
併
し
そ
の
樽

換
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
S,て
は
色
々
異
論
が
あ
っ
て

1
致
し
な
い
O
恐
ら
く
こ

の
間
題
に
刺
戟
さ
れ
て
か
'
近
頃
末
代
の
研
究
が
頓
に
盛

ん
に
な
っ
た
の
は
喜
ば
し
い
が
'
こ
れ
に
封
鷹
す
べ
き
唐
代
の
配
合
経
済
'
特
に
賦
役
制
度
の
研
究
が
精
々
等
関
税
さ
れ

てい
る
嫌
い
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
間
に
あ
っ
て
畏
友
曾
我
部
静
雄
博
士
が

｢均
田
制
と
そ
の
税
役
制
度
｣
の
大
著
を
は
じ
め
'
練
々
力
作
を
聾
表
さ
れ
'
ま

た
新
進
の
桧
永
雅
生
畢
士
が
着
賛
な
畢
風
を
以
て
頻
り
に
好
研
究
を
世
に
迭
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
は
大
い
に
人
意
を
強
-
す
る
も
の
で
あ
る
｡
私

は
此
等
の
新
研
究
に
よ
っ
て
稗
各
を
受
け
た
こ
と
多
大
で
あ
る
が
'
但
し
必
ず
し
も
悉
く
見
解
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
な
く
'
こ
こ
に
唐
代
の

ノヽつ▲

斌
役
制
度
を
取
上
げ
て
再
論
t
t
大
方
の
批
判
を
仰
ぎ
た
S
と
思
う
.

～- 1
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な
か

私
の
研
究
態
度
に
つ
い
て
濠
め
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
こ
と
は
､
昏
代
の
研
究
に
は
史
料
が
大
凡
そ
限
ら
れ
て
居
り
､
問
題
の
焦
鮎
は

亘

の
解
樺
如
何
に
あ
り
と
考
え
る
｡
そ
の
際
に
史
料
の
文
字
な
ど
の
程
度
ま
で
修
正
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
が
ま
た
問
題
で
あ
る
｡
言
う
ま

で
も
な
く
'
唐
代
に
は
ま
だ
印
刷
術
が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
'
書
物
は
蔦
本
で
倖
わ
り
'
そ
の
間
に
脱
誤
が
起
る
の
は
嘗
然
Q
.こ
と
で

あ
る
｡
故
に
唐
抄
本
に
よ
っ
た
宋
板
の
書
籍
と
雄
も

7
々
金
科
王
侯
と
し
て
擦
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
を
侯
た
な
い
｡
私

は
寧
ろ
か
か
る
際
に
は
大
勝
に
原
文
を
訂
正
し
て
読
ん
だ
方
が
'
反
っ
て
史
料
に
封
し
て
t
よ
り
息
賓
な
場
合
が
あ
る
と
考
え
る
.

女
に
私
の
研
究
の
見
通
し
を
務
め
言
っ
て
お
け
ば
'
唐
以
前
の
律
令
時
代
に
お
い
て
は
'

7
代
の
制
度
に
は
そ
れ
を
支
持
す
る
根
本
の
原
則

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
'
律
令
の
保
文
は
こ
の
原
則
を
横
棒
し
て
成
っ
豆

い
る
の
で
'
こ
の
原
則
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
時
代
の
本

質
に
解
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
.
も
ち
ろ
ん

7
代
の
制
度
は
そ
う
い
う
平
面
的
な
健
系
と
共
に
'
前
代
か
ら
受
け
つ
い
だ
垂
直
的

な
髄
系
を
併
せ
有
し
て
い
る
.
特
に
唐
代
は
律
令
時
代
の
末
期
に
展
す
る
か
ら
'
そ
の
制
度
に
は
平
面
的
な
唐
的
健
系
の
中
に
'
甚
だ
多
Y
の

六
朝
的
髄
系
を
混
入
し
て
い
る
.
例
え
ば
唐
六
典
を
見
て
も
'
本
文
は
唐
代
の
制
度
で
そ
れ
な
り
に

7
つ
の
鰭
系
を
な
し
て
い
る
が
'
こ
の
鰻

系
の
成
立
し
た
事
情
は
'
本
文
下
の
爽
注
に
お
け
る
漠
魂
六
朝
の
制
度
の
襲
蓮
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
理
解
で
き
る
｡,
併
し
六
典
の
制

度
は
決
し
て
過
去
が
堆
積
し
た
も
の
を
そ
の
ま
7
6認
め
た
も
の
で
は
な
く
'
そ
勅
を
唐
代
.の
原
則
で
滑
化
し
て
'
唐
代
的
な
平
面
的
津
系
に
整

理
し
ょ
う
と
し
た
努
力
の
結
果
出
来
上
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡

唐
律
疏
議
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
｡
町
ち
疏
議
は
'
本
文
本
僕
が
何
故
に
斯
く
定
め
ら
れ
た
か
を
詮
明
し
､
更
に
こ
の
保
を
如

何
に
敢
行
し
適
用
す
べ
き
か
を
注
意
し
て
･い
る
.
即
ち
律
は
他
の
あ
る
原
則
(恐
ら
-
鰻
)
か
ら
導
か
れ
て
成
立
し
た
第
二
の
原
則
で
あ
り
､
こ

の
第
二
の
原
則
か
ら
'
律
文
に
な
い
第
三
㌧
第
四
の
原
則
が
類
推
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
O

唐
代
に
限
ら
ず
'
魂
晋
六
朝
の
律
令
制
慶
の
時
代
は
概
ね
こ
の
よ
う
に
'
前
代
を
受
け
て
は
纏
め
直
し
'
ま
た
纏
め
宿
し
し
て
制
度
が
聾
達

し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
｡
然
る
に
唐
の
中
頃
か
ら
'
こ
の
纏
め
直
す
努
力
が
梯
わ
れ
な
く
な
っ
た
.
そ
れ
は
社
食
の
事
象
が
あ
ま
り
に
複
雑
化

し
て
き
た
の
で
,
官
制
を
整
然
た
る
形
式
に
は
め
こ
ん
で
統

妄

る
こ
と
も
,
刑
法
を
簡
単
な
原
則
か
ら
導
き
出
し
て
敦
術
す
る
こ
と
も
共
に

2
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匪
難
と
な
サ
で
き
た
か
ら
で
あ.
る
O

寧
ろ
必
要
と
い
う
こ
と
か
凡
で
聖
糾
塊
で
あ
り
で
､
必
要
に
鹿
じ
て
官
職
を
設
け
i
必
蚤
に
慮
じ
で
駄
経

を
制
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
.
但
し
そ
れ
が
支
離
滅
裂
に
な
ら
ぬ
た
め
に
'
相
互
に
均
衡
を
得
る
よ
う
に
別
の
努
力
を
沸
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
.
末
代
以
後
の
剤
皮
法
律
は
全
く
こ
う
い
う
均
衡
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
そ
の
均
衡
の
中
心
に
坐
し
っ
つ
'
そ
の
均
衡
を
左

右
し
て
い
る
の
が
猫
裁
君
主
た
る
天
子
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

私
は
こ
う
い
う
立
場
か
ら
'
魔
釆
殆
ん
ど
論
じ
毒
さ
れ
た
か
の
如
き
観
あ
る
'
唐
代
の
租
庸
調
と
雑
格
､
及
び
資
課
の
制
度
を
取
上
げ
.て
'

常
時
の
人
民
の
地
位
を
論
じ
て
見
た
い
と
思
う
｡

(本
稿
に
引
用
す
る
史
料
は
そ
の
性
質
上
'
極
め
て
微
妙
な
三

ア
ン
ス
を
そ
の
ま
ま
保
有
す
る
必
要
が

あ
り
'
ま
た
さ
し
て
難
解
な
も
の
は
な
い
の
で
翻
苛
の
手
数
を
省
い
て
原
文
の
形
で
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
)0

こ

租

庸

調

と

力

役

順
序
と
し
て
今
琴
言
葉
を
費
す
こ
と
の
な
さ
そ
う
に
見
え
る
租
庸
調
の
制
度
か
ら
述
べ
る
.
唐
代
課
戸
の
正
丁
に
負
わ
さ
れ
た
義
務
と
し
て

は
先
ず
'
毎
年
租
と
し
て
粟
二
石
'
唐
と
し
て
力
役
二
十
日
'
調
と
し
て
絹
二
丈
を
約
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
.
ぜ
て
こ
の
相
互
の
比

重
は
如
何
と
言
う
に
'
そ
れ
は
L
の
三
者
を
力
役

7
本
に
換
算
し
得
る
制
度
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
｡
即
ち
唐
令
の
規
定
で
は
正

丁
の
役
は
二
十
日
で
あ
る
が
'
著
し
必
要
が
あ
っ
て
留
役
す
る
場
合
に
は
'
十
五
日
に
滞
っ
れ
ば
調
を
免
じ
'
更
に
十
五
日
に
及
べ
ば
そ
の
上

に
租
を
免
ず
る
定
め
で
あ
る
｡
言
S,か
え
れ
ば
人
民
の
第

7
の
義
務
た
る
租
庸
調
は
之
を
力
役

一
本
に
換
算
す
れ
ば
'
租
十
五
日
'
調
十
五
日
'

庸
二
十
日
'
合
計
五
十
日
で
あ
っ
て
'
こ
れ
以
上
に
力
役
を
命
じ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
O

同
様
の
換
算
法
は
唐
律
疏
議
巷
五
の
柾
役
の
規
定
に
も
現
わ
れ
て
小
る
｡
即
ち
裁
判
官
が
著
し
誤
っ
て
無
賃
の
人
に
徒
刑
を
加
え
て
弊
役
に

使
用
し
た
こ
と
が
分
れ
ば
､
そ
の
日
数
だ
け
の
労
賃
(庸
)を
計
っ
て
本
人
の
課
役
か
ら
差
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
原
文
を
節
賂
し
･て
鴇
げ

る
と
衆
の
通
り
で
あ
る
｡

〔
律
〕

君
柾
入
人
徒
年
者
.
郎
計
庸
折
除
課
役
.
〔原
注
｡
毎
柾
1
年
斬
二
年
｡
錐
不
満
年
役
｡
過
五
十
日
者
｡
折
l
年
〕

3
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〔疏
議
日
〕

妊
徒

1
年
.
通
折
二
年
課
役
(中
略
).
依
命
｡
丁
役
五
十
日
｡
昔
年
課
役
倶
免
.
故
五
十
日
役
者
.
得
折

7
年
.

〔
又
〕

如
不
満
五
十
日
役
｡
郎
計
在
役
｡
二
十
日
以
下
｡
各
計
日
折
丁
唐
｡
若
柾
三
十
五
日
｡
井
折
調
｡
不
満
五
十
日
者
｡
更
不
合
折
｡

右
の
≡
俵
か
ら
大
意
を
汲
む
と
'
も
し
在
役
二
十
日
以
下
な
ら
ば
そ
の
日
数
だ
け
'
本
八
･の
蘭
か
ら
差
引
-
｡
二
十
日
を
越
え
て
更
に
十
五

日
'
即
ち
前
と
合
せ
て
三
十
五
日
に
な
れ
ば
'
唐
の
上
に
調
を
免
ず
る
.
三
十
五
日
以
上
四
十
九
日
ま
で
は
同
様
で
あ
る
が
'
こ

れ
は
計
算
の

便
宜
上
巳
む
を
得
ず
と
し
て
無
税
し
た
の
で
'
そ
れ
が
も
し
五
十
日
に
な
る
と
'
嘗
年
の
租
を
も
併
せ
免
じ
て
'
程
庸
調
全
党
と
な
る
o
そ
れ

以
上
は
何
日
使
わ
れ
て
も
同
様
で
あ
る
が
'
満

7
年
と
な
る
と
'
急
に
二
年
分
の
租
庸
調
が
免
ぜ
ら
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
.

