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は
じ
め
に

　

日
本
に
律
令
法
が
採
り
入
れ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
律
令
法
に
も
と
づ
く
社
会
へ
と

移
行
し
た
の
は
七
世
紀
末
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
律
令
法
は
格
式
に
よ
っ
て
改

変
整
備
さ
れ
る
が
、
こ
の
法
体
系
に
も
と
づ
く
社
会
体
制
す
な
わ
ち
律
令
制
は
い

つ
ま
で
続
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
か
つ
て
石
母
田
正
氏
は
①
天
平
時
代
を
古
代
世
界
の
頂
点
で
あ

る
と
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
古
代
社
会
に
お
け
る
矛
盾
が
鮮
明
に
す
べ
て
の
面

に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
、
貴
族
階
級
内
部
に
お
け
る
対
立
が
激
化
し
律
令
制
本
来
の

諸
政
策
が
破
綻
し
始
め
、
全
体
と
し
て
古
代
社
会
の
行
き
詰
ま
り
が
到
来
し
た
こ

と
を
示
し
た
点
に
お
い
て
、
古
代
の
没
落
の
第
一
段
階
と
位
置
づ
け
、
②
そ
の
古

代
没
落
の
第
二
の
段
階
は
八
世
紀
末
葉
の
平
安
遷
都
お
よ
び
桓
武
天
皇
の
治
世
時

代
で
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
社
会
的
、
政
治
的
矛
盾
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
に
古

代
国
家
を
変
革
す
べ
き
階
級
的
勢
力
が
未
成
熟
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
律
令
制
的

政
治
体
制
の
一
時
的
再
建
の
企
図
が
果
た
さ
れ
る
条
件
が
存
在
し
て
い
た
時
代

で
、
約
一
世
紀
に
わ
た
り
政
治
的
安
定
が
み
ら
れ
た
時
期
と
し
、
③
そ
し
て
古
代

没
落
の
第
三
の
段
階
が
一
〇
世
紀
の
延
喜
・
天
暦
以
降
の
時
期
以
降
で
、
藤
原
氏

の
摂
関
政
治
の
開
始
、
同
時
に
古
代
国
家
の
骨
格
を
な
し
て
き
た
天
皇
制
と
そ
の

法
制
的
表
現
で
あ
る
律
令
体
制
が
没
落
に
向
か
う
時
期
と
説
い
た（

１
）。

一
〇
世
紀
頃

ま
で
律
令
制
社
会
と
し
て
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
律
令
制
は
唐
を
ま
ね
た
も
の
で
あ
り
、
唐
と
日
本
の
社
会
の
違
い
を
考
慮

せ
ず
、
律
令
制
以
前
の
社
会
の
上
に
唐
の
制
度
を
ま
ね
る
こ
と
に
専
念
し
て
で
き

あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
坂
上
康
俊
氏
は
、
①
土
地
所
有
に
関
し
て
言
え
ば

初
期
の
大
土
地
所
有
は
体
制
に
対
す
る
協
力
要
請
の
側
面
も
あ
っ
て
豪
族
の
権
益

を
保
護
し
て
い
た
が
、
天
平
期
に
い
た
っ
て
貴
族
の
主
張
を
採
り
入
れ
、
そ
の
権

益
拡
大
が
図
ら
れ
た
と
し
、
②
ま
た
八
世
紀
初
頭
の
大
宝
律
令
に
よ
り
律
令
国
家

天
平
期
の
改
革
と
律
令
制

中

田

興

𠮷
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が
成
立
し
た
も
の
の
し
だ
い
に
混
乱
し
、
そ
れ
は
九
世
紀
前
半
に
再
建
さ
れ
る

が
、
や
が
て
な
し
崩
し
的
に
崩
壊
し
た
と
し
、
③
八
世
紀
を
律
令
国
家
の
発
展

期
、
九
世
紀
を
律
令
国
家
の
安
定
期
と
す
る（

２
）。

こ
れ
は
吉
田
孝
氏
の
、
八
世
紀
は

中
国
的
な
律
令
制
を
志
向
し
た
時
代
で
、
天
平
期
は
律
令
制
の
軌
道
修
正
期
で
あ

り
、
九
世
紀
に
な
る
と
古
典
的
国
政
の
確
立
期
を
迎
え
る
と
の
考
え（

３
）の

延
長
上
に

あ
る
が
、
一
〇
世
紀
ま
で
律
令
制
社
会
が
存
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

三
氏
は
天
平
期
に
大
き
な
変
革
が
な
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
律
令
制
の
枠
内

で
の
こ
と
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
と
な
る
の
は
多
く
の
変
化
の
中
に
律

令
制
の
存
続
を
図
っ
た
も
の
と
、
否
定
し
た
も
の
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
を
い
か
に

位
置
づ
け
る
か
で
あ
る
。
律
令
制
社
会
を
超
え
る
も
の
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
を
ど

う
位
置
づ
け
る
か
も
重
要
と
な
る
。　

　

以
下
、
こ
の
視
点
に
立
ち
、
天
平
期
の
改
革
と
律
令
制
の
関
係
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
と
し
た
い
。

一　

正
税
出
挙
の
変
化

　
　
　
（
一
）　

正
税
の
大
規
模
化

　

天
平
期
に
お
け
る
施
策
の
変
化
と
い
う
点
に
お
い
て
ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
、

天
平
期
に
な
さ
れ
た
正
税
出
挙
の
大
規
模
化
で
あ
る
。
こ
の
正
税
出
挙
の
大
規
模

化
自
体
は
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
八
月
の
郡
稲
処
分
な
ど
に
淵
源
を
も
つ（

４
）が

、
天

平
六
年
（
七
三
四
）
正
月
に
は

　
　

聴
三

諸
国
司
毎
年
貸
二

官
稲
一

。
大
国
十
四
万
以
下
。
上
国
十
二
万
以
下
。
中

国
十
万
以
下
。
下
国
八
万
已
下
。
如
過
二

玆
数
一

。
依
レ

法
科
レ

罪
。

と
、
国
司
が
大
量
の
「
貸
官
稲
」
す
る
こ
と
が
政
府
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
に
至

