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西
貌
計
帳
戸
籍
に
お
け
る
課
と
税
の
意
義

(上)

次

六五四 三 二 一

同
口

緒

言

西
灘
計
帳
一
戸
籍
の
劉
文
成
一戸
に
お
け
る
課
戸
と
不
課
口

西
貌
以
前
に
お
け
る
賦
役
用
語
と
し
て
の
課

課
以
外
の

一
般
賦
役
用
語
(
租
賦

・
租
調
と
賦
役

・
賦
税
)
(
以
下
次
腕
)

西
貌
計
帳
戸
籍
の
課

・
不
課
お
よ
び
税
の
意
味

結

語

諸

ー三E
Cコ

さ
き
に
山
本
達
郎
博
士
の
護
表
さ
れ
た
ス
タ
イ
ン
第
六
一
三
挽
文

書
は
、
西
貌
大
統
一
三
年
の
計
帳
ま
た
は
戸
籍
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
様
式
は
唐
代
戸
籍
と
か
な
り
ち
が
っ
て
お
り
、
こ
と
に
、

一
戸
の
構
成
員
が
す
べ
て
不
諜
口
で
あ
り
な
が
ら
、
全
般
と
し
て
は

課
戸
と
標
記
さ
れ
て
い
る
鮎
な
ど
は
、
唐
令
ま
た
は
麿
代
戸
籍
の
原

則
に
よ
っ
て
は
、
説
明
の
で
き
な
い
不
可
解
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ

を
一
瞳
ど
う
解
揮
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

乙
の
貼
に
つ
い
て
何
と
か
解

西

村

7G 

佑

決
貼
を
見
出
だ
そ
う
と
試
み
た
も
の
が
小
論
で
あ
る
。
今
回
わ
た
く

し
は
、
本
文
書
が
北
朝
時
代
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
問
題
解
決
の
た

め
に
は
、

出
来
る
だ
け
惰

・
唐
の
知
識
を
さ
け
、
西
貌
以
前
の
賦
役

用
語
を
た
ど
っ
て
、
そ
れ
と

「
課
」
と
の
閥
係
を
考
え
、
西
貌
以
前

の
課
の
意
味
が
、
西
貌
計
帳
戸
籍
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
結
果
し
て
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い
る
か
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
つ
と
め
た
。

こ
れ
は
問
題
を
純
粋

か
つ
卒
直
に
解
決
す
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い

道
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
本
文
書
に
は
課
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
唐

代
戸
籍
に
は
み
え
な
い
税
租
の
記
載
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
西

説
以
前
の
資
料
の
な
か
か
ら

そ
の
意
味
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
努
力
し

た
。
皐
界
諸
賢
の
御
数
正
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

西
貌
計
帳
戸
籍
の
劉
文
成
戸
に
お
け
る

課
戸
と
不
課
口



論
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
最
初
に
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
の
は
、

ζ
の
文
書
に
は
A
-
B
二
種
の
記
載
様
式
の
も
の
が
ふ

く
ま
れ
、
A
種
文
書
は
戸
口
の
具
瞳
的
記
事
で
あ
る
に
封
し
、
B
種

文
書
は
そ
の
集
計
記
事
で
、

A
-
B
雨
種
は
と
も
に
同
一
の
法
律
的

規
定
に
卸
し
て
書
か
れ
、
ま
た
A

・B
南
種
は
と
も
に
同
一
の
戸
口

集
圏
を
封
象
と
し
町
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

雨
者
は
相
互
に

相
関
連
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
こ
の
文
書

の
A

・B
雨
種
記
事
を
、
以
上
の
前
提
に
た
っ
て
解
樺
す
る
と
と
か

ら
出
費
し
た
の
で
、
も
し
ζ

の
前
提
が
間
違
っ
て
お
れ
ば
、
本
稿
の

論
旨
は
振
出
し
に
も
ど

っ
て
考
え
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
山
本
博
士
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
み
て
も
、
こ
の
前
提

を
否
定
す
べ
き
理
由
は
存
在
し
な
い
し
、
わ
た
く
し
が
再
考
し
た
結

果
に
お
い
て
も
こ
の
貼
で
は
、

や
は
り
山
本
博
士
と
同
一
の
結
論
に

到
達
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
以
下
こ
の
文
書
の
記
事
に
つ
い

て
は
、
右
の
前
提
に
た
っ
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

L
た
が

ζ

れ
か
ら
直
接
問
題
の
封
象
と
し
て
と
り
あ
げ
る
、

A
種
文

書
の
劉
文
成
戸
の
記
事
に
お
い
て
も
、

ζ

れ
は
首
然
B
種
文
書
の
記

って、

事
と
も
相
互
に
関
連
す
る
も
の
と
の
前
提
の
も
と
に
、
考
察
を
す
す
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め
て
ゆ
く
と
と
に
す
る
。

で
は
問
題
に
移
ろ
う
。
A
種
文
書
の
初
頭
部
に
み
え
る
劉
文
成
戸

の
記
事
は
次
頁
に
掲
げ
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
首
戸
の
成
員
は
七
人
で
、
そ
の
す
べ
て
が

「
凡
口

七
不
課
」
と
あ
る
よ
う
に
す
べ
て
不
課
口
で
あ
る
が
、
首
戸
全
韓
と

し
て
は
「
課
戸
上
」
と
な

っ
て
い
る
。
唐
戸
令
(
唐
令
拾
遺
二
二
三

頁
)
に
よ
れ
ば

諸
戸
主
。
皆
以
ニ
家
長
一
矯
レ
之
。
戸
内
有
ニ
課
口
一
者
。
震
一
一
課
戸
吋

無
=
課
口
-
者
。
震
-
一
不
謀
戸
吋

と
あ
っ
て
、
戸
内
の
全
口
が
不
課
口
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
戸
は

唱

A弓'

首
然
不
課
戸
で
あ
る
。
事
賀
、
唐
令
に
よ

っ
て
作
製
さ
れ
て
い
る
現

存
の
唐
代
戸
籍
残
容
に
は
、
不
課
口
の
み
の
戸
は
す
べ
て
不
課
戸
と

な
っ
て
お
り
、
本
文
書
の
よ
う
な
事
例
は
存
在
し
な
い
。
で
は
右
の

文
書
は
ど
の
よ
う
な
原
則
に
嬢
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
不
幸
に

し
て
と
の
問
題
に
答
え
て
く
れ
る
令
式
の
資
料
に
恵
ま
れ
な
い
現

在、

わ
れ
わ
れ
は
ζ

の
解
答
を
と
の
文
書
の
な
か
に
求
め
る
ほ
か
に

方
法
が
な
い
。
乙
の
場
合
、
幸
な
こ
と
に

B
種
文
書
を
補
助
的
に
使

用
す
る
と
と
が
で
き
る
か
ら
、
雨
文
書
の
な
か
か
ら
問
題
の
解
答
を

さ
ぐ
る
こ
と
に
す
る
。

A
文
書
の
劉
文
成
は
叢
冠
将
軍

そ
の
妻
は
牽
資
妻
で
あ
る
か



戸
劉
文
成

委
任
合
女

息
男
子
可

息
男
子
義

息
女
賀
口

息
男
子
炭

息
男
貨
口

己
丑
生

甲
午
生

乙
卯
生

丁
巳
生

水
亥
生

辛
酉
生

甲
子
生

年
参
拾
究

年
参
拾
時
昨

年

拾

参

年

拾

萱

年

件

年
泊
旅

年
臨
時

準
語
軍

護
資
妻

中

男
中

男

小

女
小

男
小

男

課
戸
上
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凡
口
七
不
課

口 口
二五
蓬不
資税 P
捻? 一一一一
税?口 口

裏?一問
主男

一一年口口
丁丁 五二二
安男 小中

年年
十

七一

己己
下下

計計

聯布

石 斤匹

石石
五五
升升
折験
輪
車種

園

言十

租

四
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計
受
田
口

丁丁
一

一
十
五
畝
蹴

一
姉
六
畝
己
受
一

廿

畝

正

感

受

田

六

十

六

畝

一

一

一

二

畝

薗

一対
畝
未
受

合

商

ニ

歩

東

至

舎

西

北
至
渠
南
至
臼
醜
奴

合

東

二

歩

東

至

侯

老

生

西

至

合

南
北
至
渠

却

附

寸

一

即

司

剖

引

判

顎

駅

白

妾男

二
分
未
足

一
段
十
畝
腕

一
段
廿
畝
正

足?