ヽ

我
々
は
こ
こ
で
興
味
あ
る
限
満
の
法
が
行
わ
れ
て
い
る
の
に
乗
付
-
｡
限
満
と
は
私
が
候
少
に
つ
け
た
名
前
で
あ
り
'
寧
ろ
嘗
時
は
格
と
言

っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
｡
要
す
る
に
切
捨
て
の
方
法
で
あ
る
.
即
ち
物
事
が
あ
る
限
度
に
達
す
る
と
始
め
て
そ
れ
に
鷹
じ
た
効
果
が
現
わ
れ

る
が
,
そ
の
限
度
に
及
ば
な
S.数
量
は
無
税
さ
れ
た
り
,
許
容
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
｡
､前
の
場
合
,
在
役
二
十
日
以
下
は

1
日

宛
正
役
に
嘗
て
ら
れ
る
か
ら
､
二
十
日
に
な
れ
ば
正
役
全
党
は
そ
れ
で
よ
い
.
所
が
そ
の
上
に
在
役
十
四
日
ま
で
は
恐
ら
く
何
の
代
償
も
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
然
る
に

7
且
十
五
日
に
な
る
と
調
を
免
ぜ
ら
れ
る
｡
さ
て
其
上
更
に
十
四
日
間
は
別
に
代
償
が
な
い
が
'
十
五
日
に
な
る

と
租
を
免
ぜ
ら
れ
､
｡結
局
租
庸
調
全
党
と
な
る
｡

こ
の
五
十
日
の
上
は
凡
そ
三
百
日
g
.と
に
は
何
も
代
償
が
な
-
て
'
通
算

1
年
に
な
っ
た
途

端
に
二
年
分
の
租
庸
調
が
免
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
留
役
の
場
合
に
お
S
Iて
も
'
同
様
に
し
て
'
十
四
日
間
ま
で
は
無
税
し
て
切
捨
て
ら
れ
る

場
合
が
あ
る
｡

こ

れ
と
似
た
方
法
は
刑
律
の
上
に
も
現
わ
れ
て
い
る
｡
唐
律
疏
議
巻
十
九
､
賊
盗
律
､
稀
盗
の
保
に
よ
る
と

〔律
丈
〕

諸
霧
盗
不
得
財
｡
苔
五
十
｡

1
尺
杖
六
十
.

7
疋
加

T
等
O
五
疋
徒

7
年
.
五
疋
加

1
等
O
五
十
疋
加
役
流
.

〔疏
議
〕

室
頗
満
五
疋
.
不
更
論
尺
.
即
徒

一
年
｡

と
あ
り
'
疏
議
の
文
に
よ
っ
て
按
す
る
に
'
律
文
の
7
尺
'

7
疋
は
何
れ
も
滴
数
で
あ
る
.
即
ち
盗

1
尺
未
満
は
育
五
十
で
あ
る
が
'

7
尺
に

浦
っ
れ
ば
枚
六
十
､

7
疋

7
尺
に
満
っ
れ
ぼ
枚
七
十
'
二
疋

7
尺
に
満
っ
れ
ぼ
枚
八
十
､
三
疋

7
尺
に
満
つ
れ
ば
枚
九
十
t.
四
疋

7
尺
に
滞
っ

4
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れ
ぼ
枚
百
㌧
攻
に
は
五
疋
に
満
つ
れ
ば
徒

7
年
'
十
疋
に
滞
つ
れ
ば
徒

1
年
年
と
な
る
O
そ
こ
で
滞
五
疋
以
上
の
場
合
を
考
え
る
と
'
九
疋
三

文
九
尺
九
寸
ま
で
は
満
五
疋
と
同
じ
く
徒

7
年
で
す
む
の
で
あ
る
.
こ

れ
は
唐
律
巻
六
､
名
例
律
'
稀
加
就
重
の
保
の
琉
議
に
も

賄
盗
五
疋
.
徒

7
年
.
五
疋
加

1
等
.
璃
〔若
C1･〕少

7
寸
.
止

7
年
.

と
明
言
し
て
い
る
｡
そ
れ
が

1
寸
多
く
な
っ
て
満
十
疋
と
な
っ
た
途
端
に
刑
は
徒

7
年
か
ら

7
年
牛
に
飛
躍
す
る
の
で
あ
る
.
こ
う
い
う
切
捨

て
の
方
浜
を
私
は
.限
満
の
法
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
｡

同
時
に
切
捨
て
ら
れ
て
は
困
る
場
合
に
は
､
ち
ゃ
ん
と
そ
の
よ
う
に
用
爵
し
た
書
き
方
が
あ
る
｡
絹

7
尺
以
下
で
も
縮
盗
は
新
野
す
る
ぞ
と

言
う
時
に
は
'
財
を
得
ざ
る
も
等
五
十
と
明
記
す
る
｡
同
じ
よ
う
に
前
に
引
い
た
在
役
の
場
合
で
も
､
在
役
は
原
釆
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
'

高

1
起
っ
た
場
合
に
は
必
ず
何
等
か
の
代
償
を
輿
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
S,と
S,ぅ
趣
旨
で
あ
る
か
ら
'
最
初
は

7
日
宛
そ
れ
を
正
役
に
換
算
す

る
規
定
を
設
け
る
｡
も
し
こ
う
い
う
規
定
が
な
3.時
は
'
計
算
上
巳
む
を
得
な
い
か
'
若
し
く
は
そ
れ
だ
け
の
樺
利
を
政
府
が
持
っ
て
い
る
と

i
う
許
容
を
示
す
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
事
は
難
希
や
番
役
に
紺
す
る
史
料
を
理
解
す
る
た
め
に
根
本
的
に
必
要
な
用
意
で
あ
る
こ
と
は
以
下
叙

述
す
る
所
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
ろ
う
｡

三

雑

務

と

は

何

か

唐
代
の
正
丁
の
義
務
に
は
租
庸
調
の
外
に
雑
感
が
あ
り
'
こ
の
事
は
曾
我
部
博
士
が
特
に
力
説
さ
れ
て
か
ら
大
い
に
畢
界
の
注
意
を
引
く
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
｡
尤
も
雑
格
に
つ
い
て
は
早
-
済
口
重
図
博
士
の
優
れ
た
研
究

｢唐
に
於
け
る
両
税
法
以
前
の
希
役

弊
働
｣
が
東
洋
学
報
第
二
十

二

1十

7
巻
に
餐
表
さ
れ
'
近
く
は
玲
永
雅
生
畢
士
の
力
作

｢唐
代
の
課
に
つ
い
て
｣
が
史
淵
五
五
韓
に
現
わ
れ

て
い
る
｡
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
'
雑
務
の
性
質
が
何
か
は
っ
き
り
し
な
い
所
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
感
す
る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
.
第

1

に
難
篠
の
日
限
す
ら
も
ま
だ
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
私
は
従
釆
諸
家
に
よ
っ
て
屡
々
引
用
さ
れ
て
き
た
自
民
六

帖
事
類
集
巻
二
十
二
㌧
在
役
第
七
充
夫
式
の
供
文
に
'

7
字
を
加
え
て
羨
む
こ
と
に
よ
っ
て
'
雑
務
本
質
の
解
明
に
重
要
な
手
懸
り
が
得
ら
れ

5
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る
よ
う
に
思
う
｡
さ
て
右
の
充
夫
式
侠
文
は
･

●

0

●
●
0

戸
部
式
｡
諸
正
丁
充
夫
｡
四
十
日
党
〔役
〕
｡
七
十
日
井
免
租
｡
百
日
巳
上
｡
課
役
倶
免
｡

o

●

●

と
あ
り
､
役
の
字
は
私
が
勝
手
に
補
っ
た
も
の
で
あ
る
が
'
嘗
然
斯
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
信
ず
る
｡
先
ず
文
朕
の
上
か
ら
見
て
'
井
と
は
更

●
●
●
●

に
其
上
に
の
意
味
で
あ
る
か
ら
,
前
文
に
も
何
か
免
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
.め
.
こ
の
文
望
剛
に
引
い
た
唐
律
疏
議
の
在
役
の
文

●
0
0

●
●
0

計
柾
役
｡
二
十
日
以
下
｡
各
計
日
折
丁
唐
｡
若
柾
三
十
五
日
｡
井
折
調
｡

●
o

●
●
0

0

と
全
く
構
成
を
同
じ
く
L
t
免
某
↓

井
免
租
と
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
そ
し
て
某
字
を
補
う
と
す
れ
ば
そ
れ
は
役
字
の
外
に
は
な
い
の
で

あ
る
｡

さ
て
右
の
文
中
の
夫

らは
'
既
に
諸
家
の
説
か
れ
た
よ
う
に
雑
務
の
夫
役
に
外
な
ら
な
3,｡
所
で
私
の
読
み
方
が
若
し
正
し
い
と
す
る
と
'

こ
こ
に
重
要
な
二
つ
の
事
賓
が
明
ら
か
に
な
る
｡
第

7
に
正
丁
の
雑
各
の
日
限
で
あ
る
が
､
夫
役
四
十
日
に
満
つ
れ
ば
正
役
を
党
す
る
と
い
う

こ
と
は
'
言
い
か
え
れ
ば
三
十
九
日
以
内
は
こ
れ
に
封
す
る
代
償
の
必
要
が
な
い
と
い
う
許
容
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
こ
そ
取
り
も

直
さ
ず
雑
希
の
日
限
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

言
い
か
え
れ
ば
'
官
長
は
正
丁
に
程
庸
調
の
上
に
雑
務
三
十
九
日
ま
で
を
科
す
る
こ
と
が
'
権
利
と

し
て
許
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
(第
1
表
肘
の
場
合
)｡
但
し
既
に
正
役
を
雑
希
で
代
納
し
た
後
に
改
め
て
生
す
る
雑
務
日
限
些

1

十
九
日
ま
で
に
短
縮
さ
れ
る
(葬
一義

価の
場
合
)｡
こ
こ
に
租
庸
調
と
雑
務
と
の
間
に
大
き
な
性
質
の
差
違
が
あ
る
｡
即
ち
租
庸
調
は
夫
々
十
五

日
､
或
い
些

1十
日
と
基
本
的
に
確
数
を
以
て
定
め
ら
れ
て
居
り
'
租
調
は
も
ち
ろ
ん
滞
納
を
許
さ
れ
ず
､
唐
は
も
し
力
役
二
十
日
に
及
ば
な

け
れ
ば
不
足
の
日
数
を
絹
で
折
柄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
3,.
然
る
に
正
丁
の
雑
務
は
四
十
日
以
内
'
或
3,は
場
合
に
よ
旦

二
十
日
以
内
と
'
最

大
限
を
設
け
て
そ
の
範
囲
内
の
不
定
教
で
徴
収
さ
れ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
.

第
二
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
'
雑
務
に
使
役
さ
れ
た
日
数
は
'
正
丁
の
力
役
に
封
し
て
年
分
に
評
債
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
.
即
ち

正
役
二
十
日
分
は
雑
篠
の
四
十
日
分
'
租
調
の
各
十
五
日
分
は
其
々
灘
希
の
≡
十
日
分
に
計
算
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
礎
っ
て
租
庸
調
合
計

五
十
日
分
が
兼
務
@
百
日
分
に
登
る
の
で
あ
る
.