る（
５
）。

こ
れ
は
「
国
司
借
貸
」
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
薗
田
香
融
氏
は
国
司

が
国
衙
よ
り
無
利
子
で
借
り
た
正
税
を
農
民
に
貸
し
付
け
、
そ
の
利
を
得
る
も
の

と
解
し（

６
）、

長
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
し
か
し
山
本
祥
隆
氏
は
、
こ
の
国
司
借
貸

の
開
始
時
の
天
平
六
年
は
飢
饉
の
只
中
に
あ
り
、
天
平
四
年
か
ら
六
年
ま
で
は
賑

給
・
借
貸
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
ま
た
続
け
て
疫
病
が
発

生
し
て
お
り
、
天
平
年
間
の
借
貸
は
災
害
対
策
に
他
な
ら
ず
、
国
司
借
貸
は
利
益

を
見
込
め
な
い
中
で
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
司
借
貸
を
国
司
得
分
と
み
な

す
こ
と
は
難
し
い
と
説
く（

７
）。

　

国
司
借
貸
は
国
司
得
分
か
、
否
か
で
論
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
「
貸
二

官
稲
一

」
と
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
山
本
氏
は

百
姓
の
要
望
に
応
え
る
た
め
に
低
利
の
公
出
挙
を
増
や
そ
う
と
し
て
国
司
借
貸
を

展
開
し
た
と
す
る
が
、
な
ら
ば
何
故
に
直
接
的
に
公
出
挙
の
拡
大
な
い
し
無
利
子

の
借
貸
＝
賑
給
と
し
な
か
っ
た
の
か
が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
国
司
へ
の 

｢

貸｣

を
経
て
出
挙
す
る
以
上
、
そ
こ
に
国
司
へ
の
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
賑
給
で
あ
れ
ば
い
っ
さ
い
返
済
を
求
め
な
い
が
、
公
出
挙
な
ら
ば
民
間
よ
り

低
利（

８
）で

は
あ
っ
て
も
利
子
を
取
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
利
子
は
国
衙
に
入
る
こ
と

と
な
る
。
国
司
借
貸
は
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
利
益
は
国
司

に
配
分
さ
れ
る
の
で
あ
る（

９
）。

　

と
も
あ
れ
こ
の
天
平
六
年
の
国
司
借
貸
に
お
い
て
正
税
出
挙
は
そ
の
規
模
が
拡
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大
し
た
の
で
あ
る
が
、
天
平
一
七
年
に
こ
の
正
税
出
挙
は
さ
ら
に
大
規
模
化
す

る
。『
続
日
本
紀
』
天
平
一
七
年
一
一
月
庚
辰
条
に
は

　
　

制
。
諸
国
公
廨
。
大
国
卌
万
束
。
上
国
卅
万
束
。
中
国
廿
万
束
。
・
・
下
国

十
万
束
。
・
・
若
有
下

正
税
数
少
。
及
民
不
二

肯
挙
一

者
上

。
不
二

必
満
限
。
其

官
物
欠
負
未
納
之
類
。
以
レ

玆
令
レ

塡
。
不
レ

許
二

更
申
一

。

と
、
正
税
出
挙
の
量
が
大
幅
に
拡
大
さ
れ
、
大
国
で
は
四
〇
万
束
に
登
る
公
廨
の

財
源
と
し
て
期
待
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
『
延
暦
交
替
式
』
の

　
　

公
廨

　
　
　

大
国
肆
拾
万
束

　
　
　

上
国
参
拾
万
束

　
　
　

中
国
貳
拾
万
束
就
中
大
隅
。
薩
摩
二
国
各
四
万
束

　
　
　

下
国
壹
拾
万
束
就
中
飛
騨
。
隠
伎
。
淡
路
三
国
各
三
万
束
。

志
摩
国
。
壹
岐
嶋
各
一
万
束
。　
　
　
　

　
　

太
政
官
奏
。
諸
国
司
等
割
二

留
正
税
一

。
出
挙
之
式
。
請
依
二

前
件
一

。
以
為
二

公
廨
之
料
一

。
若
有
二

正
税
数
少
。
及
民
不
レ

肯
レ

挙
者
一

。
不
二

必
満
限
。
其

官
物
欠
負
未
納
之
類
。
以
レ

玆
令
レ

塡
。
不
レ

許
二

更
申
一

。

　
　
　

天
平
十
七
年
十
一
月
廿
七
日

と
の
規
定
に
通
じ
る
が
、
正
税
出
挙
の
利
を
割
い
て
「
公
廨
之
料
」
に
充
て
る

が
、「
官
物
」
の
欠
負
未
納
を
も
補
塡
す
る
と
さ
れ
て
い
る
点
、
注
意
さ
れ
る
。

　

右
に
見
え
る
公
廨
で
あ
る
が
、『
令
集
解
』
田
令
在
外
諸
司
職
分
田
条
に
お
い

て
、「
古
記
」
が
「
公
廨
田
不
輸
租
。
問
。
国
司
公
廨
田
以
二

誰
人
一

作
。
答
。
役
二

事
力
一

作
也
」
と
注
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
公
廨
の
意
味
は
職
分
田
に
準

じ
、
そ
れ
故
に
国
司
得
分
と
関
わ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
、
早
川
庄
八
氏
は
原

義
的
に
は
官
衙
官
庁
の
社
屋
及
び
そ
の
収
蔵
物
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
天
平
期
の

激
動
の
た
め
、
正
税
そ
の
も
の
を
確
保
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
そ
れ
を

補
う
も
の
と
し
て
「
公
廨
稲
」
が
創
出
さ
れ
、
そ
の
運
営
の
た
め
に
担
当
す
る
国

司
へ
残
余
分
を
報
酬
と
し
て
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
と
す
る）

10
（

。
ま
た
渡
辺
晃
宏
氏

は
公
廨
は
本
来
国
衙
に
お
け
る
財
源
と
し
て
国
司
公
廨
田
の
収
穫
稲
と
公
田
の
地

子
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
用
途
は
国
司
巡
行
の
際
の
食
料
や
国
衙
の
雑
用

な
ど
で
あ
り
、
ま
た
国
司
の
給
与
の
一
面
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る）