段|一
一|段
前 1五

車 1!is
住 |脚
蘭右一一
宅臼)件 ( 

.至
脱
足
iE 
未
受

四

段
妻
合
女
分



ら
、
こ
れ
は

B
文
書
の
用
語
に
し
た
が
え
ば
「
蔓
資
丁
床
」
と
呼
ば

。れ
る
も
の
に
あ
た
る
。
蓋
資
丁
床
(
一
丁
男

・
一
丁
妻
)
の
税
租
負

措
額
は
一
石
で
あ
る
が
、
劉
文
成
戸
の
租
負
措
額
は
、

丁
妻
で
計
租
四
石
で
あ
り
、
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
、
課
戸
上
の
負
措

額
に
該
嘗
す
る
。
首
戸
が

「
課
戸
上
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
の
は
、

一
丁
男
・
一

こ
の
た
め
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

で
は
税
租
を
納
入
す
べ
き
も
の
が
、
伺
故

一
般
課
戸
な
み
の
租
を

負
措
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ζ

れ
に
は
な
に
か
特
別
の
理
由
が
あ
る

そ
こ
で
右
の
経
過
を
劉
文
成
戸
の
記

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
の
な
か
か
ら
ひ
ろ
っ
て
み
る
と

)
 

-(
 

)
 

。。(
 

凡
口
七
不
課
(
劉
文
成
夫
妻
，を
も
ふ
く
む
〉

口
二
(
劉
文
成
夫
妻
)
蓋
資
擢
税
令
課

(3) 

課
戸
上

と
い
う
闘
係
を
ひ
ろ
い
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
本
来

不
課
口
な
る
も
の
が
課
戸
と
な
っ
た
と
い
う
事
情
は
、
本
文
書
中
に

「
権
現
令
課
」
と
い
う
文
言
で
し
め
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は

こ
れ
は
如
何
な
る
意
味
な
の
か
。
篤
異
で
み
る
と
、
と
の
文
言
の
う
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ち
と
く
に
「
推
」
の
字
は
墨
が
に
じ
ん
で
わ
か
り
難
く
、
権
と
も
讃

め
る
が
、
措
と
も
、
擢
と
も
み
え
る
。
擢
な
れ
ば
「
お
し
は
か

つ
て」

の
意
で
あ
り
、
措
な
れ
ば
「
さ
し
お
い
て
」
、
擢
な
れ
ば
「
や
め
て
」

の
意
と
な
る
。

し
か
し
い
づ
れ
に
し
て
も
意
味
は
通
ず
る
。
植
な
れ

ば
、
税
を
と
る
か
わ
ゆ
に
課
を
お
し
は
か
つ
て
割
嘗
て
る
こ
と
と
解

揮
で
き
る
し
、
措
・
擢
な
れ
ば
税
を
や
め
て
課
を
割
嘗
て
る
こ
と
と

い
や
つ
れ
に
し
て
も
本
来
な
れ
ば
税
す
べ
き
も
の
を
、
い
ま

解
さ
れ
、

の
場
合
は
と
く
に
、
課
を
割
嘗
て
て
課
戸
と
し
た
こ
と
に
な
る
。

で

は
不
課
口
を
課
戸
と
し
、
税
租
を

一
般
の
租
に
饗
更
し
た
特
別
の
事

情
と
は
何
で
あ
る
か
。
こ
の
間
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
牽
資
と
は

何
で
あ
る
か
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

-73-

B
文
書
の
役
の
集
計
記
事
を
み
る
と
、

都

t_ 
口

男

参

‘渠

人

了

拾

課

五

人

雑

任

役

人

E語

士
叩

W
伯

ut

人

防

閤

人

虞

ei!，見?侯

参

雨

定

拾

人

乗?六

兵

人(o)人

1汁

丁
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と
あ
り
、
役
は
男
子
の
み
に
課
せ
ら
れ
る
か
ら
、
「
都
合
課
丁
男

参
拾
柴
人
」
の
内
需
が
、
五
人
の
雑
任
役
と
、
コ
三
人
の
定
見
と
に

わ
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
役
の
集
計
記
事
と
相
閥
閥
係
に

お
か
れ
て
い
る
賦
税
の
集
計
記
事
を
み
る
と

口
作
拾
捌
課
見
輪
一
一

口
升1-

男

口口
口口口

下
下

也?

明?
口
雨
拾
伴
妻
妾
一
日

口口口

口
牛

五
ナ昨

~
ノ、

十

十廿

十

九

臆陸

L
l
 

五
I卑

新奮新奮上

占

/ .... 

中下新奮上中新下頭

四

頭

受

田

、課

頭

未

受

不

課

都

合

調

布

参

拾

参

匹

参

丈

捌

尺

田

判#?

匹

丈
良

九十四五

八

都

A 
口

肺

陸

ノ、

十
七
斤
良

十廿九十

入

者日

A 
口

担リ

租

{午

掛

拾

匹

蓋

資

匹

二

丈

上

回

匹

二

丈

中

匹

二

丈

下

丈

賎

尺

牛

拾

- 74ー

淀

斤

担。

雨

斤

蓋斤

九

斤
九

斤

下中上資

雨

賎

拾
参

捌

問

総 参

租町

E庁

H朴

九
石

升
五
升
良

九廿十

石石
九七

五升

升石五
升

下中上



四

升

五

升

購

--"-
/" 

升

牛

参

拾

捌

石

折

輪

草

柴

拾

陸

圏

六
石
七
升
五
品
川
折
輪
草
十
三
園
牢
上

廿
一
石
七
升
五
升
折
輪
車
品
川
三
園
卒
中

九

石

五

升

折

輪

草

十

九

園

下

都

租

説

部

南

A 
口

税

拾

韓

拾

石

イ午

E庁

車会

租

陸

F

四
石
五
升
不
課
戸
上
積

九
石
五
升
上
一

一
五
石
牽
資
口
計
丁
床
税

--"-
/" 

石

中

石

不

戸

主長

凱

包
1

e
e
a
A
1目
目

E庁

職折

輪

草

拾

{午 '税

圏

課

下

組

石

四

石

五

升

折

稔

草

九

圏

中(7)上

折

草

ム

/" 

圏

と
な
つ
っ
て
お
り
、
役
の
定
見
三
二
人
は
賦
税
の
課
見
輪
(
上
中

下
そ
れ
ぞ
れ
の
租
調
負
携
者
。)
の
男
口
三
二
人
と
相
封
態
し
、
役

の
雑
任
役
五
人
は
蓋
資
の
五
丁
床
(
税
租
五
石
、
布
五
匹
、
腕
一

O
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斤
は
五
丁
床
の
納

λ
す
べ
き
も
の
と
考
定
さ
れ
る
。
〉

と
相
封
躍
す

ム
。
す
な
わ
ち
、
本
文
書
の
税
役
の
集
計
記
事
を
封
照
し
た
結
果
で

は
、
蓋
資
男
口
五
人
は
雑
任
役
の
五
人
に
あ
た
る
。

さ
て
乙
こ
で
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
B
文
書
の

役
の
集
計
記
事
に
お
け
る
蔓
資
と
は
、
い
づ
れ
も
雑
任
役
の
負
婚
者

の
み
で
あ
る
か
ら
、
牽
資
が
も
し
雑
任
役
に
就
か
な
い
場
合
は
、
別

の
事
情
が
生
ず
る
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
蓋
資
は
雑
任
勧

に
就
任
し
た
場
合
に
か
ぎ
っ
て
、
牽
資
丁
床
税
の
納
入
が
認
め
ら
れ

納
税
上
の
特
別
取
扱
の
有
無

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら

は
、
蓋
資
の
資
格
の
有
無
よ
り
も
、
さ
ら
に
第
一
義
的
に
は
雑
任
役

E
U
 

巧

d

の
有
無
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

劉
文
成
は
、

蓋
資
で
あ

帥

り
、
し
た
が
っ

て
一雑
任
役
に
就
く
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
雑
任
役
に

つ
い
て
い
な
い
た
め
、
現
買
に
は
課
戸
と
さ
れ
て
い
る
と
解
揮
さ
れ

る
と
こ
ろ
が
そ
う
な
る
と
、
嘗
然
つ
ぎ
の
問
題
が
お
こ
っ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
劉
文
成
は
、
租
調
で
は
課
見
総
の
三
二
人
の
男
口
の
な
か

に
数
え
ら
れ
る
と
す
る
ほ
か
に
は
考
え
よ
う
が
な
い
(
だ
か
ら
乙
そ

課
戸
上
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
〉
か
ら
、
役
の
記
事
で
は
ど
う
し

て
も
、
三
二
人
の
役
の
定
見
の
な
か
に
算
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
劉
文
成
が
如
何
な
る
役
に
就
い
た
か
と
い
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う
ζ

と
で
あ
る
。

と
ζ

ろ
で

B
文
書
の
役
の
集
計
記
事
で
は
、
三
二
人
の
役
の
定
見

の
内
需
が
、
三

O
人
の
六
丁
兵
と
、
二
人
の
乗
と
に
分
類
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
ζ

