
そ
の
後
の
課
役
の
解
釈
問
題
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〔
要
約
〕
・
私
は
昭
和
十
八
九
年
以
来
、
中
国
及
び
眠
本
の
均
閏
法
時
代
に
使
用
さ
れ
た
課
役
と
称
す
る
法
律
語
は
、
雑
学
と
歳
役
、
即
ち
課
は
雄
徳
で
あ
り

役
は
歳
役
で
あ
る
と
の
説
を
唱
え
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
然
る
に
今
以
て
課
役
は
轟
轟
庸
と
す
る
旧
説
が
激
つ
よ
く
内
外
の
学
界
に
存
在
し
て
居
る
状
態
で
あ

　
る
。
こ
の
状
態
は
何
に
由
来
す
る
か
を
、
ハ
ー
パ
意
ド
大
勢
の
凝
望
陞
教
授
め
質
問
に
対
す
る
答
え
を
兼
ね
て
、
こ
こ
に
明
か
に
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
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と
課
役
と
復
除
」
の
論
文
を
発
表
し
て
自
説
の
誤
り
な
き
こ
と
を
改
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め
て
強
調
し
て
、
　
一
昨
昭
和
ご
十
八
年
六
月
に
こ
れ
等
の
研
究
を
含

　
私
は
昭
和
十
九
年
二
月
発
行
の
史
林
第
二
十
九
巻
第
一
号
に
「
丁

令
及
び
養
老
の
令
に
見
ゆ
る
課
口
と
不
課
口
」
と
題
し
て
課
口
と
不

課
口
と
の
本
質
を
論
じ
た
が
、
そ
の
際
に
課
役
と
は
歳
役
（
そ
の
代

償
は
庸
）
と
雑
猛
と
を
意
早
し
、
従
来
の
説
で
あ
る
東
洋
皮
家
の
言

う
課
と
は
租
調
、
役
と
は
庸
即
ち
課
役
は
単
調
庸
と
な
す
こ
と
や
、

我
が
国
で
は
律
令
時
代
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
課
役
を
調
庸
或
は
調

庸
雑
篠
と
な
す
は
誤
り
と
す
る
寺
領
を
初
め
て
発
表
し
、
そ
の
後
こ

れ
に
関
聯
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
論
文
を
諸
雑
誌
に
発
表
し
、
更
に

は
昭
．
【
和
ご
十
ご
年
五
月
発
行
の
史
林
第
三
十
一
巻
第
二
号
に
「
揺
役

め
て
広
く
均
田
法
の
諸
問
題
を
取
扱
つ
た
「
均
田
法
と
そ
の
税
役
制

度
」
と
題
す
る
一
書
を
公
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
こ
の
私
の
新
説
に

対
し
て
一
部
の
人
は
直
ち
に
賛
意
を
表
し
た
が
、
承
服
し
な
い
人
も

仲
呂
あ
っ
て
、
そ
の
第
一
の
入
は
唐
令
の
復
元
者
で
あ
る
仁
井
田

陞
博
士
ぞ
あ
っ
て
、
同
博
士
は
昭
和
一
一
十
年
三
月
発
行
の
語
学
雑
誌

儀
翠
五
十
よ
な
編
第
ご
盲
写
に
「
由
愚
晶
律
令
し
山
の
課
役
制
度
－
曾
我
部
細
教
授

の
新
説
を
読
み
で
一
」
と
題
し
て
先
ず
反
対
を
表
明
さ
れ
、
蔽
い

ノ
し
東
一
泉
大
蛍
コ
法
椰
字
部
一
助
詣
教
授
の
滋
割
貝
秀
一
二
氏
一
か
昭
和
二
十
四
一
年
六
日
〃

発
行
の
国
家
学
会
雑
誌
第
六
十
一
二
巻
第
十
。
十
一
。
十
一
一
ム
ロ
併
号
に



その後の課役の解釈問題（曾我蔀）

「
課
役
の
意
味
及
び
沿
革
」
と
題
し
て
矢
張
り
反
対
を
表
明
さ
れ
、

近
頃
に
な
っ
て
は
九
州
大
学
の
東
洋
史
挙
科
で
専
ら
こ
の
課
役
の
こ

と
を
研
究
さ
れ
た
と
聞
く
所
の
松
永
雅
生
氏
が
昭
和
ご
十
八
年
二
月

発
行
め
史
簿
記
五
十
五
号
に
「
唐
代
の
課
に
つ
い
て
」
な
る
論
文
を

発
表
さ
れ
て
、
同
様
に
反
対
を
囑
へ
ら
れ
た
。
公
然
と
反
対
の
論
文

を
発
電
さ
れ
た
の
は
、
今
迄
の
所
、
以
上
の
ご
一
思
で
あ
っ
て
、
こ
の

中
で
滋
賀
氏
の
論
文
は
そ
の
発
表
し
た
雑
誌
が
文
科
系
の
も
の
で
な

か
っ
た
こ
と
と
、
同
氏
の
言
に
よ
る
と
雑
誌
の
紙
幅
の
関
係
上
、
十

分
に
意
を
尽
山
’
9
程
述
べ
る
こ
と
が
禺
密
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
た
め

・
で
あ
ろ
う
か
、
あ
ま
り
学
界
の
注
國
を
引
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

が
、
仁
井
田
・
松
永
両
氏
の
も
の
、
特
に
仁
井
田
博
士
の
竜
の
は
大

い
に
注
目
さ
れ
た
よ
う
ぞ
あ
る
。
r

　
私
は
こ
れ
等
の
反
対
説
に
対
し
て
は
、
仁
井
田
博
士
に
対
し
て
は

皮
林
瓢
＝
ノ
ご
所
載
「
後
役
と
課
役
と
憂
患
」
の
論
文
で
重
要
な
事

項
に
つ
い
て
答
え
、
更
に
は
昭
和
二
十
七
年
五
月
に
仙
台
ぞ
開
催
さ

れ
た
日
本
法
制
史
学
会
大
会
の
研
究
発
表
の
席
上
で
も
若
子
の
慕
項

に
つ
い
て
答
え
た
こ
と
が
あ
る
が
、
滋
贅
、
松
永
両
氏
に
は
殆
ん
ど

答
へ
ず
、
要
は
拙
著
「
均
田
法
と
そ
の
骨
無
制
度
」
に
課
役
の
原
則

を
説
明
し
て
あ
る
か
ら
、
そ
れ
さ
え
読
ん
で
貰
え
ば
判
る
こ
と
で
あ

る
し
、
且
叉
一
二
氏
が
州
説
く
所
に
は
原
典
の
取
扱
い
が
不
十
分
で
あ
り
、

文
章
の
蝉
騒
を
誤
り
、
誤
読
を
犯
し
、
比
較
を
誤
る
等
々
、
全
く
誤

っ
た
基
礎
の
上
に
立
つ
た
論
断
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
等
は
自
然
…
と
後

B
に
悟
ら
れ
る
も
の
と
期
待
し
、
第
ゴ
一
者
の
学
界
各
位
も
彼
我
両
説

の
至
難
に
当
っ
て
は
必
ず
や
原
典
・
原
文
を
参
考
さ
れ
て
当
否
の
判

定
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
惟
し
て
い
た
。
然
る
に
私
の
こ
の
期

待
は
空
懐
に
終
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
最
近
生
じ
て
来
た
。

そ
れ
は
現
在
米
国
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
中
国
史
の
教
授
で
あ
る
揚

聯
隊
（
ご
窪
鉱
μ
象
σ
q
＜
蕎
σ
q
）
氏
か
ら
最
近
来
輸
が
あ
り
、
内
容
は

課
役
問
題
を
た
だ
し
て
来
た
竜
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
一
読
し
て
私

は
甚
し
く
失
望
し
た
の
で
あ
る
。
楊
教
授
は
現
在
米
国
に
於
け
る
中

国
史
の
権
威
者
の
一
人
で
あ
る
こ
と
は
我
が
挙
世
に
よ
く
知
ら
れ
て

居
…
る
所
で
あ
り
、
叉
我
が
学
界
の
動
き
に
も
常
に
注
意
さ
れ
て
、
我

が
学
者
の
研
究
を
よ
く
読
ま
れ
る
こ
と
も
我
々
は
熱
塗
し
て
い
る
所

ぞ
あ
っ
て
、
私
は
学
問
を
通
じ
て
交
り
を
結
ん
ぞ
居
る
閥
柄
ぞ
あ
る
。

我
々
の
課
役
問
題
に
つ
い
て
も
特
別
な
思
潮
を
払
わ
れ
て
居
た
よ
う

で
、
そ
れ
が
最
近
の
私
に
対
す
る
来
翰
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
来
翰
の
要
旨
は
私
の
説
に
は
納
得
出
来
な
い
所
が
あ
り
、
仁
井

田
∵
松
永
両
氏
の
心
説
く
所
に
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
言
う
の
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で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
事
項
を
一
一
挙
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
制
止