6
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●
●

-
こ
こ
に
問
題
と
な
る
の
は
右
の
文
中
に
見
え
た
雑
務
た
る
夫
役
の
日
限
に
百
日
以
上
と
あ
る
以
上
の
意
味
で
あ
る
｡
租
庸
調
の
合
計
五
十
日

分
を
雑
篠
に
直
す
と
百
日
で
あ
る
が
'
こ
の
百
日
は
賓
は
租
庸
調
の
代
納
に
す
ぎ
な
S･か
ち
'
百
日
勤
め
た
後
に
'
ま
だ
本
木
の
雑
務
の
日
数

●
●

が
凍
る
の
で
､
こ
の
凍
っ
た
雑
務
日
数
が
以
上
の
示
す
意
味
な
の
で
あ
る
.
然
ら
ば
以
上
と
い
ぅ
限
度
は
ど
こ
遥
か
と
言
え
ば
'
前
述
の
如
く
'

既
に
力
役
一
一十
日
を
夫
役
四
十
日
で
代
納
し
た
後
で
あ
る
か
ら
'
恐
ら
-
三
十
日
以
内
で
あ
ろ
う
｡
即
ち
全
部
を
通
算
す
れ
ば
丁
男
は
年
間
､

雑
務
と
し
て
最
大
限
百
三
十
日
以
内
'
百
二
十
九
日
迄
を
使
役
す
る
こ
と
が
で
き
る
(第
-
表
側
の
場
合
).
上
述
し
た
所
を
分
り
易
い
よ
う
に
表

に
示
し
て
'
人
民
を
雑
務
に
使
う
四
種
の
場
合
&
'考
え
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
0

第

1
表

正
丁
の
雑
務
日
限

租

調調

庸

更
に
こ
の
百
三
十
日
以
内
は
､
賓
は
百
二
十
日
で
あ
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
O
何
と
な
れ
ば

7
本
化
さ
れ
た
耗
希
は
更
に
門
夫
な
ど
い
う
番

役

(或
3･は
職
掌
)
に
折
算
さ
れ
る
が
'

こ
の
番
役
は
時
限
を
定
め
て
交
替
す
る
｡
交
替
の
最
も
少
な
S,役
'
言
い
か
え
れ
ば
番
上
期
間
の
最
も

長
い
の
は
三
番
で
あ
っ
て
'

1
年
を
約
三
百
六
十
日
と
す
れ
ば
､

7
人
の
番
上
期
間
は
年
間
約
百
二
十
日
と
な
る
｡
番
役
は
雑
務
と
等
債
値
に

計
算
さ
れ
る
原
則
で
あ
る
か
ら
'
雑
務

一
本
に
し
て
の
使
役
日
限
も
恐
ら
-
は
百
二
十
日
以
内
で
あ
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
｡

年
間
百
二
十
日
は
毎
月
十
日
の
割
合
で
あ
る
｡
そ
こ

で
更
に
想
像
を
達
し
く
す
れ
ば
'
南
北
朝
時
代
の
十
夫
客
な
る
も
Q
は
'
毎
月
十
日
の

■れu

夫
役
を
亜
供
す
る
客
役
努
働
者
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
か
｡
但
し
こ

れ
に
つ
い
て
は
ま
だ
確
信
が
な
S
Q
で
断
言
を
差
終
え
窮
.

7
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攻
に
穣
窮
と
中
男
と
の
雑
務
で
あ
る
が
､
,J
の
両
者
に
つ
い
て
は
少
し
く
説
明
を
要
す
る
｡

穣
疾
は
正
丁
と
同
じ
よ
う
に
給
田
さ
れ
る
課
口

Cid

で
あ
る
が
'
但
し
力
役
を
免
ぜ
ら
れ
て
3,0禁

中
男
に
は
二
種
あ
り
,
十
八
歳
以
上
二
十
歳
ま
で
は
正
丁
と
同
様
に
給
田
さ
れ
る
に
も
拘

ら
ず

不
課
p
で
あ
っ
て
租
庸
調
の
義
務
を
全
部
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
｡
･+
六
歳
十
七
歳
の
男
子
は
給
田
を
受
け
な
い
と
共
に
租
庸
調
の
義
務
も
な
i
o
.

と
こ
ろ
で
雑
務
は
右
の
穣
疾
'
中
男
の
凡
て
に
負
わ
さ
れ
て
い
た
が
'
そ
の
負
わ
せ
方
些

二
者
の
間
に
相
嘗
大
き
な
差
違
が
存
す
る
｡

通
典
巻
三
五
'
線
秩
の
保
に
'
番
役
の

1
な
る
門
夫
の
役
に
つ
い
て

取
年
十
八
以
上
中
男
及
獲
疾
(中
略
)O
満
五
旬
者
｡
凍
疾
免
課
調
.
中
男
免
雑
希
,｡

な
る
記
事
が
あ
る
｡
門
夫
の
番
役
は
そ
れ
が
穣
疾
に
課
せ
ら
れ
た
場
合
'
番
役
は
雑
務
と
等
倍
値
で
あ
る
か
ら
'
暫
く
番
役
に
雑
務
を
代
入
し

て
読
む
こ
と
が
で
き
る
.
す
る
と
先
の
満
眼
の
考
え
方
で
讃
め
ば
'
四
十
九
日
ま
で
は
別
に
代
償
を
輿
え
な
い
で
よ
い
が
'
五
旬
に
満
つ
れ
ば

課
調
を
免
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
こ
れ
は
舜
疾
の
薙
格
日
限
は
五
十
日
以
下
で
あ
っ
た
こ

と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
｡
課
調
と
は
恐
ら
く
和

と
調
で
あ
り
､
こ
の
両
者
は
本
来
力
撃

二
十
日
分
'
夫
役
に
直
し
て
六
十
日
分
の
労
働
量
で
あ
る
が
'
戎
疾
者
と
い
う
保
件
を
考
慮
し
て
特
に

五
十
日
の
番
役

(-
耗
篠
)
を
以
て
六
十
日
分
に
嘗
て
た
の
で
あ
ろ
う
｡
但
し
五
十
日
分
の
番
役
を
租
調
に
折
算
す
る
と
'
改
め
て
そ
の
後
に
薙

篠
の
義
務
が
凍
る
｡
こ
の
雑
務
日
限
は
前
述
の
如
く
五
十
日
以
内
で
あ
る
と
す
る
と
'
こ
れ
は
正
丁
の
日
限
四
十
日
以
内
な
る
に
比
し
て
少
し

〟

く
長
く
な
る
が
'
そ
れ
は

7
方
に
お
い
て
穣
疾
な
る
故
に
正
役
を
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
結
局
'
凍
疾
の
義
務
を
雑
務

1
本
に
折

算
し
た
場
合
の
努
働
日
数
は
百
日
以
内
で
あ
る
｡
但
し
こ
れ
を
番
役
に
就
任
せ
し
め
た
時
は
恐
ら
く
九
十
日
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
何
と
な

れ
ば
番
役
が
四
番
で
あ
っ
た
時
'
年
間
の
番
上
日
数
は
大
約
九
十
日
で
あ
-
'
十
五
日
宛
六
回
上
番
す
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
｡

次
に
門
夫
の
役
が
十
八
歳
以
上
の
中
輿
に
課
せ
ら
れ
た
と
き
'
五
十
日
に
満
っ
れ
ば
雑
務
を
免
ず
と
あ
る
の
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
｡

前
述
の
よ
う
に
中
男
に
は
租
庸
調
の
義
務
が
な
い
.
而
し
て
こ
こ
に
番
役
に
つ
-
こ
と
五
十
日
な
れ
ば
雑
務
を
免
ナ
と
あ
る
の
は
､
十
八
歳
以

上
の
中
男
に
は
､
丁
度
五
十
日
の
雑
務
の
義
務
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
こ
の
場
合
は
五
十
日
以
内
で
は
な
Y

て
'
正
五
十
日
の
雑
務
な
の
で
あ
る
.
そ
れ
は
恰
も
正
丁
に
は
租
庸
調
を
力
役
に

7
本
化
し
て
五
十
日
努
働
の
義
務
が
あ
る
の
と
正
確
に
封
此

8
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す
る
｡
も
ち
ろ
ん
中
男
の
雑
務
は
正
丁
の
正
役
に
封
し
て
は
牛
量
に
し
か
計
算
さ
れ
な
い
｡
こ

の
'
申
男
は
正
丁
の
年
額
た
る
べ
L
と
い
う
思

想
は
苗
3,起
原
を
も
つ
も
の
ら
し
い
｡
即
ち
晋
書
食
貨
志
に
見
ゆ
る
有
名
な
武
帝
の
声
調
式
に
は
男
子
年
十
六
以
上
は
正
丁
で
あ
っ
て
課
田
五

十
畝
を
給
せ
ら
れ
る
が
'
そ
の
義
務
に
つ
い
て
'
通
典
巻
五
及
び
障
書
食
貨
志
に
記
す
所
に
よ
れ
ば

男
年
十
六
亦
牛
課
｡
年
十
八
正
課
｡

と
あ
り
'
晋
代
'
十
六

･
七
歳
の
男
子
は
名
は
正
丁
な
が
ら

一
種
の
濠
備
期
間
と
し
て
'
そ
の
義
務
は
年
課
で
す
ん
で
い
.允
の
で
あ
る
.

唐
代
十
八
歳
以
上
の
中
男
に
は
租
庸
調
の
義
務
が
な
く
'
難
篠
の
み
が
課
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
'
も
と
も
と
雑
篠
こ
そ
は
給
田
を
受
-

る
中
男
の
正
嘗
な
義
務
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
中
男
の
義
務
た
る
雑
務
が
'
申
男
の
み
を
以
て
し
て
は
賄
い
き
れ
ず
し

て
凍
疾
及
び
正
丁
に
も
推
し
及
ぼ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
.
中
男
の
雑
務
は
正
五
十
日
な
る
に
封
し
て
'
凍
疾
及
び
正
丁
の
場
合

は
'
或
い
は
五
十
日
以
内
'
或
い
は
四
十
日
以
内
と
不
定
数
に
よ
っ
て
限
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
､
這
般
の
滑
息
を
物
語
る
も
の
に
外
な
ら

な
い
｡

こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
'
十
八
歳
以
上
の
中
輿
に
封
し
て
は
雑
務
五
十
日
の
外
に
'
番
役
の
義
務
が
存
在
し
た
事
賓
で
あ
る
｡
即
ち
前
に
引

い
た
門
夫
の
役
に
つ
い
て
言
え
ば
'
中
男
を
門
夫
な
る
番
役
に
使
役
し
た
際
'
四
十
九
日
ま
で
は
別
に
代
償
を
輿
え
る
必
要
が
な
い
.
然
る
に

五
十
日
に
及
べ
ば
彼
の
雑
務
を
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
然
る
に
既
に
雑
務
を
免
除
し
て
や
っ
た
上
は
'
顛

た
に
ま
た
之
を
門
夫
の
如
き
番

役
に
つ
か
せ
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
日
限
は
前
の
筆
法
で
行
け
ば
五
十
日
以
内
'
四
十
九
日
ま
で
で
あ
る
｡
結
局
'
十

八
歳
以
上
の
中
男
を
門
夫
の
如
き
番
役
に
使
役
す
る
最
大
日
限
は

7
年
を
通
じ
て
百
日
以
内
と
い
う
こ
と
に
な
る
.･
恐
ら
ぐ
こ
の
場
合
も
四
番

の
役
と
し
て
九
十
日
と
い
う
の
か
唐
制
の
精
神
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

然
る
に
中
男
の
雑
務
に
関
し
て
'
前
の
記
載
と
臭
っ
た
こ
と
を
記
し
た
史
料
が
あ
る
｡
そ
れ
は
前
に
引
い
た
自
民
六
帖
事
類
集
巻
二
十
二
'

充
夫
式
の
文
の
緯
き
に

中
男
充
夫
｡
滞
四
十
日
巳
上
｡
免
戸
内
地
租
｡
無
他
税

〔地
租
?
〕｡
折
戸
内

一
丁
｡

9
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と
あ
り
'
こ
の
場
合
'
中
男
を
雑
務
に
使
役
す
る
に
'
四
十
日
に
な
れ
ば
こ
れ
に
封
し
て
あ
る
代
償
を
輿
え
る
必
要
が
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
'
こ
の
中
里
の
雑
希
の
義
務
些

二
十
九
日
以
内
と
い
う
不
定
数
で
あ
る
.
も
し
そ
れ
が
四
十
日
と
な
れ
ば
'
本
人
に
は
差
引
く
べ
き
他

の
義
務
が
な
い
の
で
､
戸
内
の
地
租
(正
役
十
五
日
-
夫
撃
二
十
日
分
)に
発
雷
L
t
も
し
そ
の
地
程
が
な
け
れ
ば

7
丁
の
力
役

(
二
十
日
=-
夫
役
四
十

日
分
)
に
折
算
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
.

こ
こ
に
出
て
く
る
中
輿
は
明
ら
か
に
前
の
十
八
歳
以
上
の
中
男
と
は
違
っ
た
中
男
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
そ
れ
は
十
六

･
七
歳
の
中
輿
よ
り
外

に
は
な
3..
十
六

･
七
歳
の
中
男
は
口
分
田
を
給
さ
れ
な
い
中
男
で
あ
り
'
そ
れ
を
雑
務
に
使
役
す
る
の
は
不
都
合
に
思
え
る
が
'
賓
際
と
L

FHJ4

て
彼
等
が
雑
務
を
課
せ
ら
れ
た
こ
と
は
'
溝
口
重
囲
博
士
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
事
資
で
あ
る
O
但
し
彼
等
が
給
田
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
は
'
彼
等
が
個
人
と
し
て
口
分
田
を
受
け
る
資
格
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
'
戸
内
に
永
美
田
が
あ
り
､
父
母
や
兄
弟
が
口
分
田
を
授
け
ら
れ

る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
.
こ
う
し
て
彼
等
は
番
役
を
雑
希
に
折
算
し
て
し
ま
う
と
'
冬
慶
は
再
び
番
役
四
十
日
以
下
に
服
す
る
義
務

が
生
す
る
.
前
後
を
通
す
る
と
八
十
日
以
下
と
な
る
が
'
恐
ら
く
五
番
の
役
と
し
て
年
間
七
十
日
の
役
に
服
し
た
で
あ
ろ
う
七
思
わ
れ
る
.