こ
ま
で
問
題
を
つ
き
つ
め
て
く
る
と
、

わ
た
く
し
は

劉
文
成
が
役
の
定
見
中
で
は
「
二
人
乗
」
の
な
か
に
数
え
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
劉
文
成
が
た

だ
の
庶
民
で
は
な
く
、
重
冠
将
軍
で
あ
り
、
牽
資
だ
か
ら
で
あ
る
。

で
は
議
題
将
軍
と
は
何
か
。
調
書
一
一
三

・
官
民
志
に
よ
る
と

太
和
二
ハ
年
の
制
で
は
、
正
七
品
下
階
の
官
で
あ
り
、
同
二
三
年
の

制
で
は
、
従
七
品
上
階
と
な
っ

て
、
前
後
の
聞
に
一
階
の
差
が
あ
る

が
、
し
か
し
要
す
る
に
七
品
の
官
で
あ
る
。
麓
冠
将
軍
の
事
例
を
親

書
の
な
か
か
ら
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
、
延
昌
四
年
に
、
盛
窟
将
軍
龍
鮮

が
新
暦
を
た
て
ま
つ
っ
た
と
あ
り
、
正
光
年
聞
に
は
、
許
亮
が
醤
冠

同

将
軍
か
ら
巽
州
膜
騎
長
史
に
遵

っ
て
お
り
、
梁
析
は
孝
昌
初
年
、
行

蓋
参
軍
か
ら
盗
冠
将
軍
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
李
翼
は
温
冠
将
軍
か

ら
、
の
ち
に
尚
書
令
に
の
ぼ
り
、
刑
析
は
温
冠
将
軍
か
ら
起
家
し
て
、

の
ち
起
居
注
を
つ
か
さ
ど
り
、
現
の
宮
廷
聞
で
撃
者
と
し
て
重
ん
ぜ

ら
れ
て
い
る
。

と
れ
ら
の
事
例
を
み
る
と
、
貌
の
太
和
前
後
令
に
お
け
る
渥
冠
将

軍
の
地
位
は
、
説
末
ま
で
獲
ら
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
降
っ
て
西

説
に
な
る
と
、
恭
帝
三
年
(
五
五
六
)
施
行
の
六
官
に
お
い
て
、
輩

冠
将
軍
は
三
命
の
官
と
な
っ
て
い
る
。こ
れ
は
従
七
品
に
首
る
か
ら
、

北
説
の
時
代
と
同
位
で
あ
り
司
こ
の
官
制
は
後
周
に
も
纏
承
さ
れ
て

い
る
。

貌
・
周
を
通
じ
て
七
品
な
い
し
三
命
の
官
と
い
え
ば
、
下
蘇

令
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
貼
で
は
立
振
な

ま
た
本
文
書
に
近
接
し
た
歯
冠
将
軍
の
事
例
を
し
め

も
の
で
あ
る
。

す
と
、
令
狐
整
が
瓜
州
刺
史

・
東
陽
王
元
祭
に
降
せ
ら
れ
て
州
主
簿

と
な
り
、
滋
冠
将
軍
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
統
末
年
に
か

-76ー

れ
の
父
、
令
狐
札
が
死
ん
で
か
ら
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
文

書
の
成
立
年
代
で
あ
る
大
統
二
二
年
よ
り
も
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
諸
事
例
に
徴
し
て
み
て
も
、
盟
冠
将
軍
は
一
般
庶
民
と
は
格

段
の
差
異
の
あ
る
地
位
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
将
寧
挽
は
、
も
と
よ
り
質
官
で
は
な
い
か
ら

七
品
宮
と

ζ

れ
は
相
首
割
引
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
貌
の
出

帝
の
大
島
二
年
(
五
コ
二
ニ
)
五
月
乙
巴
の
詔
に
、

い
っ
て
も
、

大
夫
之
職
。
位
秩
貴
顔
。
員
外
之
官
。
亦
矯
レ
匪
レ
賎
。
而
下
及
ニ

膏
吏
吋
帯
領
非
レ
一

。
高
卑
海
雑
。
有
レ
損
ニ
葬
章
吋
自
レ
今
以
後
。
京

官
築
レ
矯
ニ
稽
事
小
職
一
者
。
直
加
一
一
散
暁
将
軍
吋
願
レ
罷
ニ
卑
官
一
者
。



聴
レ
矯
-
一
大
夫
及
員
外
之
職
吋
不
レ
宜
ニ
伯
レ
前
散
貫
参
詣
プ
其
中
旨
特

加
者
。
不
レ在
一一此
例
吋

と
あ
っ
て
、
卑
位
の
賓
職
が
、
高
位
の
散
官
を
帯
領
し
、
高
卑
溜

雑
し
て
い
た
事
買
を
指
摘
し
て
お
り
、
散
官
将
軍
暁
の
ご
と
き
は
、

帥

膏
吏
も
帯
領
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
劉
文
成
が
、
蓋
冠
将
軍

で
牽
資
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
七
品
の
貫
官
と
同
等
に
み
な

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

お
そ
ら
く
劉
文
成
は
麓
冠
将
軍
と
い
う
七
品

の
官
を
、
散
官
将
軍
蹴
と
し
て
帯
領
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
掲
し
た

貌
の
出
帝
大
国
二
年
(
玉
三
二
ニ
)
の
記
事
に
は
「
散
暁
将
軍
」
と
あ

る
が
、
降
っ
て
惰
書
二
八

・
百
富士ゆ
下
に
は
、
散
暁
将
軍
宮
と
し
て

四
三
の
将
軍
暁
が
あ
げ
て
あ
り
、

こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
六
品
以
下
、

九
品
の
閣
の
も
の
ば
か
り
で
、
汎
授
に
そ
な
え
る
た
め
に
設
け
た
と

の
ベ
て
あ
り
、
董
冠
将
軍
は
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
従
入
品
下
階
に
な

っ
て
い
る
か
ら
、
本
文
書
の
成
立
年
代
で
あ
る
大
統
二
二
年
(
五
四

七
〉
は
、
こ
の
よ
う
な
散
競
将
軍
官
の
汎
授
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
に

あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も

七
品
の
散
親
終

軍
官
を
も
っ
劉
文
成
に
、

一
般
の
兵
役
力
役
の
負
据
が
あ
っ
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
か
ら

B
文
書
の
集
計
記
事
に
お
い
て
は
「
参
拾
雨

円
人
定
見
」

の
な
か
の

「
乗
二
人
」

に
は
い
つ
で
い
る
も
の
と
み
て
よ

い
。
そ
こ
で
上
述
し
た
と
こ
ろ
を
整
理
す
る
と

ω蓋
資
は

一
般
の
各
役
に
は
徴
聾
さ
れ
な
い
が
、
雑
任
と
い
う
任

制

務
に
は
付
く
べ
き
も
の
で
あ
る
ζ

と
が

B
文
書
か
ら
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
雑
任
に
は
定
員
が
あ
る
か
、
ま
た
な
に
か
ほ
か
の
事
情
か
で
、

就
任
し
な
い
こ
と
も
あ

っ
た
こ
と
は
、
劉
文
成
の
事
例
が
こ
れ
を
し

め
し
て
い
る
。

判
そ
し
て
蓋
費
が
雑
任
に
つ
く
時
は
税
租
を
納
め
る
が
、
雑
任
を
ー

は
な
れ
た
時
は
、

一
般
課
戸
な
み
の
租
を
納
入
す
る
。

の
二
箇
僚
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
同
の
場
合
で
あ
る
が
、
雑
任
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に
つ
い
て
い
て
税
租
を
納
入
す
る
場
合
は
、

B
文
書
に
は
っ
き
り
と

記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
雑
任
に
つ
か
な
い
時
に
課
戸
の

租
を
納
入
す
る
こ
と
は
、
前
掲
し
た
A
文
書
の
劉
文
成
戸
の
記
事
だ

け
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
を
も
う
す
こ
し

立
入
っ
て
分
析
し
て
み
る
と
、
蓋
資
が
雑
任
に
就
か
な
い
時
は
、

般
課
戸
芯
み
の
租
を
納
入
す
る
か
ら
租
調
負
櫓
に
お
い
て
は
庶
民
と

同
等
で
あ
る
が

し
か
し
庶
民
と
比
較
す
る
と
、
役
が
克
除
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
庶
民
よ
り
は
一
段
と
優
遇
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
弘
こ
れ
を
劉
文
成
の
場
合
に
局
限
し
て
考
え
る
と
、
か