11
（

。
そ
の

公
廨
が
天
平
一
七
年
に
お
い
て
拡
大
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
拡
大
の
目
的
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
国
司
の
俸
給
を
増
加

さ
せ
る
も
の
で
天
平
六
年
制
の
復
活
と
と
ら
え
る
見
解）

12
（

、「
官
物
」
の
欠
負
未
納

の
補
塡
で
あ
る
と
の
見
解）

13
（

、
さ
ら
に
、
各
国
に
設
置
さ
れ
た
公
廨
稲
は
官
物
の
欠

負
未
納
の
補
塡
と
国
儲
に
あ
て
ら
れ
た
あ
と
の
残
り
の
利
稲
が
国
司
の
所
得
と
し

て
舂
米
の
形
態
で
配
分
さ
れ
た
が
、
こ
の
方
式
は
国
司
各
員
が
個
々
に
穎
稲
を
借

り
だ
し
て
出
挙
す
る
国
司
借
貸
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
公
廨
稲
制
度
は
国
府
財

政
に
対
す
る
国
司
の
個
別
的
な
関
与
を
制
限
し
、
財
政
の
運
用
方
法
を
組
織
的
な

構
造
に
改
変
し
た
も
の
と
す
る
見
解）

14
（

、
公
廨
の
財
源
と
し
て
出
挙
稲
を
独
自
に
設

定
す
る
と
と
も
に
、
公
廨
に
は
も
と
も
と
国
司
給
与
の
側
面
が
あ
っ
た
が
、
か
つ

て
公
廨
が
果
た
し
て
い
た
機
能
を
ふ
た
た
び
正
税
か
ら
独
立
さ
せ
る
と
と
も
に
公

廨
の
用
途
と
し
て
新
た
に
官
物
（
正
税
）
の
欠
負
の
補
塡
を
狙
っ
た
も
の
と
の
見

解）
15
（

で
あ
る
。

　

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
『
続
日
本
紀
』
や
『
延
暦
交
替
式
』
が
と
も
に
「
其
官
物

欠
負
未
納
之
類
。
以
レ

玆
令
レ

塡
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
こ
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の
目
的
は
公
廨
本
来
の
国
衙
の
費
用
や
国
司
個
人
の
給
与
の
補
塡
に
あ
て
る
と
と

も
に
、｢
官
物｣

の
欠
負
未
納
の
補
塡
に
充
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
国
司
借
貸
は
天
平
初
年
の
困
難
な
状
況
出
現
に
対
処
す
る
国
司
へ
の
激

励
の
意
を
込
め
た
手
当
の
増
加）

16
（

を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
功
を
見
て
国

衙
費
用
の
補
塡
、
さ
ら
に
は
「
官
物）

17
（

」
の
欠
負
未
納
の
補
塡
の
た
め
に
正
税
出
挙

の
拡
大
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
山
本
祥
隆
氏

は
国
司
借
貸
は
国
司
得
分
と
み
な
す
こ
と
は
難
し
く
、
百
姓
の
要
望
に
応
え
る
た

め
に
低
利
の
公
出
挙
を
増
や
そ
う
と
し
て
国
司
借
貸
を
展
開
し
た
と
解
し
て
い
る）

18
（

が
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
出
挙
を
受
け
て
死
亡
す
る
者
も
出
現
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
端
は
天
平
一
一
年
の
「
備
中
国
大
税
負
死
亡
人
帳）

19
（

」
か

ら
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
に
は
「
大
税
」
出
挙
を
受
け
な
が
ら
、
死
亡
し
た
こ
と

に
よ
り
返
済
し
な
か
っ
た
者
が
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る）

20
（

。
ま
た
「
天
平
一
〇
年
和

泉
監
正
税
帳
」
に
は
前
年
の
こ
と
と
し
て

　
　

出
挙
参
萬
束

　
　
　

負
死
伯
姓
伍
伯
伍
拾
参
人　

免
税
壹
萬
参
仟
陸
拾
束

　
　
　

未
納
貳
仟
壹
拾
貳
束　
　
　

負
伯
姓
壹
伯
参
拾
捌
人

　
　
　

定
納
穎
稲
貳
萬
貳
仟
参
伯
玖
拾
貳
束　
本
一
万
四
千
九
百
廿
八
束

利
七
千
四
百
六
十
四
束

と
あ
り）

21
（

、
出
挙
し
た
三
万
束
の
中
か
ら
回
収
で
き
た
の
は
二
万
二
三
九
二
束
に
過

ぎ
な
い
。
こ
れ
は
天
平
四
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
は
干
魃
や
飢
饉
、
災
異
、
疫
病

が
頻
り
に
起
き
た
た
め
で
あ
る）

22
（

。

　

し
か
し
、
公
出
挙
の
場
合
、
そ
の
利
子
は
年
五
割）

23
（

に
達
し
、
私
出
挙
の
半
額
の

利
子
で
は
あ
る
も
の
の
、
利
を
生
む
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
一
万
四

九
二
八
束
か
ら
利
と
し
て
七
四
六
四
束
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
平
四
年
か
ら

九
年
に
か
け
て
死
亡
者
な
ど
の
多
い
こ
と
は
特
例
で
あ
り
、
し
て
み
る
と
順
調
な

ら
ば
利
を
生
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
正
税
は
正
倉
に
納
め
ら
れ
れ

ば
、
鼠
害
や
風
水
害
な
ど
か
ら
し
て
減
損
す
る
ば
か
り
で
あ
る）

24
（

が
、
出
挙
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
利
益
を
生
む
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
農
民
は
春
の
種
籾
、

秋
口
の
食
糧
不
足
に
悩
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
し
て）

25
（

、
借
用
す
る
者
が
多
く
、
た
め

に
村
落
規
模
で
展
開
さ
れ
て
い
た
私
出
挙
を
抑
制
す
る
な
ら
ば
公
出
挙
に
よ
る
利

益
は
確
実
に
あ
っ
た
の
で
あ
り）

26
（

、
そ
の
こ
と
は
「
其
官
物
欠
負
未
納
之
類
。
以
レ

玆
令
レ

塡
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
民
間
よ
り
低
利
で
は
あ
っ
て

も
そ
こ
に
「
官
物
」
の
欠
負
未
納
な
ど
を
も
そ
の
利
子
で
も
っ
て
補
塡
で
き
る
だ

け
の
利
益
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る）

27
（

。
国
司
借
貸
方
式
は
国
衙
さ
ら

に
そ
れ
を
担
当
す
る
国
司
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
、
故
に
こ
の
方
式
は