そ
こ
で
繰
返
す
こ
と
に
な
る
が
'
雑
務
は
正
丁
､
環
疾
'
十
八
歳
以
上
の
中
男
'
十
六

･
七
歳
の
中
男
の
四
種
凡
て
に
課
せ
ち
れ
る
｡
但
し

五
十
日
と
い
う
滴
数
で
課
せ
ら
れ
る
の
は
十
八
歳
以
上
の
中
輿
だ
け
で
あ
る
.
そ
の
外
は
或
い
は
四
十
日
以
下
'
五
十
日
以
下
と
い
う
風
に
最

大
限
を
定
跡
た
不
定
数
で
課
せ
ら
れ
る
.
こ
れ
は
雑
希
な
る
も
の
は
原
釆
'
十
八
歳
以
上
の
中
男
に
課
す
る
原
則
で
あ
っ
た
の
が
'
他
の
三
者

10

に
二
次
的
に
波
及
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

い
ま
以
上
述
べ
た
こ

と
を
要
約
し
て
表
に
示
せ
ば
次
の
よ
う
な
結
果
を
得
る
.

第
二
表

唐
代
賦
役

一
覧
表

静態

課
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中
男

(

18
歳
以
上

番
役
50
日
以
内

中
男

(

16
･17
歳
)

耗

鴇

40

日
以
内

番
役
40
日
以
内

ノ
右
の
表
で
番
役
月
数
は
原
則
か
ら
推
せ
ば
常
然
斯
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
(従
っ
て
恐
ら
く
原
定
の
)
数
で
あ
る
が
､
葺
際
の
必
要
は
こ
の
日
限
を

更
に
引
延
し
た
こ
と
も
あ
り
得
る
｡
現
に
通
草
撃
二
五
に
､
白
直
と
執
衣
な
る
番
役
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
l

分
薦
三
番
｡
毎
周
而
代
｡

と
あ
り
'
こ
れ
が
白
直
と
執
衣
双
方
に
か
か
る
も
の
な
ら
ぼ
'
凍
疾
中
男
の
就
役
す
る
執
衣
は
三
番
､
即
ち
年
間
百
二
十
日
の
役
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
O
雑
篠
の
規
定
は
別
に
薪
史
料
を
求
め
な
い
で
も
､
在
衆
の
記
録
に
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
あ
っ
た
こ
と
が
以
上
で
分
っ
た
と
思
う
｡

四

番

役

と

賓

課

唐
代
人
民
の
義
務
は
賦
役
'
即
ち
租

･
庸

･
調

･
雑
務
の
四
着
に
止
ま
る
,rO
の
で
は
な
か
っ
た
｡
こ
れ
と
肘
に
職
掌
に
協
力
す
る
義
務
が
あ

っ
た
｡
職
掌
と
は
政
治
遊
行
上
に
必
要
な
職
務
の
こ
と
で
あ
っ
て
､
そ
の
名
稀
は
通
典
巻
四
十
'
大
唐
官
晶
の
最
後
の
所
に
大
要
が
列
車
さ
れ

て
S,る
O
そ
の
大
部
分
は
派
外
動
品
者
の
就
く
べ
き
地
位
で
あ
る
が
'
中
に
は
白
身
の
人
民
が
交
替
に
番
上
し

て勤
務
す
べ
き
も
の
が
あ
り
'

ノヽ

こ
れ
を
番
役
と
解
す
翫
｡
人
民
が
番
役
に
上
着
す
る
時
に
は
,
あ
る
限
度
に
達
す
る
と
本
来
の
義
務
た
る
賦
役
を
免
ず
る
規
定
が
あ
っ
た
こ

と

は
'
既
に
上
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
O

さ
て
番
律
は
少
く
も

7
年
間
を
濠
定
し
て
､
番
を
分
っ
て
上
番
す
る
定
め
で
あ
る
が
'
葺
際
に
上
番
せ
ず
し
て
金
鍵
を
代
納
し
て
役
を
免
除

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
'
こ
の
際
に
納
め
る
鍵
を
資
課
(貨
課
)
と
言
う
O
普
通
に
資
課
は
雑
務
の
代
償
と
解
せ
ら
れ
る
が
､
こ

の
青
葉
は
非
常
な

誤
解
を
招
き
易
い
.
晋
は
聴
感
と
等
倍
億
な
る
番
役
免
除
の
代
償
と
言
う
べ
き
で
為
る
｡
然
ら
ば
そ
の
鍵
葡
権
如
何
粧
し
て
定
め
ら
れ
た
で
為

ろ
う
か
｡

- ll_
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唐
代
に
関
す
る
史
料
で
'
資
課
の
鏡
額
を
記
し
た
も
の
に
些

逼

り
の
書
き
方
が
あ
る
｡
第

7
は
年
間
二
千
五
百
文
と
か
t

T
千
丈
と
か
沸

どnu

教
で
記
し
た
も
の
で
あ
り
,
第
二
は
二
千
五
百
史
に
過
ぎ
ず
二

千
文
に
過
ぎ
ず
,
と
い
う
風
に
不
定
教
で
示
し
た
も
の
で
あ
れ
･
ど
ち
ら
が

正
し
い
か
と
言
え
ば
'
恐
ら
く
後
者
に
よ
る
不
定
数
の
方
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
通
典
巻
三
五
に
門
夫
の
制
を
述
べ

其
門
之
多
少
｡
課
之
高
下
｡
任
土
作
之
制
｡
無
有
常
数
｡

と
あ
り
'
門
夫
の
人
数
も
'
そ
の
資
課
の
額
も

7
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
.
併
し
仝
-
無
制
限
に
放
任
す
る
わ

け
に
は
行
か
ぬ
の
で
'
そ
の
最
大
限
を
定
め
'
そ
れ
に
過
ぐ
る
こ
と
を
得
ず
と
い
う
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
必
要
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
.
故
に

た
と
え
記
録
に
は
恰
も
確
数
の
如
く
に
記
し
て
あ
っ
て
も
'
そ
れ
は
最
大
限
の
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
鮎
は
雑
務
の
日
限
の
定
め
方

と
甚
だ
相
似
た
る
鮎
が
あ
る
｡

さ
て
正
丁
の
資
課
は

7
年
鎮
二
千
五
百
文
に
過
ぎ
ざ
る
定
め
で
あ
っ
た
.
通
典
巻
三
五
'
線
殊
の
俵
に

其
防
関

･
庶
僕

･
白
直

･
士
力
｡
約
課
者
｡
毎
年
不
過
二
千
五
百
｡

と
あ
り
'
こ
の
二
千
五
百
文
を

1
年
十
二
個
月
に
分
け
る
と
'
毎
月
二
百
八
女
強
に
な
る
.
そ
こ
で
唐
合
要
巻
九

1
㌧
内
外
官
料
鏡
の
保
に
は

天
賓
五
載
三
月
二
十
日
勅
｡
郡
願
宮
人
及
公
晦
白
直
｡
天
下
約
計
｡

7
載
破
十
寓
丁
以
上
｡

一
丁
毎
月
輸
鎮
二
百
八
丈
｡
毎
至
月
初
.
普

虚
徴
柄
｡

)

と
あ
り
'
二
百
八
丈
の
±

肩

は
二
千
四
百
九
十
六
文
と
な
る
勘
定
で
か
も

さ
て
こ
の
二
千
五
百
文
と
い
う
錦
額
は
ど
こ
か
ら
割
り
出
し
た
か
が
問
題
で
あ
る
.
私
の
考
え
で
は
'
こ
れ
は
正
丁
の
本
来
の
義
務
た
る
租

庸
調
を
力
役

1
本
に
し
た
場
合
の
五
十
日
の
労
働
を
評
慣
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
.
そ
れ
は
唐
六
典
巻
五
'
武
散
官
三
衛
の
僚
把
'
三

衛
の
兵
は
五
番
に
分
ち
'

7
番
に

7
個
月
上
番
す
る
こ
と
を
述
べ
た
後

-ヽノ8

三
衛
違
番
者
.
徴
資

7
千
五
百
文
?
偽
勤
陪
番
｡
有
故
着
発
徴
資
.

と
あ
り
'
彼
が
番
上
を
怠
る
時
は
そ
の
慶
に
鎮

7
千
五
百
文
を
徹
せ
ら
れ
る
が
､
こ
の
際
の
資
(資
課
)
は
少
し
く
普
通
の
場
合
と
異
り
'
懲
罰

12 丁-
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の
意
味
を
含
ん
で
い
る
｡
如
何
な
る
根
接
に
よ
っ
て

7
千
五
百
文
を
割
出
し
た
か
と
言
え
ば
'
番
上
し
な
か
っ
た

7
月
三
十
日
分
の
労
働
量
と

し
て
で
あ
ろ
う
｡
す
る
と
こ
の
際
は

7
日
の
努
働
貸
金
五
十
文
の
割
合
で
あ
る
｡
正
丁
が
番
役
を
免
除
さ
れ
る
際
に
納
め
る
資
課
の
二
千
五
百

文
は
'
直
接
に
は
番
役
の
代
償
で
あ
る
が
'
そ
の
根
本
に
潮
れ
ば
'
番
役
に
つ
-
と
い
う
約
束
で
免
除
さ
れ
た
租
庸
調
に
封
す
る
代
償
に
外
な

ら
ぬ
｡
租
庸
調
は
力
役

7
本
に
直
せ
ば
五
十
日
で
あ
る
か
ら
'

1
日
五
十
文
と
す
れ
ば
正
し
-
二
千
五
百
文
と
な
る
の
で
あ
る
｡

費
課
の

7
種
に
晶
子
課
鎮
な
る
も
の
が
あ
る
｡
唐
合
要
巻
九
三
㌧
諸
司
諸
色
本
鏡
の
候
に

貞
親
十
二
年
叉
令
｡
文
武
職
事
三
品
以
上
.
給
親
事
帳
内
.
以
六
品
七
品
子
馬
親
事
｡
以
八
品
九
品
子
馬
帳
内
｡
歳
約
鐘
千
五
百
.
謂
之

晶
子
課
鍵
｡

と
あ
り
'
晶
子
は
親
事
'
帳
内
の
番
役
に
上
番
す
る
代
り
に
鐸
千
五
百
文
を
納
め
た
.
こ
の
晶
子
は
右
文
に
見
え
る
如
く
六
品
官
以
下
の
子
で

六
品
官
以
下
の
子
は
み
な
課
口
で
あ
る
｡

課
口
で
あ
る
と
す
れ
ば
嘗
然
租
庸
調
に
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
が
'
も
し

言
m
上
っ
て
五

品
官
の
子
だ
と
不
課
口
に
な
る
｡
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
待
遇
が
違
い
す
ぎ
る
の
で
'
晶
子
は
恐
ら
く
庸
'
即
ち
力
役
だ
け
を
免
除
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
｡
六
品
以
下
と
は
言
え
'
品
官
と
も
あ
ろ
う
者
の
子
を
､
庶
民
と
同
様
に
力
役
に
従
わ
せ
る
こ

と
は

1
寸
考
え
ら
れ
ぬ
か
ら

で
あ
る
｡
若
し
果
し
て
然
り
と
す
れ
ば
晶
子
の
義
務
は
租
調
の
二
者
で
'
借
に
之
を
力
役
に
計
算
す
る
と
三
十
日
分
で
あ
る
.