れ
が
蓋
資
と
し
て
雑
任
役
に
就
け
ば
、
丁
床
で一

石
の
税
租
を
納
入
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す
る
が
、
雑
任
に
就
か
な
い

時
は
四
石
の
租
を
納
入
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
税
租
と
租
の
差
額
で
あ
る
三
石
は
、
雑
任
役
不
就

任
の
代
償
と
し
て
支
掛

っ
て
い
る
も
の
と
解
揮
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

劉
文
成
の
場
合
、
本
来
不
課
口
の
も
の
が
、
課
戸
と
な

っ
た
理
由
と

し
て
記
入
さ
れ
た

「
権
税
令
課
」
と
は
、
税
租
そ
納
め
る
べ
き
も
の

が
、
と
れ
を
納
め
な
い
事
態
を
生
じ
た
た
め
に
、
税
租
に
代
え
て
課

を
納
入
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
を
し
め
す
文
言
な
の
で

あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
劉
文
成
が
不
課
口
で
あ
る
と

い
う
乙
と
は
、
不
役
口
で
あ
る
と
い
う
と
と
と
、
祝
日
で
あ
る
と
い

う
ζ

と
と
の
二
つ
の
意
味
を
も
っ
。
す
な
わ
ち
身
分
的
に
篠
役
を
克

除
さ
れ
て
い
う
と
い
う
貼
と
、
本
来
雑
任
役
と
い
う
特
定
の
役
に
つ

い
て
税
租
と
い
う
特
別
の
租
を
納
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
貼

と
の
こ
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
劉
文
成
は
そ
の
雨
者
の
意
味
を
あ
わ
せ

も
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
と
も
、
と
の
劉
文

成
が
他
面
、

課
戸
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
役
負
措
の
有
無
に
閥
係

な
く
、
首
戸
が
布
・肺
・租
の
納
入
額
に
お
い

て
、
課
戸
な
み
の
負
摺

を
し
て

い
る
貼
に
お
い
て
現
質
に
課
戸
な
の
で
あ
る
か
ら
、
課
に
は

租
調
、だ
け
の
意
味
を
も
っ
ζ

と
が
あ
る
と
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

唐
代
の
戸
籍
で
は
、
税
役
の
全
額
を
負
措
す
る
課
戸
を
課
戸
見
輪

と
い
い

一
部
克
除
の
場
合
を
課
戸
見
不
輪
と
記
載
し
て
い
る
が

本
文
書
で
は
、
課
戸
見
輸
の
用
語
は
あ
っ
て
も
、
課
戸
見
不
総
の
場

合
に
、
ど
う
記
載
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
と
に
劉
文
成
の
場
合

は
、
も
し
唐
代
戸
籍
の
概
念
を
あ
て
は
め
れ
ば
、
不
課
戸

・
課
見
輪

と
で
も
記
入
す
べ
き
ケ
l
ス
な
の
で
あ
り
、
唐
代
戸
籍
に
こ
の
よ
う

な
事
例
は
全
然
見
嘗
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
黙
は
ど
う
し
て
も

一つ

の

同

問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
灘
の
計
帳
戸
籍
に

は
、
唐
代
戸
籍
の
概
念
で
は
解
決
で
き
な
い
部
分
が
あ
り
、
し
た
が
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っ
て
本
文
書
の
用
語
や
原
理
を
解
く
た
め
に
は
一
躍
、
唐
代
の
知
識

を
さ
け
、
西
灘
以
前
の
資
料
で
行
け
る
と
乙
ろ
ま
で
行
き
、
そ
の
結

果
に
も
と
いつい

て、

あ
ら
た
め
て
本
文
書
に
お
け
る
課
口
・

課
戸
等

の
意
味
を
考
え
な
お
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
順
序
と
し

て
、
本
文
書
に
直
接
影
響
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
親
書
の
な
か
か
ら
、

課
お
よ
び
税
役
の
一

般
用
語
を
ひ
ろ
っ

て
検
討
し

そ
れ
か
ら
さ
ら

に
そ
の
源
流
を
た
づ
ね
、
こ
れ
ら
の
用
語
が
、
そ
の
終
結
貼
た
る
本

文
書
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
結
果
し
て
い
る
か
を
考
え
て
み
る
こ

と
と
し
よ
う
。



西
貌
以
前
に
お
け
る
賦
役
用
語
と
し
て
の
課

課
と
い
う
文
字
は
、
賦
役
用
語
以
外
に
勘
課
農
桑
・
課
責

・
考
課

等
の
用
例
が
あ
り
、
勧
奨

・
強
制

・
割
首
お
よ
び
そ
の
成
果
の
意
に

使
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
課
の
全
般
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
の
ち
に

ふ
れ
る
こ
と
と
し
て

ま
づ
賦
役
用
語
と
し
て
の
課
の
み
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。
そ
乙
で
順
序
と
し
て
、
西
灘
に
直

接
関
係
の
あ
る
北
親
の
用
例
か
ら
検
討
し
、
つ
い
で
そ
の
他
の
用
例

に
論
及
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

説
書
を
通
覧
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
賦
役
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
た

課
に
は
、
大
韓
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
貌
書
四

・
世
租
紀
上
、
太
延
元
年
十
二
月
甲
申
の
詔
に
、

若
有
ニ
護
調
吋
鯨
宰
集
一
一
郷
邑
吋
三
老
計
レ
質
定
レ
課
。
哀
レ
多
盆
レ

寡
。
九
品
混
遇
。
不
レ得
一
一
縦
レ
富
督
レ
貧
。
避
レ
彊
侵
下
弱
。

と
あ
り

こ
れ
は
三
長
制
施
行
以
前
に
お
い
て
、
量
調
の
際
、
郷

三
老
が
管
内
民
戸
の
財
産
を
許
慣
し
て
課
税
額
を
定
め
た
こ
と
を
の

べ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
課
と
は
物
納
課
税
の
こ
と
、

と
く
に

ζ

こ
で
は
調
を
意
味
し
て
い
る
。

ま
た
説
書
五
三

・
李
沖
停
に
、
三

79 

長
制
施
行
の
可
否
に
閲
す
る
問
答
が
載
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
、

太
后
目
。
立
一
二
ニ
長
吋

則
課
有
ニ
常
準
勺
賦
有
ニ
恒
分
寸
萄
蔭
之
戸

可
レ
出
。
傍
倖
之
人
可
レ
止
。

と
の
場
合
の
課
は
、
そ
の
つ
ぎ
の
賦
と
句
封

に
な
っ
て
お
り
、
課
と
賦
と
が
同
義
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み

ζ

の
場
合
の
課
ま
た
は
賦
は
、
均
田
制
の
課
税

と
の
ベ
て
あ
る
が
、

て
よ
い
。
そ
し
て
、

一
般
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
調
と

租
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
親
書
一

一
四
・

揮
老

志
に
の
せ
ら
れ
た
太
和
一

O
年
冬
の
有
司
の
奏
言
に
は
、

前
被
レ
勅
以
劫
レ
籍
之
初
。
愚
民
健
倖
。
偲
稿
一
一
入
道
寸
以
避
ニ
職

課
吋
其
無
籍
僧
尼
。
罷
遺
レ
還
レ
俗
。

-79-

と
あ
り
、
右
の
輪
課
は
や
は
り
税
物
一
般
の
乙
と
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
何
故
な
れ
ば
、
輸
課
の
輪
と
い
う
語
は
、
物
貨
や
税
物
の
運

搬

・
納
入
そ
の
他
、
物
の
授
受
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
こ
と
は
、
諸

例
に
徴
し
て
も
あ
き
ら
か
な
事
買
だ
か
ら
で
あ
る
哨
つ
ぎ
に
親
書
七

0
・
劉
藻
俸
に

か
れ
が
秦
州
刺
史
と
し
て
秦
人
を
統
治
し
た
事
蹟

を
の
ベ
、

秦
人
侍
レ
験
。
率
多
優
暴
。
或
担
-
一課
総
吋
或
害
一
一
長
吏
吋

帥

と
あ
り
、
こ
れ
は
太
和
一
一
年
以
後
の
事
買
で
あ
る
か
ら
、
右
の

課
職
は
調
と
租
を
ふ
く
む
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
説
書
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食
貨
志
に
よ
れ
ば
、
太
和
一
二
年
、
孝
文
帝
が
安
民
の
術
を
筆
臣
に

問
う
た
詔
に
封
し
て
答
え
た
有
司
の
上
言
に
、

叉
別
ニ
立
農
官
叶
取
ニ
州
郡
戸
十
分
之
一
吋
以
矯
ニ
屯
民
寸
(
中
略
)