拡
大
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
二
）　

正
税
出
挙
の
利
益
と
徴
税
方
法
の
変
化

　

こ
の
正
税
出
挙
の
大
規
模
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
利
益
が
何
に
向
け
ら
れ

た
か
で
あ
る
。
も
と
よ
り
公
廨
稲
制
度
に
よ
っ
て
国
司
は
そ
の
得
分
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
ま
ず
国
衙
運
営
の
費
用

の
確
保
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ま
で
は
租
を
農
民
か
ら
と
り
、
そ

れ
を
財
源
と
し
て
国
衙
が
運
営
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
国
衙
財
政
を
田
租
の
み
で

ま
か
な
う
こ
と
は
か
な
り
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
は
『
続
日
本
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紀
』
大
宝
元
年
六
月
己
酉
条
に
お
い
て
「
国
宰
郡
司
。
貯
二

置
大
税
一

。
必
須
レ

如
レ

法
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
段
階
で
想
定
以
上
の
大
税

す
な
わ
ち
田
租
が
国
衙
の
運
営
に
充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
田
租
の
み
で
国
衙
の
運
営
が
で
き
な
け
れ
ば
、
田
租
を
出
挙
し
、
そ
の
利
を

国
衙
財
政
に
組
み
込
む
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
し
か
し
簡
単
に
国
衙
が
出
挙
で
き
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
既
に
民
間
に
よ
る
私
出
挙
が
広
範
に
し
か

も
伝
統
的
に
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
に
食
い
込
む
の
が
難
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
個
別
財
源
の
確
保
を
も
か
ね
た
と
ま
で
は
断
言
で
き
な

い
が
、
国
衙
財
政
を
田
租
と
正
税
出
挙
で
ま
か
な
お
う
と
し
て
、
正
税
出
挙
な
ど

の
拡
充
が
画
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

注
意
さ
れ
る
こ
と
は
先
の
天
平
一
七
年
の
制
で
は
「
其
官
物
欠
負
未
納
之
類
。

以
レ

玆
令
レ

塡
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
公
廨
稲
に
よ
っ
て
官
物
欠
負
未
納
之
類
が

こ
れ
に
よ
っ
て
補
塡
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
衙
財
政
の
充
実
に
つ
な
が
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
は
一
方
で
官
物
の
欠
負
未
納
の
補
塡
を
通
じ

て
中
央
財
政
に
も
貢
献
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
賦
役
令

土
毛
条
に
は

　
　

凡
土
毛
臨
時
応
レ

用
者
。
並
准
二

当
国
時
価
一

。
々
用
二

郡
稲
一

。

と
あ
り
、
土
毛
は
郡
稲
か
ら
出
す
べ
き
と
さ
れ
、
ま
た
賦
役
令
諸
国
貢
献
物
条
に

は
　
　

凡
諸
国
貢
献
物
者
。
皆
盡
二

当
土
所
出
一

。
其
金
。
銀
。
珠
。
玉
・
・
及
珍
異

之
類
者
。
皆
准
レ

布
為
レ

価
。
以
二

官
物
一

市
充
。
・
・

と
あ
り
、
官
物
を
貢
献
物
の
財
源
と
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る

「
官
物
」
で
あ
る
が
、
天
平
一
〇
年
頃
成
立
し
た
『
令
集
解
』
所
引
の
古
記）

28
（

は
賦

役
令
諸
国
貢
献
物
条
に
お
い
て
官
物
を
「
郡
稲
」
と
注
し
、
こ
れ
は
穴
説
も
同
様

で
あ
る
。
朱
説
は
「
正
税
」
と
す
る
が
、
意
味
は
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み

る
と
そ
れ
は
「
郡
稲
」
と
解
さ
れ
、
儀
制
令
元
日
国
司
条
に
お
い
て
元
日
の
儀
式

に
お
こ
な
う
儀
礼
の
た
め
の
「
其
食
以
二

当
処
官
物
及
正
倉
一

充
」
に
つ
い
て
の
義

解
の
「
官
物
者
。
郡
稲
也
。
正
倉
者
。
正
税
也
」
と
の
理
解
に
つ
な
が
る）

29
（

。
早
川

庄
八
氏
は
こ
れ
を
不
動
穀
、
動
用
穀
、
出
挙
雑
物
と
解
す
る）

30
（

が
、
学
令
釈
奠
条
に

「
凡
大
学
国
学
。
毎
レ

年
春
秋
二
仲
之
月
上
丁
。
釈
二

奠
於
先
聖
孔
宣
父
一

。
其
饌
酒

明
衣
所
レ

須
。
並
用
二

官
物
一

」
と
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
大
学
は
中
央
に
置

か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
釈
奠
の
費
用
に
「
郡
稲
」
を
充
て
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し

た
が
っ
て
「
官
物
」
を
「
郡
稲
」
と
の
み
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
続
日

本
紀
』
天
平
四
年
八
月
壬
辰
条
に
は
「
節
度
使
所
レ

管
諸
国
軍
団
幕
釡
有
レ

欠
者
。

割
二

取
今
年
応
レ

入
レ

京
官
物
一

。
充
レ

価
速
令
二

塡
備
一

」
と
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ

る
。「
応
レ

入
レ

京
官
物
一

」
は
調
庸
物
と
考
え
ら
れ
る）

31
（

こ
と
か
ら
し
て
、
賦
役
令
諸

国
貢
献
物
条
に
お
け
る
「
官
物
」
が
実
質
的
に
「
郡
稲
」
を
指
す
に
せ
よ
、
国
衙

財
政
が
充
実
し
て
お
れ
ば
中
央
政
府
は
土
毛
や
貢
献
物
の
入
手
も
期
待
で
き
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
中
央
財
政
へ
の
貢
献
に
他
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
こ
の
国
衙
財
政
の
充
実
は
、
本
来
政
府
が
支
出
す
る
は
ず
の
方
面
へ
の