7
日
の
労
費
を

五
十
文
と
す
れ
ば
'
三
十
日
分
で
千
五
百
文
と
な
る
わ
け
で
あ
る
｡

若
し
正
丁
の
資
課
二
千
五
百
文
と
3,-
数
が
､
右
の
よ
う
な
計
算
か
ら
出
て
来
た
の
だ
七
す
る
と
,
穣
疾
の
資
課
は
常
然
千
五
古
文
以
下
と

い
う
こ
と
に
な
る
｡
何
と
な
れ
ば
穣
疾
は
唐
を
免
ぜ
ら
れ
て
'
租
調
の
み
を
約
め
る
の
で
･
候
に
こ

れ
を
力
役
に
直
せ
ば
三
十
日
と
な
i
二

月
五
十
文
と
し
て
合
計
千
五
百
文
と
な
る
の
で
あ
る
ot

同
様
の
筆
法
で
行
け
ば
'
十
八
歳
以
上
の
申
男
の
資
課
は
千
二
百
五
十
文
以
下
と
な
る
筈
で
あ
る
.
但
し
千
二
百
五
十
と
い
う
数
字
は
記
録

の
ど
こ
に
も
出
て
こ
な
い
.
反
っ
て
執
衣
な
る
番
役
の
資
課
に
つ
い
て

｢
千
丈
と
い
う
数
が
出
て
い
る
.
唐
六
典
警

7,
戸
部
郎
中
の
候
の
注

吃

i-13一
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執
衣
｡
並
以
中
男
充
6

と
あ
り
,
そ
れ
が
中
男
に
課
せ
ら
れ
た
軽
役
で
あ
る
こ
と
が
分
る
聖

通
典
撃

二
五
に

●

執
衣
元
不
過

一
千
文
.

と
あ
り
,
原
乗
の
資
課
は

7
千
丈
以
下
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
.
こ

の
爾
記
事
か
ら
考
え
て
'
執
衣
は
最
初
は
十
六
･
七
歳
の
中
男
に
課
せ

ら
れ
た
番
役
で
あ
り
,
従
っ
て
そ
の
一
千
文
以
下
な
る
数
字
は
'
彼
等
の
雑
務
日
限
四
十
日
以
下
に
相
嘗
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
.

何
と
な
れ
ば
柴
宿
は
年
役
で
あ
る
か
ら
之
を
正
丁
の
力
役
に
直
せ
ば
二
十
日
以
下
と
な
り
'

百

五
十
文
と
す
れ
ば

7
千
丈
以
下
と
い
う
数
字

が
出
て
く
る
の
で
あ
る
｡
但
し
執
衣
は
後
に
十
六

･
七
歳
の
中
男
の
み
に
限
ら
れ
な
く
な
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
､
前
述
の
執
衣
が
三
番
の
役
で

あ
っ
た
と
い
う
記
事
に
よ
っ
て
も
察
せ
ら
れ
る
｡

衆
に
平
民
以
下
の
購
民
に
封
し
て
も
番
役
と
之
に
鷹
ず
る
資
課
の
規
定
が
あ
っ
た
｡
先
ず
太
常
寺
に
展
す
る
音
聾
人
で
あ
る
が
'
新
暦
書
巻

四
六
㌧
百
官
志
都
宮
部
中
の
保
に

青
草
人
柄
資
者
｡
歳
鏡
二
千
｡

】■n

と
あ
り
,
こ
の
普
聾
人
は
購
民
の
中
に
於
い
て
は
最
も
資
格
の
高
い
,
従
っ
て
庶
民
に
近
い
存
在
で
あ

缶
.
そ
の
資
課
の
歳
二
千
文
と
い
う
の

紘
,
庶
民
正
丁
の
歳
二
千
五
百
文
に
射
し
て
,
正
に
五
分
の
四
に
嘗
る
.

こ
の
比
率
は
何
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
'
概
し

て
資
格
の
高
い
購
居
ほ
ど
努
働
量
も
高
く
見
積
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

新
唐
書
の
同
じ
俵
に
'
都
官
に
配
渡
さ
れ
た
特
別
の
妖
婦
に
つ
い
て

不
番
上
.
歳
督
丁
資
｡
馬
鏡

7
千
五
百
O

と
あ
り
'
･都
官
所
属
の
配
汲
奴
丁
の
資
課
は

7
千
五
百
文
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
｡
こ
の
7
千
五
百
文
な
る
数
字
は
ど
こ
か
ら
出
た
か
を
考

え
る
に
.'

唐
六
典
巻
六
㌧
都
官
郎
中
の
候
注
に
'
官
妖
婦
の
居
作
(強
制
労
働
)
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ノ
ル
マ
(課
程
)
が
あ
る
･こ
と
を
述
べ

丁
奴
三
富
二
役
｡
中
奴
若
丁
婦
｡
二
嘗

7
役
｡
中
婦
三
嘗

1
役
.

14



と
あ
り
､
丁
奴
は
正
丁
力
役
の
三
分
の
二
'
申
奴
丁
線
堅

奏

の
7
'
中
線
は
三
分
の

7
に
見
渡
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
i
る
O
き
て
然
ら
ば

丁
奴
の
労
働
量
を
評
債
し
て
資
課
を
算
出
す
れ
ば
､
正
丁
の
二
千
五
百
文
に
封
し
て
そ
の
三
分
の
二
､
即
ち
千
六
百
六
十
七
文
と
な
る
｡
千
五

百
文
と
S.う
数
は
恐
ら
く
端
数
を
切
捨
て
て
生
じ
た
五
百
畢
位
の
ラ
ウ
ン
ド
ナ
ン
バ
ー
で
あ
ろ
う
.

.
以
上
述
べ
た
こ

と
が
果
し
て
誤
り
な
け
れ
ば
'
資
課
は
正
丁
の
二
千
五
百
文
を
棟
準
と
し

て､
凡
て
そ
こ

か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
言
え
る
｡
各
種
の
資
課
の
一
髪
表
を
造
れ
ば
衆
の
よ
う
に
な
る
｡

′
第
三
表

唐

代

資

課

表

晶 ■購 庶 .

育 口 氏

ロロロ 都 太 中 中 残 正 軍役人

千 官 常扱 者 男 男 疾 丁( .へ

入 寒 1618

丁 人奴 班
ーヽ

- 餐

宿礼ち等諌＼-

○ ○ ○ 〇 五 〇 〇
○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇

文 文 文 文 文 文 文? ?

孤 ･正 正 雅雄租.粗計
調 丁 丁 格格調蘭
換寡 の の 換換換調
正 i i3 5 算算算換･算正 正 正 . 寡

役 近 役 役 役 正

__一一 似値 - - - / の○ 〇 五 〇 五

? 分 分 日 梶 .嬢(日五十文＼一.ノ

番
役
人
の
記
録
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
'
そ
の
人
教
に
二
通
り
の
書
き
方
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
通
典
撃

二
五
に
門
夫
の
教
を
述
べ

て

毎
城
門
各
四
人
｡
倉
庫
門
各
二
人
｡
其
京
兆
河
南
府
及
赤
願
｡
大
門
各
六
人
｡
直
門
各
三
人
｡

と
あ
る
は
疑
い
も
な
く
'
常
時
番
上
す
る
質
人
数
で
あ
る
0
さ
れ
ば
こ
の
番
役
が
も
し
三
番
な
ら
ば
こ
れ
に
三
倍
す
る
延
人
員
が
指
定
さ
れ

て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
こ
れ
に
反
し
通
典
巻
三
五
に

2-3

凡
京
師
蓋

警

官
.
五
品
望

給
防
聞
｡

嘉

納
i20
二
品
講

O
三
鬼

で

1
略
)



264

と
あ
る
は
延
人
員
で
あ
る
｡
故
に
三
番
の
役
な
ら
ば
常
時
番
上
す
る
葦
人
員
は
こ
の
三
分
の

T
に
な
る
わ
け
で
あ
る
.
概
し
て
賓
課
を
徴
す
る

番
役
人
の
数
は
延
人
員
の
数
で
あ
る
ら
し
い
｡

夷
に
番
数
に
つ
い
て
も
'
例
え
ば
年
三
番
と
あ
る
は

7
年
間
に
三
回
番
上
す
る
意
味
で
あ
り
'
分
何
番
と
あ
る
は
'
三
交
替
で
番
上
す
る
意

味
で
あ
る
｡
前
者
に
か
わ
て

7
番
の
番
上
は
概
ね

7
月
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
三
交
替
の
番
上
塗
1日
う
ま
で
も
な
く
年
間
百
二
十
日
の
勤
務

で
あ
る
｡

更
に
上
述
の
中
に
も
散
見
し
た
よ
う
に
'
番
華
は
始
め
か
ら
資
課
を
目
的
と
し
て
割
り
嘗
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
'
そ
の
計
算
は
月
割
で
徴

収
さ
れ
た
｡
と
こ
ろ
で
若
し
閏
月
が
あ
る
際
に
は
､

7
個
月
分
だ
け
飴
計
に
徴
収
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
は
新
唐
書
巻
四
八
､
百
官
志
太
常
寺
太

奨
署
の
侯
に

.

散
楽
｡
閏
月
人
出
鎮
百
六
十
｡

と
あ
る
に
よ
っ
て
察
せ
ら
れ
'
之
は
恐
ら
く
資
課
に
相
常
す
る
金
額
で
あ
ろ
う
｡
散
柴
は
音
聾
人
と
相
似
た
る
職
掌
で
あ
り
､
毎
月
の
資
課
百

六
十
文
と
す
れ
ば
'
年
間
千
九
百
二
十
文
と
な
り
､
音
聾
人
の
資
課
年
二
千
文
以
下
と
よ
く
符
合
す
る
｡

五

唐
代
人
民
の
身
分

以
上
の
立
論
に
し
て
若
し
誤
り
が
な
け
れ
ば
'
我
々
は
こ
れ
を
根
壕
に
し
て
更
に
次
の
よ
う
に
議
論
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

第

7
に
唐
代
に
お
け
る
人
民
の
政
府
に
封
す
る
義
務
は
各
役
労
働
と
い
う
根
本
原
則
の
上
に
立
っ
て
い
る
｡
即
ち
表
面
は
租
庸
調
雑
希
と
四

瞳
に
分
れ
て
い
る
が
'
そ
の
根
底
に
は
力
役
と
い
う
共
通
の
尺
度
が
あ
っ
て
'
力
役
に
換
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
量
的
に
各
種
の
義
務
を
比
較

し
折
嘗
す
る
こ
と
が
で
き
帰
り
そ
れ
は
恰
も
資
本
主
義
社
食
に
お
い
て
､
凡
て
の
債
値
計
算
の
根
底
に
金
錦
が
横
わ
っ
て
居
り
'
物
事
を
金
額

に
換
算
し
て
数
量
を
相
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
.
さ
れ
ば
私
の
見
解
は
'
こ
の
鮎
に
か
い
て
は
'
曾
我
部
博
士
が
唐
制

に
お
け
る
課
不
課
の
境
を
在
役
の
有
無
に
お
か
ん
と.
す
る
ま
で
'
名
役
を
重
成
さ
れ
る
立
場
に
近
凝
す
る
O
こ

の
償
役
労
働
制
度
の
精
斬
は
庸

- 16
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制
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
'
賎
民
､
妖
婦
の
身
分
も
こ
の
見
地
か
ら
規
定
さ
れ
る
｡
即
ち
唐
律
で
は
'

1
方
で
は
妖
婦
は
資
財
に
同
じ
く
､
部

曲
等
は
資
財
に
同
じ
か
ら
す
と
規
定
L
t
両
者
の
間
に
性
質
的
な
差
違
を
認
め
つ
つ
も
う
他
方
で
は
唐
六
典
巻
六
'
都
官
郎
中
の
傍
注
に

番
戸

一
年
三
番
｡
雑
戸
二
年
五
番
｡
番
皆

7
月
(中
略
)｡
其
官
妖
婦
｡
長
役
無
番
也
｡

と
あ
る
よ
う
に
'
希
役
番
上
目
の
多
寡
に
よ
っ
て
'
番
戸
(宮
戸
)
､
雑
戸
'
官
妖
婦
の
地
位
を
革
に
量
的
な
差
違
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
.