と
同
様
な
見
解
を
持
つ
入
が
内
外
の
学
界
に
今
以
て
相
当
多
数
存
在

す
る
の
ぞ
は
な
い
か
と
言
う
こ
と
を
、
こ
の
来
翰
に
よ
っ
て
私
は
想

像
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
い
か
に
深
く
仁
井
田
。
松
永
両
氏

な
ど
の
説
が
人
々
の
脳
裡
に
這
入
っ
て
居
る
か
と
言
う
こ
と
竜
想
像

さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
仁
井
田
。
松
永
両

氏
の
論
文
を
読
ま
れ
る
癒
合
に
、
単
に
そ
の
論
文
の
み
を
読
ん
で
、

そ
の
論
文
を
作
る
に
用
い
た
原
典
や
原
文
を
参
照
さ
れ
な
い
所
に
大

き
な
原
因
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

私
は
こ
こ
に
敢
え
て
そ
の
原
因
を
明
か
に
し
、
楊
教
授
の
質
問
に
対

す
る
答
え
を
兼
ね
て
広
く
学
界
各
位
の
疑
念
を
晴
ら
し
、
更
に
各
位

に
原
典
・
原
文
を
見
る
こ
と
の
如
何
に
必
要
で
あ
る
か
を
明
か
に
し

よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

二

　
要
す
る
に
仁
井
田
・
松
永
両
氏
は
原
典
・
原
文
を
正
確
に
取
扱

わ
な
い
で
、
自
分
に
有
利
な
部
分
の
み
を
用
い
、
自
分
に
年
利
な
よ

う
に
改
め
、
自
分
に
有
利
な
よ
う
に
解
釈
し
て
論
文
を
作
っ
た
竜
の

ぞ
あ
る
と
断
定
せ
ざ
る
を
得
ん
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ま
た
一
般
に

あ
ま
り
知
ら
れ
て
居
ら
ず
、
両
氏
の
説
が
正
し
い
か
の
如
く
人
々
に

信
ぜ
し
め
て
居
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
私
は
薄
書
及
び

論
文
ぞ
指
摘
し
た
唐
令
及
び
養
老
令
に
あ
る
水
早
島
霜
の
条
文
や
、

鳴
沙
石
室
秩
書
に
あ
る
水
盛
式
の
解
釈
に
於
い
て
十
分
に
窺
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
前
者
の
水
翻
砂
塵
の
条
文
と
言
う
の
は
唐
令
を
挙
げ
る

な
ら
ば
、

　
原
文
、
諸
田
有
水
旱
轟
霜
為
災
処
、
州
県
検
実
、
異
帳
申
省
、
十

　
分
損
四
分
巳
上
、
免
租
、
五
六
已
上
、
免
租
調
、
損
七
已
上
、
課

　
役
倶
免
、
　
（
訳
文
、
諸
の
田
に
レ
て
、
水
旱
轟
霜
の
災
を
な
す
処

　
あ
れ
ば
、
州
県
は
実
を
検
し
て
、
帳
に
具
し
て
省
に
申
す
。
十
分

　
に
四
分
已
上
を
損
す
れ
ば
、
租
を
免
じ
、
六
已
上
を
損
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
租
調
を
免
じ
、
七
已
上
を
損
す
れ
ば
、
課
役
竜
倶
に
免
ず
。
）

と
あ
る
竜
の
で
あ
っ
て
、
最
後
の
句
の
課
役
回
書
の
四
字
は
、
私
は

昭
和
十
九
年
ご
月
発
行
の
史
林
ご
九
ノ
一
所
載
拙
稿
「
唐
令
及
び
養

老
の
令
に
見
ゆ
る
課
口
と
不
課
口
」
頁
十
九
に
於
い
て
、
こ
れ
は
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

役
即
ち
雑
揺
・
歳
役
（
正
役
と
も
言
ふ
）
も
租
調
と
倶
に
免
ず
と
読

み
且
つ
解
す
べ
き
な
る
を
態
々
括
弧
を
附
し
て
ま
で
し
て
述
べ
て
置

い
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
仁
井
田
博
士
は
昭
和
二
十
年
二
月
発
行
の

皮
学
雑
誌
五
六
ノ
三
所
載
同
博
士
論
文
「
唐
律
令
上
の
課
役
制
慶
」
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その後の課役の解釈問題（曾我蔀）

頁
十
一
に
お
い
て
「
賦
役
令
の
水
旱
霜
蛙
な
ど
の
天
災
に
対
す
る
租

庸
調
（
課
役
）
免
除
規
定
の
如
き
も
、
収
益
の
四
分
以
上
の
損
耗
に

対
し
て
は
租
を
免
じ
、
六
分
以
上
の
場
合
は
短
調
を
免
じ
、
七
分
以

上
の
と
き
は
課
役
即
ち
親
庸
調
を
並
に
免
ず
る
と
解
し
て
こ
そ
、
自

然
な
の
に
拘
ら
ず
、
曾
我
部
教
授
は
七
分
以
上
の
揚
合
に
限
っ
て
、

正
役
の
庸
と
軽
微
な
力
役
た
る
雑
揺
を
免
ず
る
も
の
と
解
し
て
疑
わ

れ
な
い
。
事
こ
こ
に
至
っ
て
は
、
課
役
即
雑
…
衡
と
瓦
役
と
す
る
自
説

の
一
貫
的
主
張
に
余
り
に
急
に
し
て
、
令
制
の
全
般
的
理
解
を
度
外

視
し
た
竜
の
と
の
畿
り
を
免
れ
難
い
と
思
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
居
る
。

こ
れ
は
全
く
私
の
説
開
を
誤
り
判
断
し
て
の
批
難
で
あ
っ
て
、
全
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

当
ら
な
い
攻
撃
で
あ
る
。
最
後
の
句
の
課
役
倶
免
を
「
課
役
を
倶
に

免
ず
」
と
私
が
読
ん
だ
竜
の
で
あ
れ
ば
、
仁
井
田
博
士
の
言
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

如
き
批
難
に
値
す
る
が
、
私
は
「
課
役
も
倶
に
免
ず
」
と
読
み
「
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

役
即
ち
雑
径
・
歳
役
竜
租
調
と
倶
に
免
ず
」
と
解
し
て
居
る
の
で
あ

る
か
ら
、
全
く
見
当
違
い
の
批
難
で
あ
の
、
同
博
士
の
誤
読
に
よ
る

失
策
と
断
定
さ
れ
る
の
ぞ
あ
る
。
而
も
こ
の
条
文
は
松
永
氏
の
昭
聯

ご
十
八
年
二
月
発
行
の
史
淵
五
五
所
載
「
唐
代
の
課
に
つ
い
て
」
頁

七
三
で
電
仁
井
国
博
士
同
…
様
の
読
方
を
な
し
解
釈
を
な
し
て
課
役
が

租
庸
調
で
あ
る
有
力
な
証
拠
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
条

交
に
つ
い
て
は
拙
著
h
均
田
法
と
そ
の
税
役
制
度
し
頁
ご
五
六
に
改

め
て
詳
述
し
て
置
い
た
。

　
次
に
鳴
沙
石
室
侠
書
に
あ
る
唐
の
下
部
式
の
課
役
に
つ
い
て
は
、

松
永
氏
前
記
論
至
論
七
三
に
、

　
都
水
監
漁
師
二
百
五
十
入
、
（
中
略
）
並
簡
善
採
捕
者
為
之
、
免
其

　
課
役
及
雑
篠
、
（
訳
文
、
都
水
監
の
漁
師
は
二
百
五
十
入
、
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
ら

　
並
に
善
く
採
捕
す
る
者
を
翫
ん
で
こ
れ
と
な
し
、
そ
の
課
役
及
び

　
雑
猛
を
免
ず
、
）

と
引
聡
し
、
若
し
課
役
の
課
を
雑
径
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
都
水
争

の
漁
師
に
は
課
役
及
び
強
電
を
免
ず
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
課
役
の
課

が
通
じ
な
く
な
る
と
説
明
さ
れ
て
居
る
。
こ
れ
と
同
様
な
こ
と
は
昭

和
二
十
八
年
二
月
に
開
か
れ
た
日
本
法
制
衷
学
会
東
京
例
会
の
席
上

で
私
は
滋
賀
秀
三
氏
か
ら
も
質
問
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
原
文
が

こ
の
引
用
文
の
通
り
で
あ
れ
ば
、
課
役
及
び
雑
径
と
す
る
か
ら
課
役

の
申
に
雑
篠
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
は
頗
る
明
瞭
な
の
で
あ
り
、
課
を

以
て
雑
器
と
す
る
私
の
説
は
到
底
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
所
が
こ

れ
に
は
一
つ
の
重
大
な
見
落
し
が
存
在
す
る
。
　
「
申
略
」
と
言
ふ
の

が
曲
者
で
あ
っ
て
、
中
略
せ
ず
し
て
全
文
を
引
用
す
れ
ば
決
し
て
こ

の
よ
う
な
意
味
の
文
章
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
全
文
を
こ
こ
に
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引
用
す
れ
ば
長
く
な
る
か
ら
必
要
な
部
分
の
み
を
撫
え
る
と
、