支
出
を
も
可
能
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
天
平
二
年
の
、「
大
倭
国
正
税
帳
」
に
は

「
依
（
天
平
元
年
）
六
月
十
日
省
符
、
給
正
四
位
下
長
田
王
三
百
斛
、
依
六
月
七

日
省
符
、
給
従
五
位
上
田
口
朝
臣
家
主
百
斛）

32
（

」
と
み
え
、
ま
た
「
尾
張
国
正
税
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帳
」
に
も
民
部
省
符
に
よ
り
「
皇
后
宮
職
封
戸
租
料
肆
佰
伍
拾
伍
束
伍
把
伍
分）

33
（

」

を
支
出
し
た
と
あ
る
例
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
も
し
国
衙
財
政
に
不
足
が
生
じ

て
い
る
な
ら
ば
、
政
府
の
要
求
に
応
じ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
が
天
平
二
年
の
段
階
で
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
正
税
出
挙
の
大

規
模
化
が
展
開
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
方
面
へ
の
支
出
も
拡
大
さ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
。

　

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
調
庸
の
欠
負
未
納
の
補
塡
で
あ
る
。
本
来
、
調
庸
は
賦

課
対
象
の
個
人
が
納
付
す
る
も
の
で
あ
る）

34
（

が
、
し
か
し
時
に
欠
負
未
納
が
生
じ

る
。
そ
れ
は
国
司
の
勤
務
評
定
の
マ
イ
ナ
ス
、
中
央
政
府
の
財
源
の
減
少
を
意
味

す
る
が
、
そ
れ
を
防
ぐ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
公
廨
に
よ
る
「
官
物
」
の
欠
負
未
納
な
ど
の
補
塡
は
、
国
司
の

職
務
を
全
う
せ
し
む
る
に
便
な
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
国
守
に
つ
い
て
は
職
員

令
大
国
条
で
は

　
　

掌
下

祀
社
。
戸
口
。
籍
帳
。
字
二

育
百
姓
一

。
勧
二

課
農
桑
一

。
糺
二

察
所
部
一

。

貢
挙
。
孝
義
。
田
宅
。
良
賎
。
訴
訟
。
租
調
。
倉
廩
。
徭
役
。
兵
士
。
器

仗
。
鼓
吹
。
郵
駅
。
伝
馬
。
烽
候
。
城
牧
。
過
所
。
公
私
馬
牛
。
蘭
遺
雑

物
。
及
寺
。
僧
尼
名
籍
事
上

。

と
租
調
、
徭
役
な
ど
の
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
考
課
令
最
条
に
国
司

の
最
と
し
て
「
強
二

済
諸
事
一

」
が
掲
げ
ら
れ
、
ま
た
同
令
国
郡
司
条
に
お
い
て
国

司
の
評
価
は
部
内
の
戸
口
や
耕
作
面
積
の
増
減
な
ど
に
も
と
づ
く
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。

　

具
体
的
に
見
る
と
和
銅
五
年
五
月
に
は

　
　

太
政
官
奏
偁
。
郡
司
有
下

能
繁
二

殖
戸
口
一

。
増
二

益
調
庸
一

。
勧
課
二

農
桑
一

。

人
少
二

匱
乏
一

。
禁
二

断
逋
逃
一

。
粛
二

清
盗
賊
一

。
籍
帳
皆
実
。
戸
口
無
レ

遺
。

割
断
合
レ

理
。
獄
訟
無
レ

冤
。
在
レ

職
匪
レ

懈
。
立
レ

身
清
慎
上

。
其一
・
・
田
疇
不

レ

開
。
減
闕
二

租
調
一

。
籍
帳
多
レ

虚
。
口
丁
無
レ

実
。
逋
逃
在
レ

境
。
畋
遊
無
レ

度
。
其二
若
有
下

郡
司
及
百
姓
准
二

上
三
条
一

有
二

合
三
勾
以
上
一

者
上

。
国
司
具
レ

状
附
二

朝
集
使
一

。
挙
聞
。

と
の
方
針
が
示
さ
れ）

35
（

、「
減
闕
二

租
調
一

」
な
ど
の
場
合
は
国
司
に
は
マ
イ
ナ
ス
の

勤
務
評
定
を
な
す
と
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
が
い
ま
公
出
挙
の
運
用
に
成
功
す
る
な

ら
ば
、
い
ち
い
ち
各
戸
か
ら
徴
収
の
実
を
挙
げ
な
く
て
も
、
そ
の
求
め
ら
れ
た
租

調
な
ど
の
徴
収
額
は
確
保
で
き
る
の
で
あ
る
。
公
廨
か
ら
の
転
用
に
よ
っ
て
本
来

な
ら
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
と
な
る
と
こ
ろ
を
プ
ラ
ス
に
転
じ
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
納
付
す
る
べ
き
調
庸
物
の
量
に
不
足
が
生
じ
た
場
合
、
正
税
出
挙
で

あ
げ
た
利
益
で
も
っ
て
そ
の
不
足
分
を
交
易
に
よ
り
補
塡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
納

付
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
正
倉
院
に
年
月
不
明
で
あ
る
が
、｢

伊

豆
国
那
賀
郡
那
賀
郷
戸
主
生
部
直
安
麻
呂
委
文
部
益
人｣

が｢

調
堅
魚
代
」
と
し

て
納
付
さ
れ
た
「
商
布
」
が
存
在
す
る）

36
（

。
市
な
ど
に
お
い
て
流
通
し
て
い
た
「
商

布
」
が
購
入
さ
れ
、
そ
れ
が
「
調
堅
魚
代
」
と
し
て
納
付
さ
れ
た
こ
と
を
示
す

が
、
こ
の
例
は
個
人
が
お
こ
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
流
通
し
て
い
る
物

品
を
購
入
し
、
調
庸
物
に
充
て
る
と
言
う
こ
と
は
国
衙
で
も
展
開
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
天
平
勝
宝
七
歳
（
七
五
五
）
か
ら
八
歳
に
か
け
て
相
模
国
か
ら