即
ち
番
戸
の
年
間
番
上
日
数
は
九
十
日
'
雑
戸
は
七
十
五
日
'
奴
婦
は
三
百
六
十
日
仝
髄
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
更
に
言
い
か
え
れ
ほ
妖
婦
は

7
0
0
%
の
隷
屠
な
る
に
封
L
t
番
戸
廷

丁五
%
隷
属
'
雑
戸
は
約
二
〇
%
隷
巌
に
す
ぎ
な
い
｡
そ
れ
を
奴
隷
の
側
か
ら
見
ず
に
'
逆
の
方
向

即
ち
格
役
日
数
の
側
か
ら
妖
婦
を
眺
め
'
共
通
の
線
の
延
長
上
で
量
的
に
極
限
に
達
し
た
も
の
だ
と
し
て
､
そ
の
性
質
を
規
定
し
ょ
う
と
し
て

い
る
所
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
｡

こ
れ
は
私
が
常
に
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
'
妖
婦
は
英
語
に
課
せ
ば

S
ta
v

e

で
あ
久

も
う

1
度
今
の
我
々
の
言
葉
に
課
せ
ば
奴
隷

と
な
る
｡
と
こ
ろ
で
妖
婦
と
い
う
名
前
は
中
国
で
は
古
Y
か
ら
用
い
ら
れ
､
ま
た
長
-
後
世
ま
で
存
綾
し
た
が
'
そ
の
本
題
は
時
と
共
に
襲
っ

て
き
て
い
る
.
妖
婦
に
限
ら
ず
凡
て
同
様
で
あ
る
が
'
特
に
妖
婦
と
い
う
よ
う
な
社
食
的
な
存
在
は
社
食
重
雄
と
の
閲
聯
の
中
に
お

い
て
眺
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
若
し
も
奴
隷
を
完
全
に
資
財
と
同
じ
く
'
非
人
格
的
な
も
の
だ
と
規
定
す
る
な
ら
ば
'
後
漠
の
光
武
帝
が
妖
婦
に

封
す
る
専
穀
の
威
を
除
く
令
を
下
し
た
後
は
最
早
や
中
国
に
は
奴
隷
な
る
藩
の
が
原
則
的
に
は
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
も
言
え
ぬ
こ
と
は
な
誓

も
ち
ろ
ん
其
虚
ま
で
言
う
必
要
は
な
い
が
'
た
と
え
同
じ
名
前
の
も
の
で
も
'
ま
た
系
譜
的
に
は
同
じ
も
の
の
糎
綾
で
あ
っ
て
も
'
時
代
と
共

に
賛
質
は
身
ぐ
る
み
襲
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
｡
然
る
に
'
妖
婦
は
奴
隷
'
奴
隷
は

Slave
と
言
い
換
え
る
慶
毎
に
資

質
が
化
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
.
寧
ろ
こ
う
い
う
時
代
に
よ
る
仝
髄
的
な
襲
適
を
謹
み
と
る
こ
と
こ
そ
歴
史
撃
の
任
務
で
あ
ろ
う
｡

さ
れ
ば
唐
代
律
令
の
根
本
精
両
に
お
い
て
は
'
人
民
も
購
民
も
凡
て
は
希
役
努
働
の
提
供
者
な
り
t
と
し
て
見
て
S,る
の
で
あ
る
.
但
し
唐

代
の
現
賓
は
欧
に
こ
の
精
神
か
ら
離
れ
て

7
歩
進
ん
で
S,る
鮎
が
改
め
て
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
力
役
五
十
日
分
の
肴
役
労
働
は
'

十
五
日
分
を
和
栗
二
石
に
'
更
に
十
五
日
分
を
調
覇
二
丈
に
薪
算
L
t
凍
る
正
撃

宇

目
も
嘗
際
は
多
く
は
庸
絹
で
新
約
さ
せ
て
い
た
の
で
あ

17
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0

っ
た
.
こ
の
鮎
で
私
の
見
解
は
亦
,
玲
永
誰
生
民
が
唐
代
の
戸
税
を
論
じ
て
唐
紅
合
の
畿
達
程
度
窒
向
く
評
債
さ
れ
た
こ
と
に
同
調
す
臥
.

租
庸
調
が
正
丁
の
基
本
的
な
義
務
で
あ
る
の
に
射
し
'
雑
希
は
二
次
的
な
義
務
で
あ
る
｡
即
ち
そ
れ
は
最
初
は
十
八
歳
以
上
の
中
串
の
み
が

負
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
が
'
次
第
に
凍
疾
'
正
丁
に
波
及
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
両
者
は
佑
役
と
連
解
さ
れ
'
時
に
混
同
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
な
が
ら
'
正
役
を
柴
宿
に
折
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
'
雑
務
を
正
役
に
折
し
て
加
敏
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
.

番
役
は
も
と
流
外
勤
品
'
若
し
く
は
官
有
賎
民
の
上
番
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
.
そ
れ
が
や
が
て
庶
民
の
難
篠
を
以
て
代
充
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
.
庶
民
が
番
役
に
長
上
す
る
と
'
必
然
的
に
正
規
の
義
務
を
免
除
さ
れ
る
.
こ

の
義
務
を
免
除
さ
れ
な
が
ら
､
両
も
番
役
に
番
上
し
な

か
っ
た
時
に
支
沸
う
代
償
が
資
課
で
あ
る
｡
故
に
資
課
は
結
局
'
基
本
義
務
を
果
す
代
り
に
'
そ
れ
を
許
債
し
て
代
納
し
た
金
銀
で
あ
る
と
言

え
る
｡
そ
し
て
こ
の
貿
課
の
制
度
も
欧
に
唐
初
か
ら
存
在
し
た
.
言
い
か
え
れ
ば
唐
代
の
制
度
の
根
本
精
神
は
各
役
弊
働
制
で
あ
る
が
'
硯
賓

に
は
こ
の
鮎
に
.お
い
て
も
既
に
崩
壊
期
に
入
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
｡

然
ら
ば
こ
こ
に
規
定
さ
れ
た
肴
役
制
度
は
'
草
に
精
神
的
な
原
則
と
し
て
の
み
存
在
し
た
も
の
か
'
或
い
は
唐
以
前
の
あ
る
時
期
に
お
S,て

賓
際
に
そ
う
い
う
純
粋
な
格
役
弊
働
制
が
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
｡
こ
の
間
題
は
甚
だ
重
大
で
あ
っ
て
'
今
の
所
'

私
に
は
確
信
を
以
て
答
え
る
用
意
が
な
い
が
'
之
が
単
な
る
茎
想
的
な
観
念
の
み
か
ら
生
れ
た
と
は
考
え
難
い
.
併
し
均
田
法
の
根
源
と
な
っ

た
骨
塊
の
屯
田
'
晋
の
課
田
は
在
役
制
的
な
色
彩
を
持
ち
つ
つ
も
'
そ
の
地
代
は
物
納
で
あ
る
0
或
い
は
六
朝
時
代
の
民
間
に
お
い
て
希
役
労

働
制
が
行
わ
れ
､
常
時
の
部
曲
と
か
客
と
か
は
'
か
か
る
篠
役
弊
働
者
か
と
思
わ
れ
る
が
ま
だ
確
欝
を
掴
み
得
な
い
.
も
し
民
間
に
そ
の
根
源

を
求
め
得
ら
れ
な
3,と
す
れ
ば
'
恐
ら
く
そ
れ
は
北
方
民
族
'
特
に
北
魂
の
建
国
嘗
初
に
見
富
が
つ
け
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
.
北
魂
は
屡
々

そ
の
国
人
を
引
率
し
て
'
新
国
都
に
移
動
し
た
が
､
最
初
に
は
盛
柴
か
ら
平
城
に
'
次
に
孝
女
帝
の
時
に
平
城
か
ら
洛
陽
へ
'
衆
に
束
魂
の
代

に
洛
陽
か
ら
鄭

へ
大
移
動
を
行
っ
て
い
る
.
こ
の
中
で
特
に
平
城
莫
都
の
前
後
が
問
題
で
'
移
住
商
人
に
分
配
し
た
給
田
に
封
す
る
報
償
と
し

て
格
役
制
度
が
樹
立
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.
更
に
其
後
も
図
人
や
漢
人
強
族
の
連
鎖
へ
の
強
制
移
住
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
此
等
の
際
に

お
け
る
給
田
の
制
度
が
'
晋
の
課
田
法
の
影
響
を
受
け
て
孝
文
帝
時
代
の
均
田
浩
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
'
肴
役
制
度
は
か
か
か
環
境
の
間

18



2.67

に
成
立
す
る
可
能
性
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
.

上
述
の
如
く
'
こ

の
希
役
労
働
制
慶
の
精
神
は
唐
初
か
ら
既
に
動
橋
を
受
け
'
努
働
力
は
物
資
或
い
は
金
錦
に
折
算
さ
れ
て
徴
収
さ
れ
て
い

る
｡
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
､
従
来
'
租
庸
調
は
動
も
す
れ
ば
給
田
に
封
す
る
地
代
の
意
味
と
し
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
強
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
'
既
に
唐
代
の
賦
役
制
度
の
精
神
が
篠
役
労
働
で
あ
っ
た
と
す
る
と
'
租
庸
調
は
ど
う
も
地
代
で
は
な
い
ら
し
い
.
尤
も

そ
れ
は
給
田
と
全
く
無
囲
係
で
は
あ
り
得
な
い
.
既
に
障
害
食
貨
志
に
北
周
の
均
田
法
を
述
べ
て

I

未
受
地
者
｡
営
不
詳
｡

と
あ
り
'
給
田
を
受
け
な
い
者
に
は
課
役
の
義
務
が
な
か
っ
た
｡
こ
れ
は
恐
ら
く
北
周
の
場
合
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
｡
思
う
に
営

時
忙
あ
っ
て
は
､
受
田
民
は
受
田
な
る
事
賓
に
よ
っ
て
'
政
府
と
の
間
に

7
睡
特
別
な
権
利
義
務
関
係
が
畿
生
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

ラ
.
言
い
か
え
れ
ば
受
田
に
よ
っ
て
受
田
民
は
あ
る
特
殊
な
身
分
を
取
得
し
た
の
で
あ
っ
て
'
こ

の
身
分
か
ら
生
す
る
義
務
は
理
想
と
し
て
は

受
田
面
積
と
正
比
例
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
'
茸
際
に
重
視
さ
れ
た
の
は
希
役
弊
働
者
た
る
身
分
共
著
で
あ
っ
た
｡
故
に
農
民
は
令
制
の
規
定
通

り
十
分
の
田
土
の
配
分
を
受
け
な
く
て
も
'
そ
れ
と
は
鍾
係
な
く
'
苛
も
受
田
民
と
な
っ
た
以
上
'
白
己
の
労
働
力
に
鷹
じ
て
'
政
府
に
封
し

篠
役
労
働
若
く
は
そ
の
代
替
品
を
約
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
嘗
時
の
受
田
農
民
の
身
分
は
'
こ
の
鮎
か
ら
言
え
ば
正
し
-
農
奴
的
な
性

格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
.
こ
の
政
府
と
受
田
民
と
の
間
の
師
係
は
恐
ら
く
'
常
時
民
間
に
お
け
る
荘
園
所
有
者
と
そ
の

部
曲
と
の
間
の
関
係
に
そ
の
ま
ま
常
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
民
間
の
部
曲
の
経
済
的
な
地
位
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
記
録
の
徴
す
べ
き
も
の

が
な
い
が
'
我
々
は
政
府
の
部
曲
と
も
言
う
べ
き
受
田
民
の
地
位
か
ら
し
て
'
そ
の
大
概
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
.