一
夫
之
因
。
歳
責
一
一
六
十
例
勾
甑
エ
其
正
課
弁
征
成
雑
役
寸

と
あ
り
、
右
に
よ
れ
ば
、
正
課
を
征
成

・
雑
役
と
と
も
に
列
翠
し

て
お
り

こ
の
場
合
の
正
課
が
租
お
よ
び
調
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で

あ
る
。
さ
ら
に
説
書
一
一
四

・
樫
老
志
に
、
軍
戸
の
趨
初
子
等
二

O

同

O
戸
を
信
抵
戸
と
し
、
立
課
積
粟
せ
し
め
て
い
た
の
を
郷
里
に
舗
還

せ
し
め

課
輸
俄
乏
之
年
。
周
エ
給
貧
寡
吋
若
有
一
一
不
虞
吋
以
擬
エ迭
揮吋

と
あ
る
課
輸
は

さ
き
の
積
粟
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
主

と
し
て
租
を
意
味
す
る
と
も
み
ら
れ
る
が

し
か
し
こ
こ
で
は
物
納

課
税
一
般
す
な
わ
ち
租
調
を
指
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

同

A
ノ。

以
上
に
よ
っ
て
、
親
書
に
み
え
る
賦
役
用
語
と
し
て
の
課
は
、
調

ま
た
は
租
、
こ
と
に
均
田
制
施
行
以
後
に
お
い
て
は
租
調
を
意
味
す

か
く
し
て
さ
き
に
、
本
文
書
の
劉

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

文
成
が
不
課
口
で
あ
り
な
が
ら
、
布
肺
の
調
と
租
の
全
額
を
負
携
し

て
い
る
鮎
で
課
戸
と
な
っ
て
い
る
事
買
は
、
上
来
の
ベ
た
よ
う
な
課

の
概
念
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。

つ
ぎ
に
西
現
大
統
元
年

(
梁
武
帝
大
同
元
年
)
以
前
の
南
朝
に
お

い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
南
朝
の
こ
と
は
嘗
面
の
課
題
で
は
な
い

が
、
そ
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
大
醸
の
こ
と
を
遇
離
す
る
と
、

宋
室
田
九
・
後
躍
帝
紀
、
元
徽
二
年
五
月
丁
酉
の
詔
に
、

其
有
下
一
諜
非
レ
常
。
調
役
矯
-
一民
謹
一
者
却
悉
皆
鋪
停
。

と
あ
り
‘
こ
の
場
合
の
課
は
役
と
封
照
さ
れ
て
い
て

あ
き
ら
か

に
税
物
の
意
味
で
あ
る
。

三
月
戊
申
の
詔
に
、

つ
ぎ
に
南
部
門
書
六

・
明
帝
紀
、
建
武
二
年

- 80ー

南
徐
州
僑
奮
民
了
。
多
充
一一戎
旗
吋
錨
ニ
今
年
三
課
叶

と
あ
り
、
こ
れ
は
周
年
十
二
月
丁
酉
の
詔
に
、

呉
音
陵
二
郡
。
失
稔
之
郷
。
錨
三
ニ
調
一
有
レ差。

そ
の
他
に
も
三
調
の
こ
と
が
多
く
見
受
け
ら
れ

刷

る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
三
調
の
こ
と
を
三
課
と
い
っ
た
も
の
と
み
ら

と
い
う
も
の
や
、

れ
る
。

ま
た
梁
書
二

・
武
帝
紀
中
、
天
監
十
七
年
正
月
の
詔
に
、
民
の
他

境
に
流
従
す
る
者
は
本
に
還
す
べ
き
こ
と
を
の
ベ
、

そ
の
場
合
は

「
錨
課
三
年
」
と
し
、
ま
た
本
に
還
る
こ
と
を
願
わ
な
い
者
は
土
籍

に
著
け
て
民
と
し
、
そ
の
場
合
は
「
准
レ
奮
課
輪
」
と
あ
る
。

γ
」
』
r
」



に
掲
げ
ら
れ
た
課

・
課
織
も
、
税
物
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
以
上
に
よ
っ
て
南
朝
に
お
い
て
も
ま
た
、
税
物
の
こ
と
を
課
と

稽
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
北
規
お
よ
び
南
朝
の
宋
・
旗
開
・
梁
の
制
度
の
源
流
が

貌
育
ま
た
は
そ
れ
以
前
に
は
じ
ま
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

と
く
に
そ
の
税
役
制
度
は
貌
膏
の
も
の
を
う
け
つ
い
で
い
る
。

し
た

が
っ
て
貌
畜
時
代
の
課
お
よ
び
賦
役
用
語
の
意
味
を
あ
き
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
北
貌
を
経
て
西
説
の
計
帳
戸
籍
に
い
た

る
ま
で
の
系
譜
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

わ
た
く
し
は
右
に
お
い
て
主
と
し
て
親
書
の
な
か
か
ら
、
賦
役
用

語
と
し
て
使
用
さ
れ
た
課
の
意
味
に
つ
い
て
の
ベ
、
あ
わ
せ
て
南
朝

の
そ
れ
を
も
概
述
し
て
お
い
た
が
、
膏
書
に
な
る
と
こ
の
よ
う
な
意

味
に
お
け
る
課
の
用
例
は
き
わ
め
て
す
く
な
く
、
管
見
で
は
あ
る
が
、

青
書
三
・
武
帝
紀
、
太
康
五
年
(
二
八
四
)
七
月
戊
申
の
僚
に
、

任
城
梁
圏
中
山
。
雨
レ
看
傷
-
一
秋
稼
叶
減
ニ
天
下
戸
課
三
分
之
一
吋

と
あ
り
、
青
書
七

0
・
劉
超
俸
に
、
か
れ
が
匂
容
の
令
に
補
せ
ら

れ
た
時
の
蘇
政
の
質
情
を
の
ベ
て
、
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推
エ
誠
於
物
吋
矯
ニ
百
姓
所
v
懐
。
常
年
賦
積
。
主
者
常
自
四
出
。

結
エ
評
百
姓
家
賃
吋
至
レ
超
(
申
略
〉
百
姓
依
レ
賓
投
レ
上
。
謀
総
所
レ

入
。
有
レ
除
ニ
常
年
吋

と
あ
る
二
例
を
み
と
め
得
る
に
す
ぎ
な
川
。
そ
し
て
右
の
事
例
の

は
じ
め
の
も
の
は
膏
武
帝
の
太
康
五
年
(
二
八
四
)
の
も
の

う
ち
、

で
あ
り

フ
き
に
劉
超
俸
の
記
事
は
、
東
膏
元
帝
の
時
の
も
の
で

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

膏
武
帝
の
太
康
元
年
(
二
八

O
〉、

戸
調
式

施
行
以
後
の
事
質
で
あ
る
鈷
が
注
目
さ
れ
る
。

さ
か
の
ぼ
っ
て
三
園
時
代
に
な
る
と
、
賦
役
用
語
と
し
て
課
の
文

字
を
使
用
す
る
ζ

と
は
な
く
、
さ
ら
に
漢
代
に
お
い
て
も
ま
た
、
皆

無
で
あ
る
。

こ
と
で
ζ

と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

と
い
っ
て
も

-81一

い
乙
と
は
、

い
ま
わ
た
く
し
が
と
り
あ
げ
て
い
る
賦
役
用
語
と
し
て

の
「
課
」
と
い
う
の
は
、
課
の
-
字
だ
け
で
そ
の
な
か
に
税
ま
た
は

役
の
意
味
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
場
合
を
い
う
の
で
あ

っ
て、

た
と
え

ば
後
漢
書
六
二

・
奨
宏
俸
に

課
-
一
役
童
隷
吋

と
あ
る
場
合
の
謀
役
な
ど
は
、
童
隷
(
奴
稗
)
を
使
役
す
る
意
味

で
あ
り
、
役
と
い
う
語
の
意
味
を
修
飾
す
る
た
め
に
、
強
制

・
割
首

を
意
味
す
る
諜
の
文
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
課
そ
の

も
の
の
な
か
に
、
役
ま
た
は
税
の
意
味
を
ふ
く
ん
で
い
な
い
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
も
の
は
賦
役
用
語
と
し
て
の
課
の
用
例
か
ら
除
外
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。

右
に
の
べ
た
と
こ
ろ
に
よ

っ
て
、
課
の
文
字
そ
れ
白
樺
の
な
か
に
、

物
納
課
税
の
意
味
を
ふ
く
む
よ
う
に
な
る
の
は
、
音
武
帝
の
戸
調
式

そ
れ
以
前
に
は
そ
の
よ
う
な
用
例
が
な
か
っ
た
と
す

以
後
で
あ
り
、

れ
ば
、
課
が
賦
役
用
語
と
な

っ
た
根
源
は
戸
調
式
に
あ
る
と
み
る
こ

と
が
出
来
よ
う
。

で
は
戸
調
式
と
課
と
の
闘
係
は
ど
う
な

っ
て
い
る
か
と
い
う
と

こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
課
田
・
不
課
田
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
諜
田
の
課
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
占
田
・