　
都
水
監
漁
師
ご
百
五
十
人
、
（
中
略
）
各
為
レ
分
二
四
番
上
下
↓
毎
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
ウ
　
ゆ
　
の

　
送
三
二
十
人
鱒
並
取
二
白
丁
及
雑
色
入
五
等
已
下
戸
ユ
允
、
並
簡
二
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
き
　
　

　
採
捕
者
［
為
レ
之
、
二
二
其
課
役
及
雑
径
↓

と
あ
る
も
の
ぞ
あ
っ
て
、
　
「
其
の
課
役
及
び
雑
纂
を
免
ず
し
と
あ
る

は
初
め
の
都
水
監
漁
師
に
か
か
る
の
で
は
な
く
、
す
ぐ
上
の
白
丁
及

び
雑
色
人
に
か
か
る
句
で
あ
っ
て
、
白
丁
に
は
課
役
を
免
じ
、
雑
鑑

の
特
殊
な
役
で
あ
る
雑
役
に
既
に
服
し
て
居
る
雑
色
人
に
は
本
来
の

雑
品
を
改
め
て
免
ず
と
規
定
し
た
も
の
ぞ
あ
る
。
決
し
て
都
水
霜
の

漁
師
に
課
役
及
び
雑
篠
を
一
緒
…
に
免
じ
だ
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ

と
は
拙
著
「
均
瞬
法
と
そ
の
税
役
制
度
」
の
頁
二
八
六
の
所
に
述
べ

て
置
い
た
。
「
全
く
平
凡
な
事
柄
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
省
略
し
過
ぎ

て
勝
手
に
頭
と
足
と
を
継
い
で
一
文
と
な
し
た
所
に
欠
陥
が
存
在
す

る
の
ぞ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
既
に
発
表
済
み
の
以
上
の
こ
例

の
み
で
な
く
、
未
発
表
の
亀
の
ぞ
揚
教
授
が
仁
井
田
。
松
永
両
氏
論

文
の
長
所
と
な
す
も
の
に
も
い
つ
れ
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
そ
の
主
要
な
る
も
の
に
つ
い
て
愚
見
を
開
陳
し
、
以
て
本
誌
を
借

夢
て
楊
教
授
の
質
問
に
答
え
る
と
共
に
、
学
界
識
者
中
の
仁
井
田
・

松
永
両
氏
説
を
支
持
さ
れ
る
人
々
の
参
考
に
資
そ
う
と
思
う
の
で
あ

る
Q

三

　
楊
教
授
の
質
問
申
重
要
な
も
の
の
第
二
は
、
前
記
仁
井
田
博
士
論

文
「
唐
律
令
上
の
課
役
制
度
」
頁
十
五
に
於
い
て
次
の
如
く
述
。
へ
ら

れ
て
い
る
こ
と
ぞ
あ
る
。
そ
れ
は
、

　
私
は
唐
代
「
（
若
く
は
階
唐
時
代
）
、
　
課
役
を
以
て
租
庸
調
と
解
し

　
て
い
た
有
力
な
事
例
を
他
に
知
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
唐
賦
役
令

　
の
丁
役
規
定
に
よ
る
と
、
丁
役
は
原
則
と
し
て
一
年
二
十
日
に
止

　
ま
る
（
但
閏
年
に
は
二
日
を
加
へ
る
）
が
、
若
し
留
役
十
五
日
に

・
満
つ
る
と
き
は
調
を
免
じ
、
留
役
三
十
日
に
し
て
租
調
を
共
に
免

　
ず
る
。
所
詮
、
正
面
を
通
じ
平
年
の
丁
役
は
五
十
日
を
越
え
て
は

　
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
唐
名
例
律
共
犯
罪
有

　
逃
亡
条
の
黙
認
に
、
律
の
註
釈
者
が
唐
令
を
引
用
し
て
、
　
「
依
令
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　

　
丁
役
五
十
観
、
当
年
課
役
倶
免
」
と
す
る
様
に
、
平
年
に
五
十
日

　
の
西
詩
の
あ
っ
た
揚
合
に
は
、
課
役
は
並
に
免
ず
る
と
い
う
蓑
現

　
が
成
の
立
つ
わ
け
ぞ
あ
る
。
即
ち
こ
の
揚
句
の
「
課
役
」
と
は

　
「
租
庸
調
」
と
同
意
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
電
な
い
。

と
あ
る
ご
と
ぞ
あ
っ
て
、
こ
の
「
令
に
依
れ
ば
、
丁
役
が
五
十
日
置
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れ
ば
、
当
年
の
課
役
は
倶
に
免
ず
」
と
あ
る
課
役
は
仁
井
田
博
士
の

説
開
の
如
く
租
庸
調
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
楊
教
授
は

言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
松
永
氏
も
同
氏
論
文
「
唐
代
の
課
に
つ
い

て
」
頁
七
五
及
び
頁
九
五
に
こ
の
条
文
を
そ
の
ま
ま
6
1
好
し
て
説
を

立
て
ら
れ
て
居
ら
れ
る
。
し
か
し
、
仁
井
田
博
士
や
松
永
氏
の
説
明

に
は
辻
褄
が
合
わ
な
い
所
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
丁
役
と
は
歳
役
即

ち
正
応
の
こ
と
ぞ
あ
っ
て
、
そ
の
代
償
は
庸
で
あ
る
か
ら
、
現
在
庸

の
義
務
に
従
事
し
て
居
る
者
に
対
し
そ
の
年
の
課
役
即
ち
仁
．
井
田
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　

士
等
の
主
張
す
る
租
庸
調
を
免
ず
と
規
定
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

現
在
歳
役
に
従
っ
て
居
る
者
に
そ
れ
が
五
十
日
に
な
れ
ば
租
調
や
歳

役
を
免
ず
な
ど
と
は
言
う
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。
来
年
の
歳
役
を
免

ず
な
ど
と
定
め
て
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
私
の
説
で
あ
る
課
役
を
挙
止
と
歳
役
即
ち
雑
径
と
庸
と
解
し
て
も

同
様
に
不
都
合
が
生
ず
る
。
こ
の
矛
盾
は
実
は
仁
井
田
博
士
が
既
に

自
か
ら
明
確
に
説
修
し
、
正
し
い
解
答
を
他
処
で
与
え
て
居
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
岡
博
士
の
労
作
唐
令
拾
遺
頁
六
六
八
、
歳
役
（
丁
役
）

の
条
文
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
条
文
は
同
博
士
は
唐
心
要
、
旧
業

書
、
冊
蔚
元
亀
、
唐
六
典
、
唐
馬
の
戸
若
君
、
通
学
、
養
老
令
に
よ

っ
て
復
元
し
た
と
述
べ
て
居
る
が
、
そ
れ
は
、

　
諸
丁
歳
役
二
十
日
、
有
魚
鋤
年
、
加
ご
段
、
若
不
役
者
、
収
庸
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
（
中
略
）
須
留
役
者
、
満
十
五
日
直
垂
、
三
十
日
租
調
倶
免
、
　
（
訳

　
文
、
諸
の
丁
の
歳
役
は
二
十
日
、
閏
あ
る
の
年
は
二
日
を
争
う
。

　
若
し
役
・
せ
ざ
・
Q
者
は
、
　
庸
乳
艶
本
む
。
　
（
申
略
）
役
に
留
る
べ
き
駆
偏
は
、

　
十
五
日
に
満
つ
れ
ば
調
を
免
じ
、
三
十
日
な
れ
ば
租
調
を
倶
に
免

　
ず
。
）

と
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
上
記
唐
名
例
題
に
あ
る
疏
議
に
引
用
せ
る

　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

令
の
当
年
課
役
奮
然
と
あ
る
所
は
、
こ
れ
ぞ
は
租
調
倶
免
と
な
っ
て

い
て
、
異
つ
セ
居
る
。
而
も
仁
井
田
博
士
は
唐
令
拾
遺
に
は
単
な
る

参
考
文
献
と
し
て
矢
張
り
上
記
唐
名
例
律
の
条
文
を
載
せ
て
居
ら
れ

る
。
こ
れ
は
仁
井
田
博
士
は
唐
令
の
復
元
に
当
っ
て
は
唐
会
要
以
下

の
諸
丈
献
に
よ
っ
て
租
調
倶
免
に
従
い
、
唐
律
疏
議
の
当
年
課
役
倶

免
は
採
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
選

択
は
正
し
い
。
然
る
に
史
学
雑
誌
の
「
洋
弓
上
の
課
役
制
度
」
ぞ
は
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
全
然
説
明
せ
ず
し
て
、
痘
ち
に
唐
名
例
律
疏
議