東
大
寺
司
へ
売
却
さ
れ
た
「
調
邸）

37
（

」
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
栄
原
永
遠
男
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氏
は
こ
れ
を
相
模
国
が
京
の
市
で
調
庸
物
の
確
保
に
あ
た
る
た
め
の
施
設
で
あ
っ

た
と
と
ら
え
て
い
る）

38
（

が
、
国
司
も
勤
務
評
定
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
調
庸
の
欠
負
未

納
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
正
税
出
挙
の
利
益
か
ら
費
用
を
捻
出
し
、
時
に
京
の

市
や
国
府
の
市
で
求
め
て）

39
（

調
庸
物
を
納
付
し
、
マ
イ
ナ
ス
の
勤
務
評
定
か
ら
逃
れ

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る）

40
（

。

　

さ
ら
に
公
廨
稲
制
度
に
よ
り
国
司
は
そ
の
得
分
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

な
る
。
全
体
と
し
て
は
正
税
出
挙
の
拡
大
は
国
司
の
責
務
を
全
う
す
る
に
お
い

て
、
ま
た
中
央
省
庁
に
と
っ
て
も
そ
の
支
払
う
べ
き
給
与
の
財
源
の
一
つ
と
し
て

使
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
都
合
が
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
正
税
出
挙
の
拡
大
と
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
利
益
が
各
方
面
に

転
用
さ
れ
、
潤
滑
剤
と
し
て
機
能
し
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、
注
意
し
た
い
こ
と
は

こ
こ
に
地
方
政
治
の
転
換
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
税
を
徴
収
す
る
か
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
政
策
の
基
本
的
な

点
で
の
変
質
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
租
を
農
民
か
ら
と
り
、
そ
れ
を
財
源
と
し
て

国
衙
が
運
営
さ
れ
、
ま
た
調
庸
が
京
に
運
ば
れ
て
中
央
政
府
の
財
源
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
正
税
出
挙
の
利
益
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

正
税
を
出
挙
し
て
得
た
収
入
に
も
と
づ
く
国
衙
の
運
営
は
本
来
、
構
想
さ
れ
て

お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
租
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
正
税
出
挙
の
利
益
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
渡
辺
晃
宏
氏
は
正
税
・
公
廨
と

い
う
二
本
立
て
の
財
政
運
用
は
古
代
国
家
の
基
本
構
造
と
し
て
、
国
家
財
政
を
支

え
る
重
要
な
柱
と
し
て
機
能
す
る
と
説
い
て
い
る）

41
（

が
、
本
来
的
に
正
税
出
挙
は
農

民
の
必
要
に
応
じ
た
も
の
で
あ
り
、
私
出
挙
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
で
き
な
い
場
合
に

お
い
て
機
能
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
貸
し
出
し
を
前

提
と
し
、
国
庫
に
組
み
込
む
と
い
う
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
い
ま
、
そ
れ
が
大
規
模
に
展
開
さ
れ
、
国
衙
の
運
営
の
み
な
ら
ず
、

政
府
の
財
源
の
一
部
と
化
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
租
税
確
保
の
方

法
に
変
化
が
起
き
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

二　

天
平
一
九
年
五
月
官
奏

　

次
に
注
目
し
た
い
の
が
天
平
一
九
年
五
月
の
太
政
官
奏
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』

天
平
一
九
年
五
月
戊
寅
条
に
は

　
　

太
政
官
奏
曰
。
封
戸
人
数
縁
レ

有
二

多
少
一

。
所
レ

輸
雑
物
其
数
不
レ

等
。
是

以
。
官
位
同
等
所
レ

給
殊
レ

差
。
於
レ

法
准
量
。
理
実
不
レ

愜
。
請
毎
二

一
戸
一

。

以
二

正
丁
五
六
人
中
男
一
人
一

為
レ

率
。
則
用
二

郷
別
課
口
二
百
八
十
。
中
男
五

十
一
。
擬
為
二

定
数
一
。
其
田
租
者
毎
二
一
戸
一
以
二
卌
束
一
為
レ
限
。
不
レ

合
二

加
減
一
。

奏
可
之
。

と
み
え
、
封
戸
の
給
物
に
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
一
戸
あ
た
り
の
正

丁
を
「
五
六
人
」、
中
男
を
一
人
、
田
租
を
四
〇
束
と
し
、
郷
別
課
口
二
八
〇
、

中
男
五
〇
と
す
る
こ
と
と
し
た
と
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
郷
別
課
口
二
百
八

十
。
中
男
五
十
」
に
つ
い
て
、
沢
田
吾
一
氏
は
課
口
二
八
〇
に
は
次
丁
を
含
み
、

五
六
人
は
五
人
な
い
し
六
人
と
い
う
曖
昧
な
も
の
と
し）

42
（

、
時
野
谷
滋
氏
は
課
口
は

正
丁
の
み
で
、
五
六
人
は
五
人
ま
た
は
六
人
で
多
き
に
し
た
が
う
方
針
の
下
に
整

数
化
さ
れ
た
と
み
る）

43
（

。
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こ
の
数
値
自
体
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
る
こ
と
と
し
、
こ
の
官
奏
そ
の
も
の
が

い
か
に
扱
わ
れ
た
か
で
あ
る
が
、『
令
集
解
』
巻
十
三
賦
役
令
封
戸
条
に
は

　
　

天
平
十
九
年
六
月
一
日
格
云
。
郷
内
戸
口
縁
レ

有
二

多
少
一

。
所
レ

輸
雑
物
。
其

数
不
レ

等
。
官
議
平
章
。
損
多
益
少
。
毎
二

一
戸
一

以
二

正
丁
五
六
丁
。
中
男
一

人
一

為
レ

率
。
則
用
二

国
郷
別
課
口
二
百
八
十
。
中
男
五
十
一

。
擬
為
二

定
数
一

。

其
田
租
者
。
毎
二

一
戸
一

以
二

三
十
束
一

為
レ

限
。
不
レ

令
二

加
減
一

。
自
レ

今
以
後

永
為
二

恆
例
一

。

と
み
え
、
封
戸
に
限
ら
ず
「
国
郷
」
全
体
に
及
ぼ
さ
れ
、
ま
た
田
租
は
三
〇
束
に

変
更
さ
れ
て
施
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
果
た
し
て
正
丁
五
六
人
課
口
二
八
〇
が