課
田
制
の
諸
研
究
に
お
い
て
た
び
た
び
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ

り
、
い
ろ
い
ろ
の
解
樫
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
い
ま
、

課
の
原
義
を
理
解
す
る
た
め
に
、
従
来
の
諸
事
読
と
は
別
に
、
戸
調

式
以
前
に
使
用
さ
れ
て
い
る
課
と
い
う
語
の
諸
用
例
を
蒐
集
し
て
、

そ
の
一
般
的
な
意
味
内
容
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
、
雨
漢
・
親
畜

を
通
じ
て
の
諜
の
語
義
は

つ
ぎ
の
諸
義
に
つ
き
る
こ
と
を
知
っ

た
。
す
な
わ
ち
、

一
、
用
言
と
し
て
使
用
さ
れ
た
場
合
は
、
割
笛

・
強
制

・
督
働

・

評
債
の
意
を
も

っ
、

二
、
瞳
言
と
し
て
使
用
さ
れ
た
場
合
は
、
右
の
動
作
の
施
さ
れ
た

結
果
、
成
績
お
よ
び
そ
の
成
績
に
期
待
さ
れ
る
規
準

ま
た
は
割
嘗

の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

右
は
雨
漢
書
お
よ
び
三
園
志

・
著
書
を
通
じ
て
み
た
結
果
を
の
べ

た
も
の
で
、
そ
の
事
例
を

一
々
翠
示
す
べ
き
で
あ
る
が
、
い
ま
は
煩

闘

を
さ
け
て
省
略
し
、
い
づ
れ
他
の
機
曾
に
詳
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
戸
調
式
の
課
田
規
定
に
つ
い

て
み
る
と
、
占
田
は
九
品
以

上
の
宮
人
と
庶
民
と
の
雨
者
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
課
田
は
庶
民
の

み
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で

し
か
も
丁
中
制
に
謄
じ
て
課
田
の
面
積

に
差
異
が
あ
る
。
こ
れ
は
労
働
力
に
臆
じ
て
、
庶
民
の
生
産
活
動
に

。，u。。

一
定
の
責
任
を
賦
課
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
以
後

均
田
制
時
代
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
課
耕
政
策
に

つ
ら
な
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
嘗
面
の
課
題
で
あ
る
西
貌
時
代
に

つ
い
て
み
る
と

北
周
書
二
三

・
蘇
縛
停
所
載
、
六
保
詔
書
の
第
一
二
、
議
地
利
の
僚
に
、

夫
衣
食
所
ニ
以
足
一
者
。
在
ニ
於
地
利
吋
憲
一
一
地
利
叶
所
ニ
以
憲
一者
。

由
ニ
於
勘
課
有
v
方
。主一一
此
教
一
者
。
在
-
一
乎
牧
守
令
長
一
而
巳
。
r、¥

中

略
)
若
有
下
遊
手
怠
惰
。
早
蹄
晩
出
。
好
レ
逸
悪
レ
発
。
不
レ
勤
一
一
事
業

者
向
則
正
長
牒
レ
名
。
郡
鯨
守
令
。
随
レ
時
加
レ
罰
。
罪
レ
一
勘
レ
百
。

此
則
明
宰
之
数
也
。

と
あ
る
も
の
は
、
課
耕
田
農
の
具
韓
的
内
容
を
し
め
す
も
の
で
あ



る
e

膏
の
戸
調
式
に
あ
る
、

同

其
外
丁
男
課
田
五
十
畝
。

丁
女
二
十
畝
。
次
丁
男
牟
レ
之
。
女
則

不
レ
謀
。

と
い
う
簡
単
な
傑
文
も
、

ζ

れ
を
戸
調
式
前
後
の
課
の
一
般
的
用

例
や
、
均
田
制
時
代
の
勘
課
田
農
の
諸
例
か
ら
か
け
は
な
れ
た
も
の

酬

と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
ζ

で
前
述
し
た
よ
う
に
、

戸
調
式

以
後
に
お
い
て

「
戸
課
」

「
課
轍
」
な
ど
、
課
の
語
が
物
納
課
税
の

意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

と
れ
も
課
の
一
般
的

用
例
と
お
な
じ
く
、
割
首
・
張
制
等
の
成
果
と
し
て
の
意
味
に
ほ
か

な
ら
ず
、
し
た
が

っ
て
課
耕
の
結
果
、
課
田
の
成
果
と
し
て
納
入
す

べ
き
一
定
額
の
税
負
搭
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
調
ま
た
は
租
を
課

と
呼
稿
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
解
揮
さ
れ
る
。
と
の
場
合
、
本

来
は
租
調
・
租
賦
等
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
が
、
ζ

れ
を
枚
取
す
げる
方

式
、
す
な
わ
ち
皇
帝
封
庶
民
の
基
本
的
封
立
の
基
軸
か
ら
、
課
と
稽

呼
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
?こ
iJ; 
っ
て
多
く
qコ
場
A 
ロ
課
0) 

ζ 内
の容

は
租
・
調
・
賦
・
租
賦
等
と
呼
ば
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、

よ
う
な
政
治
的
意
味
を
付
加
さ
れ
た
あ
た
ら
し
い
賦
役
用
語
と
し
て

の
課
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
資
料
の
貰
際
に
徴
し
た
と
ζ

ろ
、
南
北
朝
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お
よ
び
そ
れ
以
前
に
お

い
て
は
少
な
く
、
ζ

と
に
畜
代
に
お
い
て
は

き
わ
め
て
少
な
い
。

そ
こ
で
賦
役
用
語
と
し
て
の
課
・
税
と
本
文
書

の
課
見
輪
・
課
口
・
課
戸
・
不
課
戸
等
と
の
闘
係
を
調
べ
る
た
め
に

は、
ー

課
の
具
韓
的
内
容
で
あ
り
、

か
ら
ひ
ろ
く
使
用
さ
れ
て
い
る
、
課
以
外
の
一
般
賦
役
用
語
に
つ
い

ま
た
課
の
用
語
が
成
立
す
る
以
前

て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

註

)
 

1
 

(
 

山
本
達
郎
・
敦
建
設
見
計
帳
様
文
書
残
簡
(
上
)
。
東
洋
事
報
三
七
の

二
、
一
八
頁
以
下
。

同
右
、
二
九

l
三
O
頁
に
、

A
-
B
雨
種
の
文
書
は
と
も
に
、
戸
口
の

構
成

・税
役
の
割
骨
同
・
田
土
の
給
輿
に
閲
す
る
記
事
を
の
せ
て
お
り
、

ζ

れ
ら
に
閥
す
る
各
種
規
定
の
内
容
や
文
字
の
用
法
は
、
爾
者
に
お
い

て
頗
る
よ
く
一
致
し
、
文
書
の
記
事
を
詳
細
に
検
討
し
て
も
、
こ
の
よ

う
な
一
致
は
細
部
に
一
日
一
っ
て
現
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
り
、

A
-
B
爾
種

の
文
書
は
同
じ

一つ

の
法
律
的
規
定
に
卸
し
て
番
か
れ
た
も
の
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
。
お
よ
び
A
・
B
の
記
載
内
容
を
通
観
し
た
と

こ
ろ
、
乙
れ
等
が
同
じ
一
戸
口
の
集
闘
を
封
象
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
を

不
可
能
に
す
る
よ
う
な
記
載
は
見
笛
ら
な
い
ζ

と
が
の
べ
て
あ
る
。

右
文
書
は
、
山
本
前
掲
、
補
正
に
嬢
る
。

調
の
布

・
廊
負
摺
額
は
、
肇
資
も

一般
課
口
も
す
べ
て
同
額
。

註
八
の
第
口
表
参
照
。

的
註
三
に
お
な
じ
。

こ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
本
博
士
が
A
-
B
雨
文
書
封
照
の
う
え

に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
。
山
本
・
前
掲
(
上
)
三
、
記
載
内
容
、

B
、

- 83ー
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務
役
の
項
。

な
お
参
考
の
た
め
、
肇
資
口
、
お
よ
び
課
口
一
丁
笛
の
租
調
負
鎗
額

を
表
示
し
て
お
乙
う
。

(ー)

直
軍
資
口
一
丁
箆
負
挽
額
表

布
租

一一一一一一一1--1-一一
E担

丈

調

腕

斤

に)

諜
戸

一
丁
賞
、
戸
等
別
負
繍
額
表

調 租

折租 全
麻布

租殺 額

石
斤丈 斗

列-

0 一 一

七二 O 上。 男
五五

0 一一 女

一 一 七 O 七 中 一。
五 五 丁

o 0 一
'首

五五 O 下

000  

(9) 