の
当
年
課
役
倶
免
と
あ
る
も
の
こ
そ
は
唐
賦
役
令
の
歳
役
の
条
文
の

真
の
姿
の
も
の
と
し
て
立
論
さ
れ
て
居
る
。
こ
れ
は
同
博
士
が
巧
み

に
両
刀
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
唐
令
拾
遺

で
は
租
調
倶
免
が
正
し
い
と
な
し
、
皮
学
雑
誌
ぞ
は
当
年
課
役
倶
免
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を
正
し
い
と
な
し
て
、
内
容
の
異
る
二
つ
の
こ
と
を
都
合
の
よ
い
よ

う
に
用
い
て
居
る
の
ぞ
あ
る
。
松
永
践
も
亦
、
仁
井
田
博
士
と
間
…
様

に
、
囁
自
説
に
都
合
の
よ
い
唐
名
例
律
疏
議
の
み
を
使
用
し
て
い
る
の

ぞ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
正
し
い
研
究
方
法
と
称
せ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。
二
つ
の
異
れ
る
皮
料
が
あ
る
な
ら
ば
、
先
づ
以
て
最
初

に
い
ず
れ
が
正
な
る
か
を
決
め
て
、
然
る
後
に
使
用
す
べ
き
も
の
と

思
う
。
私
は
こ
の
揚
合
は
唐
令
拾
遺
の
「
着
雪
倶
免
」
と
あ
る
を
正

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
ら

ば
こ
の
歳
役
即
ち
丁
役
の
条
文
は
課
役
を
租
庸
調
と
な
す
有
力
な
証

拠
に
は
少
し
も
な
ら
ぬ
の
ぞ
あ
る
。

四

　
楊
教
授
の
第
二
の
質
問
は
仁
井
田
博
士
の
史
学
雑
誌
墨
染
頁
十
三

及
び
十
四
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
唐
名
例
律
犯
死
罪
非
十
悪
の
条
に
あ

る
課
調
の
こ
と
ぞ
あ
る
。
そ
の
要
旨
を
紹
介
す
る
に
、
流
罪
を
犯
し

た
者
の
両
親
が
老
疾
に
か
か
っ
て
世
話
を
す
る
人
即
ち
侍
講
が
必
要

と
な
っ
た
掛
合
に
は
、
そ
の
流
罪
者
に
対
す
る
刑
の
蟹
行
は
一
時
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

止
し
て
侍
丁
と
す
る
が
、
そ
の
際
に
は
課
調
は
旧
に
依
る
と
な
っ
て

い
る
（
原
丈
、
課
調
依
肩
）
。
唐
律
の
註
釈
書
の
疏
議
は
こ
の
こ
と
を

説
明
し
て
「
依
レ
令
、
免
レ
役
唯
輸
二
調
及
租
↓
為
二
其
充
写
侍
、
未
レ
流
、

故
云
二
課
調
依
り
旧
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
輸
二
調
及
租
一
と
課
調

依
レ
旧
と
は
同
一
な
る
を
示
し
て
居
り
、
調
及
租
と
課
調
と
は
同
一

で
あ
り
、
課
は
決
し
て
雑
煮
で
な
く
租
調
で
あ
る
と
称
す
る
の
ぞ
あ

る
。

－
こ
れ
が
仁
井
田
博
士
の
主
張
の
要
旨
で
あ
る
が
、
こ
の
落
盤
申
に

明
か
に
矛
盾
が
存
在
し
て
居
る
。
そ
れ
は
仁
井
田
博
士
の
主
張
ぞ
は

課
役
は
租
庸
調
ぞ
あ
り
、
そ
の
申
で
役
は
庸
で
あ
る
か
ら
課
は
風
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

ぞ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
然
ら
ば
こ
の
問
題
の
課
調
は
辿
書
調
と
な
る

筈
で
あ
り
、
こ
の
や
う
な
熱
語
は
決
し
て
存
在
し
な
い
筈
で
あ
る
。

よ
っ
て
松
永
氏
は
同
既
論
文
頁
七
四
ぞ
、
こ
の
揚
合
の
課
は
租
の
み

を
意
味
し
、
調
を
含
ま
な
い
、
即
ち
課
に
は
租
調
を
意
味
す
る
揚
合

と
、
租
の
み
を
意
味
す
る
揚
合
の
こ
様
が
存
在
す
る
と
苦
し
い
説
明

を
な
す
に
至
っ
て
居
る
。
こ
れ
は
同
一
陣
営
内
の
解
釈
の
不
統
一
を

遺
憾
な
く
暴
露
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
而
・
も
こ
の
揚
合
に
は
こ

…
様
の
意
味
を
設
け
て
一
先
づ
解
決
が
撮
来
た
と
し
て
・
も
、
他
の
課
調

の
事
例
に
悉
く
適
用
が
出
来
る
か
と
言
う
に
決
し
て
毘
来
る
も
の
ぞ

は
な
い
。
そ
れ
は
私
が
既
に
拙
著
「
均
田
法
ど
そ
の
税
役
制
度
」
頁

＝
一
五
、
及
び
・
文
化
十
九
ノ
一
所
載
拙
稿
「
唐
の
戸
税
と
地
頭
銭
と
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青
苗
銭
の
本
質
」
頁
九
ご
に
引
用
し
た
階
書
巻
二
四
食
貨
志
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
開
皇
八
年
五
月
、
高
顕
奏
、
諸
州
無
畜
調
処
A
及
塗
櫛
管
戸
数
少

　
者
、
官
人
士
力
、
門
前
已
来
、
出
随
近
芸
州
、
但
判
官
本
為
牧
人
、

　
役
力
理
轟
所
部
、
貯
砂
所
管
戸
内
、
漁
戸
徴
税
、
文
帝
従
之
、

　
（
訳
丈
、
開
皇
八
年
五
月
、
高
顕
奏
す
ら
く
、
諸
州
の
課
の
調
の

　
無
き
処
、
及
び
課
あ
る
州
も
管
戸
数
の
少
な
き
者
は
、
官
人
の
禄

　
力
は
、
乗
前
已
来
、
随
近
の
州
よ
り
出
だ
す
。
但
し
判
官
は
本
と

　
牧
人
た
り
、
役
力
は
理
と
し
て
解
す
る
所
よ
り
撮
だ
す
べ
し
。
請

　
う
ら
く
は
、
所
管
の
戸
内
に
於
い
て
、
戸
を
計
っ
て
税
を
徴
せ
ん
。

　
文
帝
こ
れ
に
従
ふ
。
）

と
あ
る
こ
の
一
文
中
の
貢
調
及
び
課
州
の
課
に
租
と
か
租
調
の
語
を

当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
直
ち
に
不
合
理
な
こ
と
が
発
見
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
ヴ
文
は
実
に
階
唐
の
戸
税
の
起
原
を
な
す
も
の
で
あ
る

が
、
地
方
官
に
与
え
ら
れ
る
義
務
的
使
役
人
で
あ
る
幹
と
か
事
力
に

闘
す
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
租
調
に
関
し
た
も

の
で
な
い
。
幹
や
事
力
は
雑
得
の
特
殊
な
役
で
あ
る
雑
役
（
色
役
）
に

属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
負
担
を
免
除
さ
れ
て
い
る
州
と
か
、

負
担
が
あ
っ
て
も
負
担
す
る
戸
数
の
少
な
い
揚
合
は
、
附
近
の
州
か

ら
徴
発
し
た
の
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
故
に
こ
の
課
は
幹
や
事

カ
な
ど
の
力
役
に
関
す
る
語
で
あ
り
、
幹
や
事
力
は
雑
役
の
一
種
ぞ

あ
り
、
そ
れ
は
雑
篠
の
特
殊
な
竜
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
課
は
従

っ
て
、
雑
徳
雑
役
に
関
す
る
語
と
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
一
文
の
解
釈
．

は
全
く
出
来
な
い
の
ぞ
あ
る
。
た
だ
こ
の
聯
合
に
課
を
雑
径
全
体
と

す
る
か
、
或
は
雑
篠
の
特
殊
な
も
の
で
あ
る
雑
役
だ
け
に
す
る
か
、

更
に
は
そ
の
代
償
ぞ
あ
る
資
課
に
す
る
か
は
問
題
で
あ
っ
て
、
多
分

こ
の
よ
う
な
場
合
は
雑
役
を
意
味
す
る
と
斎
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に