沢
田
氏
の
言
う
よ
う
に
全
国
の
封
戸
ま
た
は
公
戸
の
す
べ
て
の
統
計
か
ら
得
ら
れ

た
平
均
値
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
疑
問
の
点
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
数

値
に
統
一
し
よ
う
と
し
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
、『
延
喜
式
』
巻
二
十
二

民
部
上
を
み
る
と

　
　

凡
封
戸
。
以
二

正
丁
四
人
。
中
男
一
人
一

。
為
二

一
戸
一

。
率
租
毎
レ

戸
以
二

卌
束
一

為
レ

限
。
毎
レ

郷
満
二

課
口
二
百
人
。
中
男
五
十
人
。
租
稲
二

二
千
束
一

。
若
不
レ

満
二

此
数
一

。
通
二

計
国
内
一

令
レ

塡
。
但
遭
レ

損
之
年
。
不
レ

聴
通
二

計
満
給
一

。

と
あ
り
、
封
戸
に
つ
い
て
は
一
戸
あ
た
り
正
丁
四
人
、
中
男
一
人
、
田
租
は
一
戸

四
〇
束
と
さ
れ
て
お
り
、
天
平
一
九
年
の
官
奏
と
は
数
値
が
異
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の
数
値
の
変
動
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
数
値
や
課
口

に
次
丁
を
含
む
か
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
見
解
の
相
違
も
あ
る
が
、
こ
の
法
定
さ
れ
た

数
字
と
実
勢
の
差
を
ま
ず
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
郷
別
課
口
二
八
〇
、
中
男

五
〇
か
ら
検
討
し
た
い
が
、
一
郷
に
何
人
の
正
丁
や
中
男
が
い
た
か
は
意
外
と
明

ら
か
で
な
い
。
唯
一
具
体
的
な
も
の
と
し
て
「
大
宝
二
年
御
野
国
山
方
郡
三
井
田

里
戸
籍
」
の
首
部）

44
（

を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
井
田
里
戸
数
俉
拾
戸

上
政
戸
拾
壹　
中
下
壹
戸　

下
中
壹
戸　

下
上
壹
戸　

下
々
捌
戸

中
政
戸
貳
拾
壹　
下
中
伍
戸

下
々
拾
陸
戸

下
政
戸
拾
捌　
下
上
壹
戸　

下
々
拾
陸
戸　

下
中
壹
戸　
　
　
　
　
　

口
数
捌
佰
仇
拾
仇

男
肆
佰
貳
拾
貳

有
位
捌　
正
丁
参　

癈
疾
壹　

次
丁
参　

耆
老
壹

正
丁
壹
佰
伍
拾
参
之
中

兵
士
参
拾
貳

遣
壹
佰
貳
拾
壹　
鍛
壹

　

次
丁
拾

少
丁
肆
拾
壹
之
中
兵
士
参

遣
参
拾
捌

小
子
壹
佰
肆
拾
肆 

緑
児
伍
拾
貳

癈
疾
伍

 

篤
疾
貳

耆
老
柒

女
肆
佰
陸
拾
参

有
位
次
女
壹

正
女
貳
佰
拾
貳

次
女
拾
伍

少
女
肆
拾

小
女
壹
佰
貳
拾
捌

緑
女
肆
拾
伍

耆
女
貳
拾
貳

奴
柒

正
奴
参

次
奴
壹

少
奴
壹

小
奴
貳

婢
柒

正
婢
肆

小
婢
参

と
あ
る
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
一
郷
あ
た
り
の
数
字
に
は
か
な
り
の
ば
ら
つ
き
が

あ
り
、
こ
れ
の
み
を
以
て
代
表
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
も
う
少
し

範
囲
を
広
げ
る
必
要
が
あ
る
。
幸
い
、
沢
田
吾
一
氏
の
ま
と
め
た
完
形
の
戸
に
も

と
づ
く
戸
口
の
実
数
な
ど
の
数
値
が
存
在
す
る）

45
（

の
で
、
そ
れ
に
加
え
て
五
〇
戸
換
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算
し
た
も
の
も
対
比
し
て
示
す
と
表
１
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
有
位
者
の
取
り

扱
い
や
残
疾
者
な
ど
の
取
り
扱
い）

46
（

は
不
明
で
あ
る
の
で
、
年
齢
中
心
で
あ
る
こ
と

を
断
っ
て
お
く
。
ま
た
戸
令
三
歳
以
下
条
に
よ
れ
ば
三
歳
以
下
は
黄
、
一
六
歳
以

下
小
、
二
〇
歳
以
下
中
、
二
一
歳
か
ら
丁
、
六
一
歳
か
ら
老
、
六
六
歳
か
ら
耆
と

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
い
る）

47
（

。

　

正
丁
、
次
丁
、
中
男
数
か
ら
見
て
み
よ
う
。
三
井
田
里
の
そ
れ
は
正
丁
一
五

三
、
次
丁
一
〇
、
こ
れ
に
中
男
四
一
と
な
る
が
、
御
野
国
全
体
の
平
均
で
は
正
丁

一
九
六
、
次
丁
五
、
中
男
四
四
、
全
籍
帳
の
平
均
数
値
は
正
丁
二
一
七
、
次
丁

七
、
中
男
三
八
と
な
る
。
し
て
み
る
と
、『
延
喜
式
』
段
階
の
課
口
数
な
ど
に
関

す
る
数
字
は
こ
こ
で
示
し
て
い
る
実
数
に
近
い
も
の
の
、
先
の
天
平
一
九
年
の
改

革
に
お
け
る
数
字
は
か
な
り
多
め
の
数
字
と
言
っ
て
よ
い
。

　

で
は
田
租
額
は
ど
う
か
。
こ
れ
も
沢
田
氏
の
先
の
数
字
を
も
と
に
戸
口
を
整
理

し
て
示
す
と
次
の
表
２
か
ら
５
の
よ
う
に
な
る
（
奴
婢
は
省
略
）

　