本
文
書
に
み
え
る
雑
任
役
は
、
山
本
博
士
の
解
識
に
よ
れ
ば
防
閤
・
皮

候

・
鶏
同
で
あ
る
。
な
お
本
文
沓
の
雑
任
役
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
曾

(10) 

我
部
静
雄
「
雨
貌
の
一戸
籍
と
唐
の
差
科
簿
と
の
閥
係
と
謀
の
意
味
の
焚

遜
」
(
東
洋
史
研
究

一
七
の
四
)
六
四
頁
、
参
照
。

肇
資
が
雑
任
役
に
就
く
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
正
史
等
に
よ
っ
て
知

る
こ
と
は
で
き
な
い

。
ま
づ
肇
資
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
乙
と
が
問
題

は
な
る
が
、
こ
れ
は
唐
代
戸
籍
の
「
験
資
」
に
常
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

曾
我
部
静
雄
博
士
(
東
方
摩
第
一
一
輯
・
六
九
頁
の
註
三
)
に
よ
れ
ば

「
肇
資
な
る
制
度
は
乙
の
文
書
で
初
め
て
現
わ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。
唐
の
戸
籍
で
は
職
資
な
る
語
が
同
じ
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

品
官
者
で
あ
り
、
職
掌
人
(
雑
色
人
)
で
あ
る
た
め
に
、
課
役
が
免
除

さ
れ
て
い
る
者
を
唐
で
は
職
資
と
稽
し
て
い
る
が
、

ζ

の
職
資
の
意
味

は
、
唐
で
は
雑
役
の
代
償
を
資
と
か
資
課
と
か
課
と
稽
す
る
を
以
て
、

官
職
を
以
て
資
に
滋
て
て
い
る
、
官
職
を
以
て
力
役
の
代
用
と
し
て
い

る
。
力
役
を
ば
官
職
を
以
て
果
し
て
い
る
か
ら
最
早
や
そ
れ
以
上
負
指

せ
し
な
る
要
は
な
く
、
即
ち
力
役
免
除
者
を
指
す
ζ

と
と
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
(
中
略
)
乙
れ
は
伶
ほ
考
究
す
べ
き
と
と
で
あ
る
」

と
あ
り
、
品
官
者
が
官
職
に
よ
っ
て
力
役
を
免
ぜ
ら
れ
る
ζ

と
、
ま
た

は
職
掌
人
が
雑
役
に
よ
っ
て
力
役
を
免
ぜ
ら
れ
る
ζ

と
を
、
肇
資
ま
た

は
職
資
と
い
う
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
本
文
書
で
は
肇
資
の
詳
細
は
不

明
で
あ
る
が
、
唐
代
の
職
資
で
あ
る
勅
官
の
場
合
を
み
る
と
、
勅
官
は

一一

1
七
品
の
官
を
帯
領
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
種
々
の
雑
任
役
に
就
任

し
て
い
る
こ
と
は
、
ベ
リ
オ
将
来
漢
文
文
書
第
三
五
五
九
披
等
の
教
燈

差
科
簿
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

(
拙
稿
「
唐
代
敦
燈
差
科
簿
の

研
究
」
西
域
文
化
研
究
第
三
、
四
四
四
頁
所
載
、
第
二
六
表
参
照
)
唐

代
勅
官
の
雑
任
役
就
任
は
、
あ
る
い
は
則
天
武
后
の
勅
宮
濫
授
以
後
の

- 84一
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自0)U9) (18) (1司 U6) (1ii) u4) (13)自由自由

現
象
か
も
し
れ
な
い
が
、
敦
煙
文
書
の
し
め
す
と
と
ろ
で
は
あ
き
ら
か

な
事
寅
で
あ
る
、
ひ
る
が
え
っ
て
本
文
書
の
場
合
、
た
だ
ち
に
唐
代
動

官
の
事
例
を
本
文
書
の
牽
資
に
あ
て
は
め
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
が
、

し
か
し
本
文
書
の

A
-
B
爾
種
文
書
の
記
事
を
一
樫
の
も
の
と
考
え
る

以
上
、
壷
資
と
雑
任
役
の
関
係
は
不
可
分
の
も
の
と
認
め
ぎ
る
を
得
な

い
。
し
た
が
っ
て
本
文
書
の
し
め
す
事
貨
を
承
認
す
る
と
せ
ば
、
唐
代

に
お
け
る
百
姓
勅
宮
の
前
身
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
す
で
に
西
貌
の

査
資
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
今

後
に
お
い
で
考
究
す
べ
き
課
題
で
あ
っ
て
、
い
ま
は
本
文
書
の
し
め
す
・

事
貨
と
唐
代
動
宮
と
が
た
ま
た
ま
類
似
の
性
格
を
も
っ
と
と
を
指
摘
す

る
に
と
ど
め
る
。

禁
書
一

O
七
上
・
律
師
盾
志
。

親
書
四
六
・
許
亮
停
。

周
書
二
九
・
梁
折
停
。

貌
書
四
九
・
李
翼
待
。

貌
香
八
五
・
文
苑
侍
。

周
書
二
四
・
虚
融
問
待
。

周
書
三
六
・
令
狐
整
得
。

親
書
一
一
・
出
帝
卒
爾
王
紀
。

宮
崎
市
定

・
九
品
宮
人
法
の
研
究
・
第
二
篇
・
第
五
章
参
照
。

B
文
書
の
集
計
記
事
に
よ
っ
て
牽
資
と
雑
任
と
の
相
互
関
係
が
考
え
ら

れ
、
本
文
書
に
お
け
る
蓋
資
は
、
雑
任
役
と
不
可
分
の
閥
係
に
あ
る
も

の
と
考
え
た
が
、
で
は
一
般
的
な
役
で
あ
る
六
丁
兵
と
雑
任
役
と
が
ど

う
ち
が
う
の
か
に
つ
い
て
は
、
一
腹
説
明
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

。。
唐
代
に
お
け
る
兵
役
は
府
兵
で
、
こ
れ
は
一
戸
籍
で
は
衛
士
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
一
般
的
な
役
で
あ
る
歳
役
・
雑
衝
と
は
直
別
き
る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
雑
任
役
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
西
裂
の
兵
役

H
六
丁
兵
は
、
雑
任
役
で
は
な
い
。
な
お
本
文
書
の
六
丁
兵
が
雑
任
役

以
外
の
志
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
き
き
に
曾
我
部
静
雄
博
士

が
、
東
洋
史
研
究
一
七
の
四
、
六
五
頁
に
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
。

細
血
窟
将
軍
と
六
丁
兵
(
庶
民
の
了
男
)
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
近
く

別
稿
を
護
表
す
る
激
定
で
あ
る
。

乙
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
西
貌
時
代
敦
建
計
帳
一
戸
籍
に
閲
す
る
こ
、

三
の
問
題
」
(
史
林
四
四
の
ニ
)
に
愚
見
の
一
端
を
の
べ
て
お
い
た
。

織
と
い
う
語
は
「
課
見
輪
」
の
輪
で
あ
る
。
輸
の
用
例
は
多
く
み
ら
れ

る
が
、
税
物
に
関
係
し
た
も
の
に
は
、
輸
租
賦
(
認
書
一

O
て
猿
侍
)

品
輸
租
布
(
同
上
)
謀
総
俄
乏
之
年
(
説
書
一
一
四
・
寝
老
志
)
租
輪
三

等
九
品
之
制
(
貌
書
一
一

0
・
食
貨
志
)
等
ナ
が
あ
る
。

劉
謂
陣
は
秦
州
刺
史
と
な
る
以
前
は
岐
州
刺
史
で
あ
っ
た
@
踊
損
害
占

O
六

下
・
地
形
志
、
北
地
郡
の
僚
に
よ
れ
ば
、
岐
州
の
お
か
れ
た
の
は
太
和

一
一
年
で
あ
る
ゆ

立
課
の
課
は
規
準
・
ノ
ル
マ
の
意
で
あ
る
。
課
に
ノ
ル
マ
の
意
の
あ
る

ζ

と
は
、
漢
書
五
三
・
景
十
三
玉
停
の
「
不
レ
申
レ
程
」
と
あ
る
本
文
の

顔
師
古
注
に
「
麗
者
作
-
一
之
謀
一
也
。
」
と
あ
る
も
の
も
そ
の
一
例
で
あ

噂
品
。

- 85ー

倒倒色骨自由E曲

こ
の
ほ
か
貌
書
五
・
高
宗
紀
、
太
安
四
年
五
月
壬
成
の
詔
。
同
六
・
頼

旭
紀
、
和
卒
六
年
六
月
乙
丑
認
。
お
よ
び
同
八
九
・
酷
吏
、
李
洪
之
停

に
み
え
る
「
課
調
」
は
い
づ
れ
も
調
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
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が
、
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
の
は