し
て
も
解
釈
は
出
来
る
の
で
あ
る
。
課
は
均
田
法
ぞ
は
本
来
雑
毛
を

意
味
す
る
が
、
そ
の
雑
径
に
は
本
来
の
雑
鑑
と
、
兵
士
に
な
っ
た
り

申
央
地
方
の
官
庁
官
吏
の
使
役
入
な
ど
に
な
る
特
殊
な
雑
役
（
色
役
）

と
が
あ
り
、
本
来
の
雑
篠
そ
の
も
の
は
地
方
宮
の
所
管
事
項
で
あ
る

が
、
雑
役
に
至
っ
て
は
地
方
官
に
も
関
係
が
濁
る
も
の
の
中
央
の
官

庁
や
官
吏
に
も
大
い
に
関
係
が
あ
夢
、
従
っ
て
申
央
か
ら
見
る
雑
揺

は
そ
の
特
殊
な
も
の
で
あ
る
雑
役
の
み
で
あ
る
か
ら
、
中
央
で
雷
う

雑
穏
は
自
然
と
雑
役
の
み
と
な
り
、
雑
径
の
代
名
詞
で
あ
る
課
竜
申

央
か
ら
す
れ
ば
雑
役
の
み
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
、
叉

雑
役
の
代
償
は
資
課
で
あ
る
か
ら
、
課
の
み
で
資
課
の
意
昧
に
も
使

周
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
い
ず
れ
も
雑
穣
に
関
聯
す

る
が
、
課
に
広
狭
の
こ
義
が
生
れ
る
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
立
揚
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の
相
違
か
ら
来
る
自
然
の
成
行
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
調
の
揚
合
は
狭

義
の
雑
役
と
見
た
方
が
意
味
が
よ
く
逓
じ
得
る
。
而
も
亦
、
課
調
と

　
　
　
　
①

は
「
課
の
調
」
と
読
む
べ
き
ぞ
あ
り
、
課
の
調
発
の
義
に
解
す
べ
き

な
る
こ
と
も
、
こ
の
一
文
で
甚
だ
明
か
ぞ
あ
る
。
課
調
の
課
は
決
し

て
租
庸
調
の
調
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
叉
、
唐
の
戸
婚
律
語
戸
の
条

の
疏
義
に
、

　
見
在
役
任
者
、
孤
身
見
在
官
駆
使
、
…
…
既
見
在
役
任
、
即
無
蓋

　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん

　
調
、
　
（
訳
丈
、
見
に
役
住
に
在
る
者
と
は
、
謂
う
は
身
見
に
官
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん

、
在
っ
て
騒
使
さ
る
も
の
。
…
－
既
に
見
に
役
任
に
在
れ
ば
、
即
ち

　
追
肥
な
し
。
）

な
る
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
役
即
ち
歳
役
に
現
在
従
事
し
て
居
る
者

に
は
課
調
な
し
と
言
う
の
で
あ
っ
て
、
歳
役
と
雑
径
雑
役
と
の
両
方

の
力
役
を
同
時
に
勤
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
歳
役
に
従

事
申
は
雑
樒
雑
役
の
撃
発
は
行
わ
れ
な
い
と
説
朗
し
居
る
の
ぞ
あ
る
。

然
る
に
こ
の
課
調
を
租
調
な
ど
と
解
釈
す
れ
ば
、
現
在
歳
役
に
服
し

て
居
る
者
に
租
調
が
無
い
と
な
っ
て
文
義
が
甚
だ
不
明
瞭
と
な
り
、

且
叉
そ
の
よ
う
な
条
文
は
唐
の
律
令
申
に
は
何
処
に
も
存
在
し
な
い
。

歳
役
二
十
日
の
上
に
十
五
H
留
役
す
れ
ば
調
を
免
じ
、
三
十
日
留
役

す
れ
ば
乱
調
を
免
ず
と
令
の
歳
役
の
条
文
に
は
規
定
し
て
い
る
が
、

単
に
歳
役
に
服
す
れ
ば
租
調
を
賦
課
せ
ず
と
言
う
が
如
き
条
文
は
何

処
に
も
存
在
し
な
い
の
ぞ
あ
る
。
然
ら
ば
本
論
に
還
っ
て
唐
名
例
律

の
疏
議
の
、

　
依
令
、
免
役
唯
輸
調
及
租
、
為
曲
管
侍
、
未
流
、
営
門
課
調
依
旧
、

と
あ
る
∵
文
は
、
如
何
に
解
釈
す
る
か
で
あ
る
。
仁
井
瞬
。
松
永
両

氏
共
に
輸
二
調
及
租
一
と
課
調
依
レ
旧
と
は
同
一
事
項
で
あ
る
と
し
、

仁
井
田
氏
は
こ
の
課
は
租
調
と
凹
い
、
松
永
践
は
租
と
見
て
居
る
。

し
か
し
両
氏
の
解
釈
は
遺
憾
な
が
ら
共
に
誤
っ
て
居
る
。
そ
の
根
本

の
原
因
は
当
時
の
公
課
は
租
。
庸
・
調
・
至
恩
の
四
種
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
、
租
庸
調
の
三
種
の
み
に
し
た
所
に
あ
る
。
雑
書
を
入
れ

て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
一
文
の
解
釈
は
全
く
黒
門
っ
て
来
る
の
ぞ
あ

る
。
こ
の
一
文
は
、

　
令
に
よ
る
に
、
　
（
観
葉
は
）
役
を
免
ぜ
ら
れ
て
、
た
だ
調
及
び
租

　
を
輸
す
。
そ
の
侍
に
充
つ
る
が
た
め
に
、
未
だ
流
さ
ず
。
故
に
課

　
調
は
旧
に
依
る
と
云
う
。

と
読
ま
れ
る
の
ぞ
あ
る
が
、
こ
こ
に
あ
る
如
く
、
唐
令
に
よ
れ
ば
侍

丁
は
歳
役
（
そ
の
代
償
は
庸
）
を
免
ぜ
ら
れ
て
租
と
調
と
を
輸
製
す

る
と
定
め
て
あ
る
。
公
課
四
種
の
申
で
租
庸
調
の
規
定
は
こ
の
よ
う

に
定
め
ら
れ
て
あ
る
が
、
残
り
の
雑
穏
に
つ
い
て
の
規
髭
は
何
も
無
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い
。
こ
の
流
刑
人
の
刑
の
執
行
を
一
時
停
止
し
て
侍
丁
と
し
た
揚
合

に
、
こ
の
も
の
に
対
す
る
租
庸
調
の
公
課
の
取
扱
い
は
唐
墨
の
馬
丁

の
条
文
に
照
し
て
処
理
が
嵐
来
る
が
ふ
侍
丁
に
対
す
る
雑
樒
の
公
課

の
取
扱
い
は
唐
琴
に
規
定
が
な
い
か
ら
、
如
何
に
す
る
か
が
当
然
問

題
に
な
っ
て
来
る
。
　
こ
れ
に
対
す
る
解
答
が
実
に
「
課
盤
面
レ
澱
」

で
あ
る
。
そ
の
者
が
今
迄
で
雑
篠
雑
役
の
負
担
者
で
あ
れ
そ
れ
を
命

じ
、
免
除
者
ぞ
あ
れ
ば
免
除
し
て
や
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
唐
名
例
律
犯
死
罪
非
業
悪
の
条
文
に
あ
る
課
調
の
課
は
、
以

上
の
如
く
こ
れ
を
雑
篠
雑
役
と
見
て
決
し
て
不
都
合
は
な
く
、
寧
ろ

こ
れ
を
租
調
と
か
租
と
な
す
こ
と
が
甚
だ
し
い
不
都
合
で
あ
る
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
租
調
と
す
れ
ば
租
調
調
と
な
り
、
租
と

　
　
②

す
れ
ば
他
の
唐
律
の
条
文
の
課
に
は
適
用
禺
来
な
い
除
外
例
と
な
る

の
で
あ
る
。
同
じ
唐
律
で
あ
り
な
が
ら
、
除
外
例
を
設
け
な
け
れ
ば

解
釈
が
田
来
な
い
の
は
、
条
文
の
誤
り
か
解
釈
の
誤
り
か
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
。
唐
律
の
如
き
完
備
し
た
法
律
に
、
　
一
見
し
て
誰
人
で
も

判
る
こ
の
よ
う
な
誤
り
が
あ
る
ぞ
あ
ろ
う
か
。

引

揚
教
授
の
第
三
の
質
問
と
思
わ
れ
る
竜
の
は
松
永
氏
論
交
「
唐
代

の
課
に
つ
い
て
」
頁
七
三
に
あ
る
唐
の
厩
摩
律
の
里
並
課
税
の
条
の

疏
議
に
あ
る
応
レ
輸
課
税
、
謂
翠
蓋
地
磯
之
類
、
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ

・
う
。
　
こ
詣
ル
は
但
饗
教
授
は
服
明
か
げ
匹
は
述
べ
て
い
ゆ
な
い
弾
か
、
　
松
・
氷
氏
は
課

役
の
課
を
租
調
と
解
す
る
根
拠
と
し
て
唐
令
の
水
増
黒
煙
の
条
文
、

唐
の
名
短
縮
の
犯
死
罪
非
十
悪
の
条
文
の
疏
議
と
、
こ
の
慮
輸
課
税

の
条
文
と
を
挙
げ
て
居
9
、
そ
の
松
永
氏
の
説
に
も
見
る
可
き
所
が

あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
多
分
こ
の
応
輸
課
税
の
条
・
文
に
関
す

る
松
永
氏
の
主
張
が
正
し
い
と
見
て
居
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
そ
の
応
輸
課
税
の
条
文
は
、