唐
代
が
既
に
希
役
労
働
制
時
代
の
末
期
に
屠
す
る
こ
と
に
は
色
々
な
徴
欝
が
あ
る
｡
例
え
ば
唐
代
の
制
度
は
前
代
の
制
度
を
受
け
て
'
こ
れ

を
唐
的
な
特
色
を
も
つ
7
貫
し
た
精
神
に
よ
っ
て
纏
め
直
そ
う
と
し
な
が
ら
纏
め
損
な
っ
た
鮎
が
あ
る
｡
人
民
の
基
本
的
な
義
務
た
る
租
庸
調

に
お
い
て
'
力
役
を
絹
に
換
算
す
る
に
二
つ
の
臭
っ
た
折
算
債
値
を
採
用
し
て
い
る
如
き
こ
れ
で
あ
る
.
即
ち
調
は
も
と
も
と
十
五
日
の
力
役

●
●
●
●

で
あ
り
'
そ
の
代
償
と
し
て
調
絹
二
丈
で
あ
る
か
ら
'

7
日
の
力
役
が
絹

丁
尺
三
寸
強
に
嘗
る
に
拘
ら
ず
'
席
を
絹
に
折
算
す
る
時
に
は

7
日
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●
●

を
二
二
尺
と
定
め
る
よ
う
な
不
合
理
を
生
ず
る
の
で
あ
る
O
ま
た
十
六

･
七
歳
の
中
男
の
雑
務
些

夷

的
な
派
生
義
務
で
あ
る
か
ら
之
を
資
課
の

封
象
と
な
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
に
拘
ら
ず
'
正
丁
の
租
庸
調
と
同
じ
よ
う
に
資
課

7
千
丈
に
許
慣
徴
収
さ
れ
る
.
更
に
そ

の
適
用
に
お
い
て
も
資
課
は
次
第
に
高
額
を
徴
収
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
例
え
ば
門
夫
は
年
千
八
以
上
の
中
輿
及
び
凍
疾
を
以
て
充
て
る
が
'

新
唐
書
巻
五
五
食
貨
志
の
記
載
に
よ
れ
ば

門
夫
番
上
不
室
者
｡
閏
月
資
課
｡
馬
鎮
百
七
十
｡
僅
月
二
百
｡

と
あ
-
'
閏
月
は
冬
着
の
六
個
月
'
忙
月
は
夏
秋
の
六
個
舟
を
書
写

か
ら
'
門
天
の
資
課
は
通
年
二
二
二
〇
文
以
下
と
な
り
'
正
丁
の
標
準
腰

と
殆
ん
と
大
差
が
な
い
.
概
し
て
言
え
ば
番
役
は
時
代
を
摩
る
に
従
っ
て
鍵
純
化
L
t
そ
の
資
課
の
鍵
額
は
ま
た
時
代
を
経
る
に
従
っ
て
上
昇

t
た
よ
う
で
あ
る
O
唐
合
要
撃

ハ
五
､
閑
厩
優
の
保
に
見
え
る
開
成
四
年
頃
､
郎
州
の
首
清
丁
の
資
課
は
転
入
毎
月
､毎
.二
貫
文
で
あ
っ
た
と

‖H一

記
さ
れ
て
い
る
｡
通
年
二
十
四
貫
文
に
な
り
'
両
税
法
以
前
の
膚
課
に
比
べ
T
､
十
倍
近
く
の
高
率
に
騰
貴
し
て
い
J
o

六

飴

諭

-
差

科

篠
と
は
原
釆
'
正
役
(力
役
､
ナ
役
)
に
封
し
て
二
分
の
一
に
相
嘗
す
る
軽
労
働
を
意
味
し
た
｡
そ
し
て
之
に
従
事
す
る
者
を
夫
と
解
し
た
｡

故
に
希
役
な
る
文
字
は
本
来
は
篠
と
役
と
二
者
を
指
し
､
夫
役
な
る
文
字
も
夫
と
役
と
の
二
者
を
指
し
た
と
思
わ
れ
る
｡
唐
合
要
馨
八
五
圃
魂

の
僕
'
昇
華
三
載
十
二
月
二
十
三
日
の
政
文
に

●

●

比
者
威
童
之
歳
｡
即
珪
軽
篠
｡
既
冠
之
年
｡
便
常
正
役
｡

と
あ
る
の
が
そ
の
用
法
で
あ
る
0
故
に
雑
務
と
は
譲
ん
で
字
の
如
く
雑
多
な
る
軽
努
働
で
あ
り
'
例
え
ば
営
基
夫
と
か
'
治
河
の
夫
の
如
き
臨

り

時
の
人
夫
が
こ
れ
に
常
る
で
あ
る
n
Ho
こ
の
雑
務
は
も
と
十
八
歳
以
上
の
中
男
だ
け
の
基
本
義
務
で
あ
っ
た
が
'
や
が
て
正
T
t
穣
疾
'
十
六

･
七
歳
の
中
男
の
上
に
も
追
加
さ
れ
'
庸
初
か
ら
既
に
人
月
の
基
本
義
務
の
中
に
織
込
ま
れ
'
和
暦
調
と
共
に
賦
役
四
課
目
9
7
を
な
し
て
い

充
O

･I
02㌧一
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こ
れ
に
封
し
て
番
役
は
､
も
と
も
と
人
民
の
義
務
で
な
く
､
従
っ
て
若
し
政
府
が
こ
れ
を
人
民
に
課
す
る
時
に
は
相
常
の
代
償
を
輿
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
O
そ
し
て
人
民
を
番
役
に
使
役
す
る
に
は
少
-
も

7
年
間
を
預
定
し
､
年
間
の
他
の
義
務
を
免
除
す
る
こ
と
を
約
束
し
お

き
､
賓
際
に
あ
る
期
間
番
上
し
た
後
は
'
例
え
ば
門
夫
は
五
旬
を
す
ま
せ
た
時
に
は
､
た
と
え
其
後
番
上
で
き
な
く
な
っ
て
も
'
免
除
の
約
束

を
茸
行
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

人
民
を
職
掌
'
番
役
'
雑
希
'
正
役
な
ど
に
徽
章
す
る
こ
と
を
差
科
と
鴇
解
し
た
｡
差
科
と
い
う
字
は
既
に
唐
初
か
ら
見
え
･
人
民
が
苛
ん

だ
の
は
租
調
よ
り
も
寧
ろ
差
科
に
あ
っ
た
｡
嘗
唐
書
巻
七
八
高
季
輔
侍
に
'
彼
が
太
宗
に
上
っ
た
奏
文
を
載
せ

紺
河
之
外
｡
希
役
仝
少
｡
帝
京
三
輔
｡
差
科
非

T
｡

と
言
い
'
ま
た
唐
大
詔
令
集
巻
二
㌧
紳
龍
元
年
二
月
'
中
宗
即
位
の
赦
文
に

頃
者
戸
口
逃
亡
｡
艮
由
差
科
繁
劇
｡

と
言
っ
て
い
る
｡
さ
て
徳
宗
建
中
元
年
の
有
名
な
両
税
法
に
お
い
て
は
'
鞄
庸
調
と
雑
落
と
を
悉
-
廃
止
し
て
'
春
秋
の
両
税

7
本
に
統

7
し

ノヽ3

た
筈
で
あ
っ
･LU.｡
然
る
に
両
税
法
施
行
以
後
に
お
S･て
も
,
差
科
が
依
然
と
し
て
存
緯
し
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
既

に
唐
と
雑
務
が
磨
止
さ
れ
た
以
上
'
差
科
に
凍
る
も
の
は
職
掌
と
番
役
の
外
に
な
い
筈
で
あ
る
が
'
差
科
と
い
う
名
の
下
に
雑
務
も
依
然
有
線

L
た
ら
し
3,｡
唐
舎
要
巻
八
四
㌧
聴
視
下
の
僕
に

●
●

●
●

〔
大
中
〕

六
年
三
月
勅
｡
先
賜
郷
党
都
願
及
雲
陽
願
荘
各

丁
所
｡
府
願
所
有
南
棟
及
差
科
色
役
.
並
特
宜
放
者
｡
中
書
門
下
奏
｡
伏
以
鄭

●

●
●

光
｡
是
陛
下
元
鼻
｡
嶺
待
固
合
異
等
｡
然
而
接
地
出
検
｡
天
下
皆
同
｡
騰
戸
兼
務
｡
久
巳
威
例
(下
略
)0

と
あ
り
､
差
科
と
雑
務
と
を
互
文
に
用
い
て
い
る
.
恐
ら
く
単
に
概
念
の
混
同
の
み
で
な
く

葦
際
に
両
者
が
混
同
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
O

節
-
し
て
薙
篠
を
含
め
た
差
科
は
ま
た
差
役
と
稀
せ
ら
れ
､
両
税
に
封
立
す
る
重
要
な
義
務
と
し
て
人
民
に
課
せ
ら
れ
'
采
代
に
至
っ
て
政
界

を
動
格
さ
せ
る
大
問
題
と
な
っ
て
朝
野
に
論
議
さ
れ
た
.
身
あ
れ
ば
役
あ
り
t
と
い
う
中
閲
の
古
い
原
則
は
長
い
間
'
強
い
根
が
獲
り
,
時
々

芽
を
吹
い
て
は
人
民
を
寓
惑
さ
せ
た
｡
但
し
そ
れ
は
身
役
と
し
て
よ
り
も
金
銀
的
負
韓
が
問
題
で
あ
っ
た
鮎
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
.

21 --
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唐
代
の
史
料
は
相
嘗
豊
富
に
残
っ
て
い
る
上
塗

r+Eう
も
の
の
'
あ
る
題
目
に
閲
し
て
は
断
片
的
な
記
事
し
か
存
在
せ
ぬ
こ
と
が
多
め
.
此
等

の
零
細
な
断
片
を
つ
ぎ
合
せ
て
原
形
に
復
原
す
る
仕
事
は
'
考
古
畢
者
が
土
器
の
破
片
で
壷
の
形
を
復
原
す
る
方
法
に
似
て
い
る
O
下
手
を
す

る
と
復
原
さ
れ
た
壷
が
'
俺
は
も
と
こ
ん
な
形
で
は
な
か
っ
た
t
と
叫
び
出
さ
ぬ
と
も
限
ら
な
い
｡
私
は
雑
務
の
制
度
を
復
原
す
る
た
め
に
'

侍
乗
の
史
料
に
や
や
重
大
な
修
正
を
加
え
た
L
t
あ
ま
り
に
多
く
の
茎
隙
を
単
な
る
自
己
の
意
見
で
埋
め
す
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
'
な
お
通
常
な
嘗
て
は
め
場
所
を
探
し
得
な
い
で
地
耕
し
た
断
片
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
を
自
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
併
し
な
が
ら

兎
も
角
も
こ
れ
や

1
鷹
容
器
と
し
て
役
に
立
ち
そ
う
に
見
え
る
'
そ
し
て
恐
ら
-
大
方
の
期
待
と
は
丸
で
異
っ
た
壷
の
形
が
曲
り
な
り
に
も
出

来
上
っ
た
と
信
じ
て
'
こ

れ
を
中
間
報
告
と
L
t■
あ
と
は
他
日
に
期

し
た
い
と
思
う
｡

〔
補
註
〕

①
暫
唐
音
職
官
志
に
見
え
た
る
賦
人
之
制
の
中
の
課
な
る
文
字
に
つ
い
て
｡

私
は
今
か
ら
二
十
年
ほ
と
前
に
'
東
嶺
経
済
研
究
十
九
巻
四
境
に
'
晋
武

帝
の
戸
調
式
に
裁
て
'
な
る
小
論
文
を
掲
げ
､
｢
さ
れ
ば
諸
人
が
疑
問
と
す

る
所
の
奮
唐
書
職
官
志
戸
部
の
伏
'
凡
購
入
之
刑
有
四
｡

一
日
租
｡
二
日

調
｡
三
日
役
｡
四
日
課
t
は
四
日
の
後
に
唐
六
典
に
よ
っ
て
雑
格
の
こ
字

を
補
う
べ
く
'
課
字
は
下
に
頼
き
'
課
戸
轟
丁
｡
粗
菓
二
石
云
云
､
と
苛

む
可
き
こ
と
も
自
ら
明
か
に
な
ろ
う
｣
と
言
っ
て
お
い
た
｡
そ
の
後
種
々

の
意
見
が
投
出
さ
れ
た
が
'
私
の
こ
の
考
え
は
今
も
襲

っ
て
S･な
い
｡
試

み
に
唐
大
典
と
蕎
唐
書
と
の
戸
部
の
候
を
比
敢
す
る
と

〔
大
典
〕

凡
賦
役
之
剰
有
四
｡

一
日
租
｡
二
日
調
｡
三
日
役
｡
四
日

〔
替
唐
音
〕

凡
賦
人
之
剤
有
四
｡

一
日
租
.
二
日
調
｡
三
日
役
｡
四
日

〔
六
〕

難
解
｡
課
戸
毎
丁
.
租
粟
二
石
.