「
課
」
の
一
字
の
み
を
あ
げ
た
場
合

に
つ
い
て
で
あ
り
、
課
瑚
酬
と
熟
し
た
も
の
等
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
論

外
に
お
く
。

三
調
に
つ
い

て
は
、
古
賀
登
「
南
朝
租
調
弦
」
史
麿
雑
誌
六
八
の
九
、

参
照
。

こ
の
ほ
か
に
、
替
書
三
四
・
社
預
停
に
の
せ
ら
れ
た
利
国
救
迭
の
上
言

の
な
か
に
、
定
-ゐ
組
関
一。
絞
ニ刷出迎
一。
制
ニ諜
調
一
。
と
あ
る
の
や
、
同

一
二
七

・
慕
容
徳
載
紀
に
、
公
避
ニ謀
役
一
。
飽
食
ニ
姦
究
一
。
の
語
が
み

え
る
が
こ
れ
ら
は
課
が
皐
濁
に
使
用
さ
れ
て
、
課
だ
け
で
税
・
役
の
意

味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
い
ま
は
除
外
し
て
考
え
て
い
る
。

代
表
的
な
も
の
の
み
を
あ
げ
る
と
、
漢
書
八
九
・
循
変
、
費
途
停
。
同

八
、
宣
帝
紀
、
地
節
四
年
九
月
詔
。
問
、
策
龍
元
年
正
月
詔
。
同
九
九

巾
、
王
葬
侍
。
後
漢
書
五
五

・
卓
茂
待
。
同
六
二
・
焚
宏
待
。
同
焚
準

待
。
同
一

O
九
上

・
儒
林
傍
下
。
綴
漢
書
百
官
志
、
郷
亭
の
傑
引
漢
官

儀
。
後
漢
書
五

一
・
李
忠
仰
。
貌
志

二
ハ
・
奥
瑠
仰
引
説
略
。
奥
志
三

・
孫
休
得
。
日
間
番
八
八
・
孝
友
仰

・
顔
合
体
。
間
四
六
・
劉
煩
待
。
同

四
七
・
侍
玄
待
。
等
に
よ
っ
て
徴
し
得
る
。

通
典
、
食
貨
田
制
上
に
は
其
丁
男
と
あ
る
。

動
課
幾
桑
、
課
督
農
耕
等
の
事
例
は
、
拙
稿

・
「
漢
代
の
勧
農
政
策
」

・

史
林
四
ニ

の
三
、
お
よ
び
「
勘
後
政
策
と
占
回
課
田
」
・

史
林
四

一
の
二

に
多
く
の
用
例
を
事
げ
で
あ
る
か
ら
参
照
さ
れ
た
い
。

白司ω) ω) 。1)ω)補
注
。
本
文
中
、
議
匙
将
軍
の
つ
董
」
に
州
冠
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
と

の
二
種
類
が
あ
る
の
は
、
敦
短
文
書
K
は
州
冠
が
あ
り
、
現
行
貌
書
に
は

そ
れ
が
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
た
不
統
一
で
あ
る
こ
と
を
付
雷同
し
て
お
く
。

『中
園
見
聞
記
』
補
記

前
抗
、
見
聞
記
の
末
尾
、

北
京
の
中
国
歴
史
博
物
館
の
列
口
聞
に
言
及
し

て
『
甘
粛
武
威
豚
出
土
の
儀
謹
木
簡

(
儀
躍
七
篇
が
完
整
な
る
形
で
出

た

;
)』
と
書
い
た
の
は
誤
解
を
ま
ね
き
や
す
い
が
、
七
篇
は
十
七
篤
の

誤
植
も
し
く
は
誤
記
で
は
な
い
。
質
は
あ
れ
は
光
明
日
報
(
今
年
一

月
一

八
日
)
の
『
包
是
七
第
完
整
的
儀
穂
』
と
い
う
言
葉
を
借
用
し
た
の
で
あ

る。

(
首
時
の
私
の
ノ
l
ト
に
は
儀
稽
士
相
見
積
木
筒
、
甘
粛
武
威
、

一

九
五
九
年
出
土
、
と
た
っ
た
こ
れ
だ
け
し
か
書
い
て
な
い
)
あ
り
て
い
に

い
え
ば
、
詳
細
は
す
で
に
『
文
物
』
か
何
か
で
報
道
ず
み
、
大
し
て

ニ
ュ
ー

ス
で
も
な
か
ろ
う
と
思
っ
て

い
た
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
ら
し
い
の

で
、
念
の
た
め
補
記
し
て
お
く
。
『
考
古
』
一
九
六

0
・
五
践
に
す
で
に

『
甘
粛
武
威
磨
岨
子
六
披
漢
墓
』
と
い
う
報
告
お
よ
び
木
簡
多
数
の
寓
員

が
出
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
後
漢
の
土
洞
墳
墓
よ
り
一
括
出
土
。

殆
ん
ど
が
木
筒
、
竹
相
聞
は
少
い。

完
整
な
も
の
三
八
五
片
、
残
簡
二
二
五

片
。
短
簡
は
九
片
の
み
、
禁
忌
の
類
を
記
す
。
長
簡
は

2
1
g×
0
・∞

I

H
-
-

g

d

、
毎
片

g
l
g
字
、
毎
片
、
掴
編
の
迩
が
卒
均
し
て
四
係
、
か

つ
ペ
ー
ジ
数
の
蹴
鳴
を
付
す
。

士
相
見
広
服
徳
田
特
牲
飽
食
品
也
少
牢

飽
食
品
目
有
司
徹
誌
燕
種
谷
大
射
H
C
H

(
数
字
は
筒
抜
)
『
其
中
僅
有
土

相
見
一
第
、
保
存
完
整
、
其
徐
六
篇
均
有
損
失
』
と
あ
る
。
な
お
、
光
明

日
報
今
年
三
月

一
五
日
に
は
同
じ
武
威
出
土
の
但
し
儀
種
で
な
い
木
簡
一

O
片
の
事
本
が
出
て
い
る。

(
島
田
慶
次
)

co
 

。。



Pai-lien-ｃＭａｏ白蓮教religion, as often said, but ａ spontaneous asso-

ciation of^outlaws.　It sprang up ａ８ａ result of the then prevailing

agrarian distress and intensified social stratification in the Huai-ho region,

while illicit traffic in salt constituted the organization's financial back-

ground. The failure of the movement was largely due to its narrow

regionalism and clan-like exclusiveness which prevented unity wit hin the

organization. But in some uncompromising leaders (戒ｅ?１-f’　ＯＵ)such ａ８

ＣｈａｎｇＬｏ-ｈｓｉｎｇ張楽行we find the true nature of the movement ａ８ａ

peasant war.

Ｋ゛Ｏ課and^ Shui Taxes in ａ Tax Register of Western Wei

　　　　　　　　　　　

ＧｅｎｙｕNiｓｈｉｍｕｒａ

　　

There appears the name of ａ household headed by ａ man called

Liu Wen-ch'eng in the document Ｎ０. 613 discovered at T'un-huang by

Sir Aurel Stein. This household is classified ａｓａ ｒ ０-ｈｕ課戸，ａ tech-

nical term in the contemporaneous taxation terminology, while each

member of the household is registered ａｓi)Ｍ-ｆｅ’ｏ-ｆｅ’ＯＭ不課口.The docu-

ment tells us that Liu Wen-ch'eng and his wife were ａ t'ai-tｚｉｉ　■ｆｔ資

and ａ　t'ai-tｚｕ-ｃｈ’i　Ｓ資妻, respectively; these names indicate that the

Liu household Ｗａｓ　ａ　ｐｕぶ０-ｈ which was to pay ａ special kind of tax

called ｔ’ｆｌｉ-tｚｕ-ii？tｇ-ｃｈ’　ｕａｎｇ-ｓｈｕi-tｚｕ蜃資丁床現租.However, in fact the

Lius paid the full amount of shut (pu-ma-tsu布麻租) like ａ ん‘り-ｋ‘oubut

not Ｓみui-tsu, and, consequently, their household was called ａ ｈ゛Ｏ-応召.

Why?

　

Liu, a fai-tzu, who was to be employed for tｓａ-ikn-f雑任役，

ａ sort' ０ｆ clerical work, was still free from the job at the time of

making of the tax register. It seems that at that time he paid four

ｓｈｉｈ石of tsu instead of one; he must have paid the excess three 助活

as his tzu-k'o資課in place of being employed in the ｆｓａ-jkn-i service.

２