　
諸
応
援
課
税
及
入
官
之
物
、
而
廻
避
詐
匿
不
輸
、
（
申
略
）
計
避
妊
、

　
準
盗
論
、
　
（
訳
文
、
諸
の
応
に
輸
す
べ
き
課
税
及
び
官
に
入
る
べ

　
き
物
に
し
て
、
而
も
廻
避
詐
饗
し
て
輸
せ
ざ
れ
ば
、
（
中
略
）
闘
ぐ

　
所
を
計
っ
て
、
盗
に
準
じ
て
論
ず
。
）

と
あ
る
亀
の
で
、
こ
の
文
中
の
課
税
に
対
し
て
耳
蝉
は
租
調
地
業
之

類
と
の
説
明
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
し
て
松
永
氏
は
、
課
は
租

…
調
、
税
は
地
税
と
見
て
、
課
即
租
調
の
有
力
な
証
拠
と
な
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
課
税
は
粗
調
地
税
の
類

を
謂
う
と
あ
る
か
ら
、
課
は
租
調
で
あ
り
、
税
は
地
税
ど
な
る
ぞ
あ

ろ
う
。
然
る
に
こ
の
3
1
用
た
る
や
、
実
に
亦
、
唐
律
疏
、
議
の
都
合
の
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よ
う
．
し
き
部
分
の
み
を
抽
、
出
し
た
の
で
あ
っ
て
、
今
少
し
く
唐
定
心

議
を
多
く
3
一
蔵
す
る
な
ら
ば
、
忽
ち
欠
陥
を
露
わ
す
に
葦
る
の
ぞ
あ

る
。
実
は
課
税
な
る
語
は
唐
律
に
は
他
に
竜
存
在
し
、
而
も
疏
議
の

註
が
こ
れ
に
も
な
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
唐
の
戸
婚
律
輸

課
税
物
違
期
の
条
文
で
あ
っ
て
、

　
諸
部
内
輸
課
税
賭
物
、
違
期
不
充
考
、
云
云
、
　
（
訳
文
、
諸
の
部

　
内
の
輸
す
べ
き
課
税
の
物
に
し
て
、
期
に
違
っ
て
充
た
ざ
る
者
は

　
云
云
。
）

と
雷
い
、
こ
の
疏
議
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

輸
課
税
軸
物
、
謂
租
調
及
藪
蛇
嬰
雛
税
）
雑
税
之
類
、
と
説
明
し

て
、
い
る
。
争
議
は
前
の
応
輸
課
税
の
場
合
の
課
税
に
は
租
調
地
税
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

類
と
説
明
し
、
こ
こ
ぞ
は
租
調
及
庸
地
心
雑
税
之
類
と
述
べ
て
い
る
。

即
ち
庸
も
三
っ
て
い
る
。
か
く
な
る
と
課
に
は
租
調
の
外
に
庸
ま
で

も
加
え
ね
ば
な
ら
ず
、
課
を
租
調
と
か
租
な
ど
と
解
釈
す
る
仁
井

田
。
松
永
学
説
は
根
抵
か
ら
覆
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
課
税
の
意

味
は
後
述
の
如
く
今
日
我
々
が
言
う
課
税
と
同
じ
で
租
税
一
般
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
疏
議
の
両
註
共
に
「
之
類
」
と
あ
っ

て
、
　
「
こ
の
や
う
な
種
類
の
竜
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
必
ず
そ
れ

に
該
当
す
る
と
は
言
つ
で
い
な
い
。
大
体
を
述
べ
て
い
る
の
ぞ
あ
る
。

よ
っ
て
庸
を
加
え
て
竜
加
え
な
く
て
も
、
亦
雑
税
を
入
れ
て
も
入
れ

な
く
て
竜
、
少
し
も
矛
盾
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
鷹
律
に
は
更
に

他
に
も
同
じ
よ
う
に
か
か
る
課
を
直
付
と
解
し
て
は
不
都
合
が
起
き

る
条
・
文
が
あ
る
。
そ
れ
は
三
百
律
の
こ
の
応
輸
課
税
の
条
文
の
次
に

あ
る
監
臨
官
蹴
運
租
税
の
条
・
文
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、

　
諸
監
聖
主
守
之
官
、
皆
不
得
於
所
部
駄
運
租
税
課
物
、
違
者
、
計

　
所
利
、
坐
賊
論
、
　
（
訳
文
、
諸
の
監
臨
主
守
の
官
は
、
砦
、
部
す

る
所
に
於
い
て
租
税
課
物
を
餓
運
す
る
を
得
ず
。
違
う
者
は
、
利

　
す
る
所
を
計
っ
て
、
触
に
坐
し
て
論
ず
。
）

ぞ
あ
っ
て
、
若
し
こ
の
・
文
中
に
あ
る
租
税
黒
物
の
課
に
曲
調
の
字
を
囁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

当
て
る
な
ら
ば
、
租
税
程
調
物
と
な
り
、
そ
の
不
都
合
な
る
は
直
ち

に
評
炉
心
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
条
文
の
租
税
課
物
と
は
前
の
応
輸

課
税
の
条
文
の
課
税
及
直
宮
之
物
と
同
一
の
こ
と
た
る
は
、
両
条
文

を
対
比
す
れ
ば
自
か
ら
明
か
な
こ
と
ぞ
あ
っ
て
、
課
税
は
藤
野
に
当

り
、
入
官
懸
物
が
広
物
に
当
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
課

は
い
ず
れ
も
今
日
用
い
ら
れ
て
い
る
課
税
の
課
と
同
一
意
味
の
竜
の

ぞ
あ
っ
て
、
租
．
調
と
か
雑
徳
な
ど
の
如
き
特
殊
な
意
味
を
持
つ
た
も

の
で
は
な
い
。

　
そ
も
そ
竜
課
な
る
文
字
は
元
来
は
「
わ
り
あ
て
」
と
か
「
わ
り
あ
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て
る
」
と
雷
う
意
味
の
文
字
ぞ
あ
る
。
問
題
の
課
役
の
文
字
も
既
に

後
漢
書
婁
書
伝
に
「
課
二
虚
蝉
隷
こ
と
し
て
現
わ
れ
て
居
り
、
こ
の

揚
合
の
課
は
「
わ
り
あ
て
る
」
の
意
味
で
あ
る
。
現
代
使
用
さ
れ
て

い
る
課
税
、
賦
課
、
課
題
な
ど
と
間
じ
で
あ
り
、
昔
か
ら
今
暖
に
至

る
ま
で
課
に
「
わ
り
あ
て
」
「
わ
り
あ
て
る
」
の
意
味
の
あ
る
こ
と
は

少
し
も
変
ら
な
い
。
課
に
特
殊
な
力
役
の
意
味
が
嵐
来
て
い
た
均
田

法
の
時
代
に
も
、
依
然
と
し
て
固
麿
の
「
わ
り
あ
て
」
「
わ
り
あ
て

る
」
の
意
味
で
の
課
の
文
字
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
唐
の
田

令
桑
楡
…
の
条
・
文
に
（
擁
齢
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
諸
戸
内
永
業
田
、
毎
畝
課
種
桑
五
十
根
以
上
、
　
（
訳
文
、
諸
の
戸

　
内
の
永
業
田
は
、
畝
ご
と
に
桑
五
十
根
以
上
を
課
種
せ
し
む
。
）

と
あ
る
の
や
、
我
が
養
老
の
田
鰻
桑
漆
の
条
に
も
、

　
　
む

　
凡
課
二
階
漆
↓
上
戸
桑
三
百
根
、

と
あ
る
課
は
い
ず
れ
竜
「
わ
り
あ
て
る
」
と
の
意
味
で
あ
る
。
又
、

唐
大
詔
令
革
巻
＝
○
、
餐
示
唐
隆
元
集
職
）
七
月
＋
九
日
の
誠
励

風
俗
敷
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

　
其
の
韓
人
の
田
宅
は
、
軌
ち
売
買
を
容
す
を
得
ず
。
其
の
地
の
郷

　
　
　
　
　
　
③

　
原
の
例
に
在
り
。
租
は
州
県
の
倉
に
納
る
る
も
、
租
地
の
人
を
し

　
　
　
　
　
　
む

　
て
代
っ
て
租
課
を
出
だ
さ
し
む
る
を
得
ず
。

と
あ
る
租
課
の
課
も
、
亦
「
わ
り
あ
て
」
の
意
味
に
他
な
ら
な
い
。

宋
に
な
っ
て
も
塩
課
と
か
茶
課
な
ど
の
語
が
食
貨
に
関
す
る
諸
文
献

中
に
散
見
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
課
の
本
来
の
意
昧
で
あ
る
「
わ
り
あ
て
」
「
わ
り
あ