〔
奮
〕

課
戸
轟
丁
｡
租
粟
二
石
｡

の
よ
う
な
鰭
果
が
得
ら
れ
'
以
下
凡
そ
育
三
十
字
が
殆
ん
と
同
文
で
あ
り
､

二
三
の
藻
琴
な
ら
ざ
る
出
入
が
あ
る
の
み
で
あ
る
｡

㊤
十
夫
客
｡
山
梨
大
畢
畢
嚢
畢
部
紀
要
第

1
番
'
三
四
貢
.
溝
口
藩
閥
博
士
､

唐
の
部
曲
客
女
と
前
代
の
衣
食
客
'
参
照
｡

㊥
塵
疾
の
正
役
免
除
｡
唐
律
疏
議
巻
三
㌧
名
例
律
'
徒
磨
役
無
余
丁
の
俵
疏

爺
に其

麺
疾
｡
放
免
丁
役
｡

と
あ
り
､
凄
疾
者
は
正
役
を
免
せ
ら
れ
て
租
詞
難
徳
の
み
を
納
め
た
o
さ

れ
ば
唐
大
典
巻
五
㌧
職
方
郎
中
の
候
に
門
夫
に
つ
い
て

凡
州
願
城
門
及
倉
庫
門
o
頑
守
富
者
｡
取
申
男
及
塵
疾
人
｡
均
焦
番
第

以
充
｡
両
党
其
徳
厳
｡

と
あ
る
中
の
稀
朕
は
'
難
徳
若
し
く
は
税
調
の
意
味
で
あ
り
'
役
と
言
わ

ず
に
稀
と
言
っ
て
い
る
の
は
正
し
い
用
法
で
あ
る
｡

④
中
男
の
難
稀
及
び
稀
と
役
'
夫
と
丁
と
に
つ
い
て
は
'
東
洋
畢
報
第
二
十

三
春
第

1
鱗
｡
溝
口
景
観
博
士
'
唐
に
於
け
る
雑
格
の
開
始
年
齢
'
参
照
O

㊥
職
掌
と
春
宮
と
番
役
0
歳
輿
巻
四
十
'
大
唐
官
品
の
保
に
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内
職
掌
｡
索
郎

･
吋

･
史

･
亭
長

･
拳
固

･
･王
膳

･
幕
士

･
雪
駄

･
駕

士

･
門
僕

･
陵
戸

･
柴

･
工

･
供
膳

･
献
腎
畢
生

･
執
御

･
間
事
畢
生

･
俊
士

･
魚
師

.･
監
門
校
尉

･
直
屯

･
備
身

･
主
任

･
輿
食

･
監
門
直

長

･
親
事

･
帳
内
等
｡
外
磯
掌
｡
州
願
倉
督

･
鎖
車

･
佐
史

･
府

･
史

･
輿
獄

･
閏
事

･
執
刀

･
日
直

･
布
令

･
市
丞

･
助
敦

･
津
史

･
果
正

･
及
額
廟
蘇
郎

･
井
折
衝
府
旗
師

･
除
正

･
除
副
等
.

と
あ
り
'
こ
の
中
'
亭
長

･
拳
固
等
は
番
官
と
稀
せ
ら
れ
(唐
六
典
巻

1
)
'

幕
士
は
番
役
と
解
せ
ら
れ
る

(
奮
唐
書
巻
四
八
食
貨
上

･
開
元
二
十
二
年

数
)｡

流
外
勤
品
の
就
任
す
る
の
が
番
官
で
'
自
丁
の
就
く
の
が
番
役
な

の
で
あ
ろ
う
.
番
役
は
ま
た
離
任
､
或
い
は
駆
使
と
言
っ
た
ら
し
い
.
唐

律
疏
義
春
十

一
'

流
外
宮
者
｡
謂
諸
司
令
史
以
下
｡
有
流
外
骨
身
者
｡
雑
任
謂
在
官
供
事
｡

無
流
外
品
｡
窺
其
合
在
公
家
駆
使
｡
故
得
罪
軽
於
凡
人
｡

と
あ
り
'
そ
の
駆
使
の
例
と
し
て
下
文
に
執
衣
'
日
直
を
挙
げ
'
ま
た
日

本
の
令
集
解
巻
十
三
に
引
用
す
る
開
元
式
に
は

防
閤
庶
僕
邑
士
白
直
等
｡
諸
色
就
任
等
(着
-
)｡
合
免
課
役
｡

な
る
文
が
あ
る
｡

㊥
賓
課
の
感
額
.
新
唐
書
巻
五
五
金
貨
志
に
門
夫
の
賓
課
に
つ
い
て

門
美
香
上
不
至
者
｡
閏
月
督
課
｡
麓
銭
百
七
十
｡
忙
月
二
首
｡

と
あ
っ
て
確
数
を
用
い
て
い
る
が
'
通
典
巻
三
五
に
は
略
々
同
僚
の
場
合

に
つ
い
て

■
●
●

●
●
●

奏

上
不
到
｡
慮
頚
徴
諌
者
｡
閑
月
不
得
過

l
首
七
十
｡
忙
月
不
得
過
二

古
文
｡

と
あ
っ
て
最
大
限
度
を
定
め
た
不
定
敦
を
挙
げ
て
居
り
'
こ
れ
は
勿
論
適

典
の
書
き
方
が
正
し
い
の
で
あ
る
.

⑦
丁
賓
の
二
千
五
百
文
に
つ
い
て
｡
通
典
巻
三
五
㌧
及
び
唐
大
典
番
犬
比
部

郎
中
の
候
に
､
番
役
の

1
な
る
任
身
に
つ
い
て

●
●

●
●

●
●

其
使
身
十
五
日

1
替
.

一
時
牧
賓
六
首
四
十
文
.

●
●

●
●

な
る
記
載
が
あ
る
｡
通
典
に
は

1
番
の
二
字
な
く

大
典
に
庭

1
時
の
こ

字
が
な
い
が
へ
恐
ら
-
両
者
互
い
に
相
補
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
.
即
ち

十
五
日
交
替
の
役
で
'

一
時
(
三
月
)庵
に
賓
を
納
め
る
こ
と
大
官
四
十
文

の
意
で
あ
る
.
す
る
と
六
官
四
十
文
と
い
う
数
字
が
気
に
か
か
る
.
何
と

怒
れ
ば
そ
れ
で
は

1
年
二
千
五
百
六
十
文
と
な
り
'
普
通
の
賓
課
二
千
五

●
●

首
文
に
過
ぎ
ず
と
い
う
原
則
に
合
わ
な
い
.
恐
ら
-
六
百
四
十
文
は
六
百

●
●
●

二
十
四
文
の
誤
り
で
あ

っ
て
'
か
く
改
め
れ
ば
毎
月
二
貫
入
文
'
通
年
二

千
四
百
九
十
六
文
と
い
ぅ
唐
曾
夢
巻
九

1
の
文
と

1
致
す
る
.
ま
た
教
壇

本
水
部
式
に
水
手
の
番
役
に
つ
い
て

准
屯
丁
例
.
毎
夫

一
年
o
各
帖

一
T
o
其
丁
攻
免
難
祐
人
.
家
遭
稗
駿

有
者
｡
人
出
二
千
五
首
文
賛
助
｡

と
あ
り
､
こ
こ
に

｢帖
丁
な
る
免
雑
稀
人
｣
と
あ
る
の
は
単
に
経
緯
の
み

を
免
せ
ら
れ
た
者
で
な
く
'
併
せ
て
租
庸
調
を
仝
免
さ
れ
た
人
で
あ
ろ
う
｡

㊥
陪
審
｡
陪
審
の
階
は
陪
倍
､
追
階
の
意
味
で
連
番
者
に
あ
と
か
ら
其
分
を

補

っ
て
番
上
さ
せ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
｡
陪
番
の
語
は
健
に
も
仝

居
丈
巻
九
六
'
武
后
改
元
載
初
政
文
に

連
番
及
逃
走
｡
慮
陪
番
及
徴
課
調
者
｡
並
特
宜
免
放
｡

な
る
文
が
あ
る
｡
こ
れ
は
絵
永
教
生
氏
'
唐
代
の
課
に
つ
い
て

(
史
淵
五

五
韓
)t
に
よ
っ
て
知
っ
た
｡

㊥
大
骨
普
華
人
｡
唐
律
疏
義
春
三
､
名
例
律
'
工
発
雑
戸
の
保
疏
議
に
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大
骨
普
軍
人
O
謂
在
大
骨
作
発
着
o
元
輿
工
築
不
殊
｡
倶
是
配
隷
之
色
.

不
屠
州
願
｡
唯
属
大
骨
｡
義
寧
以
衆
｡
得
於
州
騒
附
賓
｡

と
あ
り
'
官
有
賎
民
の

1
種
で
あ
る
が
'
唐
律
疏
議
巻
十
四
戸
婚
律
'
雑

戸
不
得
嬰
良
人
の
保
疏
議
に

大
骨
普
馨
人
｡
依
命
賂
同
百
姓
｡

と
あ
っ
て
'
最
も
賓
格
の
高
い
'
婚
姫
関
係
で
は

一
般
人
民
と
殆
ん
と
異

ら
ぬ
賎
民
で
あ
っ
た
｡

⑩
松
永
誰
生
民
'
均
田
制
下
に
於
け
る
唐
代
戸
等
の
意
義

(束
洋
史
畢
第
十

二
輯
)

⑪
丁
寮
月
二
千
の
場
合
｡
こ
の
額
は
恐
ら
く
熟
練
労
働
者
(
丁
匠
)
三
十
日
の

和
雇
賃
銀
を
嘗
て
は
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
伊
府
元
金
巻
四
八
七
㌧
大
暦

八
年
正
月
詔
に

諸
色
丁
匠
｡
若
有
情
顕
納
賓
課
代
役
者
｡
毎
月
毎
人
任
納
鏡
二
千
文
｡

と
見
え
る
.
こ
れ
に
よ
る
と
賓
課
な
る
も
の
は
原
衆
は
番
役
就
役
の
約
束

に
よ
っ
て
免
除
さ
れ
る
基
本
義
務
の
代
償
と
し
て
支
沸
わ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
の
が
'
後
に
は
直
接
番
役
の
労
働
量
を
許
偶
し
て
そ
の
最
高
を
徴

収
さ
れ
る
よ
う
に
変

っ
て
き
た
と
言
え
る
0

㊥
報
徳
の
名
目
｡
雑
稀
は
讃
ん
で
字
の
如
く
雑
多
な
る
軽
格
で
あ
り
'
徹

っ

て
名
の
つ
く
役
は
多
く
は
薙
格
で
ぼ
な
く
て
番
役
で
あ
る
｡
た
だ
替
基
夫

の
如
く
品
官
が
死
亡
し
た
時
に
骨
品
に
従
っ
て
五
品
二
十
人
か
ら

1
品
盲

人
を
給
L
t
十
日
間
労
働
さ
せ
る
人
夫
'
及
び
大
水
の
際
に
堤
防
を
修
理

す
る
人
夫
の
如
き
は
難
稀
と
し
て
徴
菱
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

(仁
井
田
陸

博
士
'
唐
令
拾
遺
'
八

〇
五
貢
'
八
三

一
貫
)0

⑩
両
税
法
と
社
格
｡
両
税
法
は
施
行
の
際
に
は
'
難
稀
を
も
新
税
法
に
織
込

む
筈
で
あ

っ
た
｡
腐
骨
穿
巻
八
三
㌧
租
税
上
に
建
中
元
年
'
楊
炎
の
両
税

法
に
つ
い
て

其
租
庸
雄
〔
調
9
･〕
格
悉
省
.
而
丁
額
不
磨
｡
申
報
出
入
如
奮
式
O

と
あ
り
'
そ
の
際
に
丁
解
の
申
報
を
厳
し
な
か
っ
qiU.こ
と
が
'
後
に
差
科

の
横
行
す
る
原
因
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
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A New Thought on the T·axation System of T'ang (!i)

Ichisada Miyazaki

Corvee underlay the taxation system of the T'ang dynasty. The duties

of a "standard adult" (lET) consisted of tsu em), yung Of) and chiao (~),

which were convertible into IS-day, IS-day and 20-day labour, respectively,

i.e., 50 days altogether. The duties of those who were 18 to 20 years of age

were 50 days' "miscellaneous labour" (?i${ffr) which was equivalent to 25 days'

labour of the adult. "Miscellaneous labour" was also obligatory on the

part of the" standard adult" and the disabled and the person under 16-17

years of age, but its maximum was fixed, e.g., 50 days. The watchman

e:j:~) who was exempt from those duties was obliged to pay a certain

amount of money called tzu-k'o e.~).
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