て
る
」
ど
言
う
用
例
が
唐
に
電
存
在
す
る
以
上
は
、
こ
こ
に
論
じ
て

い
る
唐
厩
庫
律
応
輸
課
税
の
条
の
課
税
や
同
馬
櫛
官
僧
運
租
税
の
条

の
弄
物
の
課
も
同
様
の
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
特
殊

な
意
味
に
解
す
る
か
ら
、
承
る
処
で
不
都
合
が
生
じ
て
来
る
の
で
あ

る
。

山ノ「㌧

　
私
は
均
冴
法
に
伴
う
課
役
と
か
課
調
と
か
至
難
な
ど
の
課
は
、
い

ず
れ
も
一
般
的
に
は
雑
循
全
体
を
意
味
し
、
時
に
は
雑
説
の
特
殊
な

役
で
あ
る
雑
役
（
色
役
）
を
意
味
し
、
更
に
は
そ
の
代
償
の
資
課
を
意

味
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
居
る
の
で
あ
り
、
今
以
て
こ
れ
を
変
更
す

る
考
え
は
持
っ
て
い
な
い
。
も
か
し
こ
の
私
の
新
説
に
対
す
る
反
対

は
学
界
の
各
方
面
に
あ
り
、
海
外
に
さ
へ
涯
目
し
て
い
る
有
様
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
反
対
論
の
根
拠
は
全
く
史
料
の
細
引
、
誤
読
、

誤
釈
の
上
に
立
っ
て
居
る
こ
と
は
、
極
め
て
明
か
な
事
実
で
あ
っ
て
、

39　（299）



こ
れ
臨
今
迄
で
私
が
指
摘
し
だ
個
々
の
例
が
何
よ
り
も
そ
れ
を
雄
弁

に
物
語
っ
て
居
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
、
こ
の
事
実
が
学
界
に
あ
ま

り
知
ら
れ
ず
、
今
以
て
か
か
る
論
説
が
我
が
国
は
竜
と
よ
り
海
外
に

於
て
ま
ぞ
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
は
こ
の
よ
う
な
論
丈
に
接
し

た
揚
合
、
単
に
そ
の
論
文
だ
け
を
読
ん
で
万
事
宜
し
い
と
す
る
点
に

あ
る
の
ぞ
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
論
文
は
、
そ
の
史
料
の

取
扱
い
が
原
文
を
都
合
の
よ
い
よ
う
に
改
め
た
り
、
都
合
の
よ
い
部

分
の
み
を
抽
塾
し
た
り
、
都
合
の
よ
い
よ
う
に
曲
げ
て
解
…
釈
し
て
あ

る
か
ら
、
原
文
・
原
典
を
併
せ
て
見
ざ
る
限
り
、
か
か
る
事
実
は
発

見
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
り
、
自
然
と
論
旨
の
妥
当
性
を
認

め
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
私
は
楊
教
授
の
質
問
に
接
し
か
か
る
事
実

を
深
く
知
っ
た
次
第
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
私
が
改
め
て
学
界
各
位
に

望
む
所
の
も
の
は
、
原
典
・
原
文
に
よ
っ
て
批
判
し
て
く
れ
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
さ
す
れ
ば
理
の
当
否
は
自
か
ら
明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

①
二
二
な
る
語
亀
唐
律
に
は
所
々
に
見
え
て
い
る
。
即
ち
唐
の
獲
興
律
撞

　
発
兵
の
粂
に
は
急
須
兵
者
、
得
便
翠
陰
、
と
か
若
不
即
調
発
、
及
不
即
給

　
与
出
切
、
宏
弁
、
と
あ
る
の
や
、
同
じ
く
調
発
供
給
軍
事
の
条
に
は
語
…
臨
調

　
発
雑
物
供
給
軍
事
寿
、
雪
雪
、
と
か
若
察
有
警
急
、
二
二
醐
発
給
与
、
な

　
ど
と
あ
り
、
又
唐
に
は
科
調
な
る
語
も
あ
っ
た
。
資
治
通
鑑
巻
二
百
顕
慶

　
五
↑
年
七
廟
二
丁
珈
〃
の
灸
に
由
皮
支
榊
同
書
同
［
中
臨
脅
門
下
三
品
瀞
臨
承
慶
重
科
調
失
所
、

　
免
官
、
な
ど
あ
る
。

②
　
唐
の
一
戸
婚
律
だ
け
を
見
て
竜
、
無
課
役
者
、
｛
滅
二
等
、
と
か
脱
口
及
増

　
減
年
状
以
免
課
役
者
、
と
か
其
増
減
二
三
課
役
、
及
漏
無
課
役
口
者
、
な

　
ど
沢
山
課
役
の
例
が
あ
る
。
仁
井
園
。
松
永
爾
氏
は
こ
の
や
う
な
課
は
い

　
ず
れ
竜
論
調
と
解
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

③
　
適
園
叢
書
所
収
の
唐
大
詔
令
焦
㎝
に
は
在
と
な
っ
て
い
る
が
、
全
麿
丈
量

　
十
九
に
収
め
ら
れ
て
い
る
周
じ
容
宗
の
由
・
勧
」
礼
俗
敢
に
は
便
と
な
っ
て

　
　
「
ま
か
す
し
と
読
ま
せ
て
い
る
。
任
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
利
三
十
年
一
月
二
十
五
口
稿
了
。

　
上
記
の
原
稿
を
発
送
後
に
こ
の
課
役
の
解
釈
問
題
を
決
す
る
貴

重
な
皮
料
に
接
し
た
。
そ
れ
は
東
洋
学
報
第
三
十
七
巻
第
偽
言
写
、
第

三
号
に
連
載
さ
れ
た
山
本
逮
郎
博
士
の
「
敦
燈
発
見
計
帳
様
文
書

残
簡
i
大
英
博
物
館
川
所
曲
顧
ス
タ
イ
γ
将
山
米
漢
・
文
丈
勲
皆
色
ハ
　
一
一
ご
口
写

1
」
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
東
西
両
魏
時
代
の
敦
魑
地
方
の
交
書

で
あ
る
。
山
本
博
士
は
こ
れ
を
西
魏
の
大
統
想
望
年
即
ち
西
紀
五
四

七
年
頃
の
計
帳
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
製
作

さ
れ
た
年
を
西
紀
五
四
七
年
と
す
る
に
は
同
意
す
る
が
、
こ
れ
を
西

魏
の
計
帳
と
見
倣
す
こ
と
に
は
同
意
し
難
ぐ
、
私
は
こ
れ
を
東
西
両

懸
時
代
に
北
魏
の
様
式
に
従
っ
て
作
ら
れ
た
戸
籍
と
断
定
す
る
竜
の

で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
こ
の
文
書
申
に
は
牛
に
授
田
す
る
こ
と
や
、

床
（
鉢
）
な
る
文
字
が
出
て
来
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
北
野
1
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三
三
一
筆
斉
一
階
の
系
列
の
田
．
制
に
の
み
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

西
魏
及
び
こ
れ
を
承
け
た
北
周
の
田
制
に
は
無
い
こ
と
ぞ
あ
る
。
西

山
の
実
支
配
者
ぞ
北
周
を
起
し
た
主
文
泰
は
、
世
業
と
盧
辮
と
に
命

じ
て
国
家
の
諸
制
度
を
作
ら
し
め
た
が
、
彼
等
は
巡
礼
を
重
ん
じ
て

周
礼
に
合
す
る
よ
う
な
制
度
を
作
っ
た
。
こ
れ
は
愚
書
の
富
麗
本

紀
・
蘇
縛
伝
・
盧
辮
伝
や
購
書
の
悪
筆
に
よ
っ
て
明
か
な
こ
と
で
あ

夢
、
周
な
る
国
名
爪
先
秦
の
周
を
思
慕
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ

て
そ
の
田
制
な
ど
も
北
魏
に
従
わ
な
い
で
、
井
田
法
を
直
接
継
承
し

よ
う
と
し
た
竜
の
の
よ
う
で
、
階
…
書
食
貨
志
に
見
え
る
北
周
の
国
制

に
は
牛
の
授
田
の
こ
と
や
、
床
（
木
）
の
文
字
は
見
え
な
い
。
故
を

以
て
牛
に
野
田
す
る
こ
と
や
床
の
文
字
の
現
わ
れ
る
こ
の
文
書
を
、

西
魏
の
竜
の
と
見
倣
す
の
は
無
理
の
よ
う
で
あ
る
。
叉
寓
本
博
士
は

こ
れ
を
計
帳
と
見
倣
さ
れ
る
根
拠
は
、
唐
の
計
帳
は
来
年
度
の
課
役

を
催
す
た
め
に
作
ら
れ
る
が
、
そ
の
課
役
は
租
。
調
・
庸
で
あ
り
、

こ
の
文
書
に
は
租
・
調
・
な
ど
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
言

う
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
課
役
に
は
租
や
調
が
含
ま
れ
て
い
な
い

事
笑
を
こ
の
丈
書
自
身
が
後
述
の
如
く
明
瞭
に
示
し
て
い
る
以
上
は
、

こ
の
文
書
を
以
て
画
帳
と
見
倣
す
こ
と
も
無
理
の
よ
う
で
あ
る
。
戸

籍
と
見
倣
さ
る
べ
き
も
の
ぞ
あ
ろ
う
。

　
私
が
東
西
両
魏
時
代
の
導
燈
の
戸
籍
と
断
罰
す
る
こ
の
文
書
は
ス

タ
イ
ン
氏
が
西
域
探
険
で
得
た
も
の
ぞ
現
在
は
大
英
博
物
館
に
あ
り
、

そ
れ
を
山
本
博
士
が
外
遊
の
土
産
と
し
て
今
回
学
界
に
紹
介
さ
れ
た

の
ぞ
あ
る
。
十
七
放
の
断
片
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
見

る
に
種
女
貴
重
な
研
究
材
料
が
多
数
含
ま
れ
て
居
り
、
今
後
の
研
究

が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
屯
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
貴
重
な
文
書
を

学
界
に
紹
介
さ
れ
た
山
本
博
士
に
対
し
て
私
は
大
い
に
感
謝
す
る
次

第
で
あ
る
。

　
こ
の
文
書
申
に
課
の
意
昧
を
示
す
貴
重
な
部
分
が
ニ
ケ
所
存
在
す

る
。
そ
の
第
一
は
こ
の
文
書
の
第
五
枚
同
に

　
　
　
　
　
　
都
　
合
　
税
　
祖
　
両
　
　
　
　
　
租
　
豪

　
　
　
　
　
　
　
　
拾
　
　
陸
　
　
石

三
石
五
升
上

一　六

石

不

　
拾
　
隷
　
疹
　
羽

黒
　
頭
　
輸
　
祖

忍
石
五
升
臭
素
戸
上
書

芸
石
窯
窓
口
計
丁
床
税

　
石
　
　
　
　
　
中

課
戸
　
下
　
税
　
祖

．
（
下
賂
）

と
あ
っ
て
、
祖
即
ち
租
を
不
課
戸
の
上
等
戸
が
磁
石
五
升
（
鮒
胸
）
、
不

課
戸
の
下
等
戸
が
一
石
負
担
し
て
居
る
。
課
に
租
や
調
の
意
味
が
あ
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れ
ば
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
な
い
こ
と
で
あ
る
σ

文
書
の
第
十
二
枚
目
に

戸
主
劉
文
成
己
丑
生
年
参
拾
究

妻
任
舎
女
甲
午
生
年
参
拾
扉

息
男
子
可
乙
卯
生
年
拾
参

息
男
子
義
了
三
生
年
三
壱

　
　
　
ひ
コ

息
女
黄
口
水
回
生
年
件

息
男
子
下
辛
酉
生
年
柴

息
男
黄
口
甲
子
生
年
難

凡
口
七
不
課

　
　
　
フ
ロ

ロ
五
不
税

、
第
二
は
こ
の

盤
逡
将
軍
　
課
戸
上

憂
資
妻

三
男

三
男

小
女

小
男

小
男

二
四
一

口
二
中
年
十
三
已
下

口
ご
小
年
年
已
下

口
一
小
女
年
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
丁
男

　
　
　
　
つ
ロ
つ
り
ひ
ロ

ロ
ニ
墓
誌
黒
闇
課
二
言

轍
魚
一
匹

計
麻
二
斤

計
祖
三
石

二
石
五
升
輸
祖

一
石
五
升
輸
草
三
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
丁
男

　
　
　
　
　
計
受
田
ロ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
丁
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
略
）

と
あ
っ
て
、
家
族
七
名
全
部
が
不
課
目
と
な
っ
て
居
る
に
も
拘
ら
ず
、

調
と
し
て
布
一
匹
・
麻
二
斤
、
租
と
し
て
四
石
が
割
当
て
ら
れ
て
居

る
。
課
が
租
や
調
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
不
課
口
が
こ
の
よ
う

な
も
の
を
負
担
す
る
こ
と
は
断
じ
て
あ
り
得
な
い
。
而
屯
こ
の
戸
籍

を
見
る
に
戸
と
し
て
は
「
課
戸
上
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
胃
と
し
て

は
「
凡
口
七
不
課
」
と
あ
っ
て
、
戸
と
し
て
は
課
、
目
と
し
て
は
不

課
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
第
一
行
目
に
あ
る
如
く
戸
主
の
劉
丈
成

が
薮
冠
将
軍
の
宮
に
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
階
書
の
食
貨
志
に
北
斉
「

の
制
度
に
倣
っ
た
と
言
う
階
の
制
度
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
げ
む

　
未
だ
地
を
受
け
ざ
る
噺
は
、
皆
不
課
な
り
。
酷
爵
あ
り
及
び
孝
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　

　
順
孫
義
夫
飾
婦
は
並
に
課
役
を
免
ず
。

と
あ
る
制
度
に
従
っ
た
ま
で
ぞ
あ
る
。
晶
爵
あ
る
者
で
竜
土
地
の
班

給
を
受
け
て
居
れ
ば
当
然
課
戸
で
あ
る
が
、
融
爵
あ
る
故
に
特
に
課

役
を
免
じ
て
不
課
目
に
す
る
と
言
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
実
を
戸

籍
に
現
わ
し
た
ま
で
で
あ
る
。
薇
旛
将
軍
の
官
は
魏
轡
官
氏
志
や
隔

書
百
官
志
に
蕩
…
霞
…
将
軍
と
し
て
見
え
、
前
者
で
は
従
七
晶
、
後
者
で
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その後の課役の解釈問題（曾我部）

は
従
八
日
と
な
っ
て
い
る
。
一
一
者
や
孝
子
順
孫
義
夫
節
婦
に
課
役

を
免
ず
る
こ
と
は
周
礼
の
施
舎
の
制
慶
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
が
、

北
魏
で
も
こ
れ
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
魏
書
食
貨
志
に
あ
る
均
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

法
門
に
「
寡
婦
の
志
を
守
る
者
は
、
課
を
下
る
と
錐
も
、
亦
三
田
を

授
け
ら
る
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
。

　
私
は
二
割
総
数
年
間
に
亙
っ
て
均
田
法
に
伴
な
う
課
に
は
特
別
に

力
役
の
意
味
が
生
じ
、
而
電
力
役
が
歳
役
と
雑
揺
と
に
分
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
課
は
専
ら
雑
…
衡
雑
役
を
意
味
す
る
も
の
ぞ
あ

る
こ
と
を
主
張
し
て
来
た
。
し
か
し
一
般
の
多
く
の
人
々
は
課
を
租

調
或
は
租
と
解
し
て
、
現
在
も
相
対
立
の
状
態
で
あ
る
。
こ
の
孤
塁

を
守
る
私
に
対
し
て
今
回
測
ら
ず
竜
千
万
人
目
援
軍
を
与
え
て
く
れ

た
の
は
、
実
に
こ
の
山
本
博
士
紹
介
の
ス
タ
イ
ン
文
書
漢
文
第
六
一

三
号
ぞ
あ
る
。
私
は
こ
こ
に
課
即
租
調
論
者
達
に
望
む
所
は
、
こ
の

文
書
の
記
載
事
実
を
率
直
に
認
識
し
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ

れ
が
嵐
来
れ
ば
巾
・
国
三
世
の
税
役
制
度
の
研
究
は
停
滞
か
ら
躍
進
へ

と
移
る
こ
と
が
購
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
四
十
年
三
月
二
日
追
記
。
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a　wlre－pu！ler．　The　change　in　the　political　coi｝ditions　of　the　year　of

Z881　brought　these　dentmc2ation　ttffaErs　to　an　end．

　　　Thirdly，　an　atte1皿pt　was　made　to　find　out　a　possible　clue　ill　the

very　confessions　of　Pttrl〈es　to　ma｝〈e　unveil　the　obscure　and　complicated

state　of　the　things．

AFurther　Coエnment　upon　the　lnterpretatlon
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ

　　　　　　　　　　　　　　　　　・fK‘Ql（課役）

by

Shizuo　・　Sogabe

　　　The　word　k‘o　i（課役），　which　wtLs　used　as拙judicial　ter皿in　Jap紬n

when　while　chtin　tien（均田法）was　being　executed，　means　sui　i（歳役）

and　ts昆YtLo　　（動揺）；it　does　llot　meaぬ　the　coml）h｝at圭o皿　of　tsu（租），

tiao（調），　and　yum9（庸），　substitute　for　sUi　i（歳役），　as　depicted　in

Chinese　h｛story・This　1｝as　been　my　interpretation　of　k‘o　i（課役）since

1943．　Still　at　present，　however，　there　are　scholars　who　doubt　it　by

saying　that　k‘o　i（課役）includes　tsu，　yung　and　tiしし。（租，庸，調）

according　to「1－allg　1｛i　su　i（唐律疏議）．　But　if　we　read　Taag　ltt　su　i

closely，　we　suτelアfind　that　such　an　interpretati　on　of　k‘o　i（課役）comqs

to　be　contradictory　even　in　the　same　book．
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