こ
れ
を
改
め
て
一
戸
あ
た
り
と
し
、
そ
の
授
田
額
、
そ
れ
に
段
別
一
束
五
把）

48
（

に

も
と
づ
い
て
田
租
額
を
求
め
る
と
表
６
の
よ
う
に
な
る
。
無
論
、
田
地
の
寛
狭
、

田
品
差
が
あ
る
な
ど
あ
る
が
、
す
べ
て
無
視
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お

封
主
に
は
賦
役
令
封
戸
条
に
お
い
て
「
調
庸
全
給
。
其
田
租
為
二

二
分
一

。
一
分
入
レ

官
。
一
分
給
レ

主
」
と
田
租
の
二
分
一
を
給
す
と
さ
れ
て
い
た
が
、
天
平
一
一
年

五
月
か
ら
は
全
給
と
さ
れ
て
い
る）

49
（

の
で
、
租
の
額
は
そ
の
ま
ま
使
用
で
き
る
こ
と

と
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
天
平
一
九
年
五
月
官
奏
で
は
四
〇
束
、
六
月
格
で
は
三
〇
束
と
あ

る
。
い
ず
れ
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
時
野
谷
滋
氏
は
民
部
省

表１　完形５０戸の課口数の内訳

もとの戸数の
課口・中男数

50戸換算の
課口・中男数

正丁数 次丁数 中男数 正丁数  次丁数  中男数

御野 107戸 420 11  94 196  5 44

三井田里 50戸 153 10  41 153 10 41

西海道 29戸 124  5  24 214  9 41

計帳 34戸 133  4  18 196  6 26

下総 24戸注１ 126  3  20 263  6 42

平均注２ 217  7 38

注１　沢田氏は養老五年下総国戸籍の房戸62戸を郷戸24としている。
　　　参考として掲げた。
　２　三井田里は含まない。
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表４　神亀・天平年間の籍帳中完形３４戸の年齢内訳

34戸 50戸換算

男 女 計 男 女 計

～６歳  40  43  83  59  63 122

７歳～ 232 290 522 341 426 767

計 272 333 605 400 489 889

表５　養老五年下総国戸籍の年齢内訳

24戸 50戸換算

男 女 計 男 女 計

～６歳  36  31  67  75  65   40

７歳～ 195 273 468 406 569  975

 計 231 304 535 481 634 1,115

表２　大宝二年御野国戸籍中完形１０７戸の年齢内訳

107戸 50戸換算

男 女 計 男 女  計

～６歳 　212 　192 　404  99  90 189

７歳～ 　817 　911 1,728 382 426 808

計 1,029 1,103 2,132 481 516 997

注　50戸換算の数値は、６歳までと７歳からの男女の実数値を換算して四捨
五入したものを示し、計欄の数値はそれぞれを足したものを示した（以下同
じ）。

表３　大宝二年西海道戸籍中完形２９戸の年齢内訳

29戸 50戸換算

男 女 計 男 女 計

～６歳  58  64 122 100 110 　210

７歳～ 230 255 485 397 440 　837

計 288 319 607 497 550 1,047
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式
上
が
郷
別
「
二
千
束
」
と
す
る
こ
と
か
ら
「
四
〇
束
」
が
正
し
い
と
す
る）

50
（

が
、

表
６
に
よ
れ
ば
四
〇
束
が
正
し
い
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
実
際
の
「
相
模
国
天
平
七
年
封
戸
租
交
易
帳
」
を
み
る
と
、
そ
の
首
部

に
　
　

合
八
郡
食
封
壹
拾
参
処　

壹
仟
参
佰
戸　

田
肆
仟
壹
佰
陸
拾
貳
町
貳
段
貳
佰

玖
歩　

不

　
　
　

輸
租
田
壹
仟
貳
佰
肆
拾
肆
町
参
段
壹
佰
陸
拾
壹
歩　

見
輸
租
田
貳
仟
玖
佰

　
　
　

壹
拾
柒
町
玖
段
肆
拾
捌
歩　

租
肆
万
参
仟
柒
佰
陸
拾
捌
束
柒
把 

と
あ
る）

51
（

。
こ
れ
を
五
〇
戸
換
算
な
ど
し
た
も
の
が
表
７
で
あ
る
。
一
戸
換
算
し
た

場
合
の
租
稲
三
三
束
七
把
は
一
戸
あ
た
り
の
口
分
田
二
町
二
段
に
段
別
租
稲
一
束

五
把
と
し
て
算
出
さ
れ
る
三
三
束
と
近
似
し
て
い
る
。
天
平
七
年
段
階
で
は
封
主

に
は
そ
の
二
分
の
一
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
の
数
値
化
と
思
え

る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
全
額
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
天
平
一
九
年
段
階
で

は
こ
の
租
が
全
給
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
て
み
る
と

天
平
一
九
年
五
月
官
奏
の
戸
別
四
〇
束
は
や
や
多
め
、
六
月
の
三
〇
束
は
や
や
少

な
め
の
設
定
と
な
る
。

　

も
っ
と
も
先
に
み
た
よ
う
に
課
口
数
は
か
な
り
多
め
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
こ
と
か
ら
す
る
と
国
庫
に
入
る
調
庸
の
量
、
封
主
が
受
け
取
る
封
物
は
以
前
よ

り
多
く
な
る
こ
と
と
な
る
。
国
庫
に
入
る
調
庸
は
そ
の
多
く
が
支
配
者
層
に
消
費

さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
こ
に
太
政
官
構
成
員
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
こ
と
は
一
方
で
そ
の
徴
収
の
任
に
当
た
る
国
司
に
と
っ
て
は
負
担

表６　１戸あたりの授田額と田租額

御野 西海道 計帳 下総 平均

授田額（段） 26.6 27.6 25.0 31.4 27.7

田租額（束） 39.9 41.4 37.5 47.1 41.6

表７　相模国天平七年封戸租交易帳の換算

戸数 田数 不輸租田 見輸租田 租稲

1300戸 4162町2段209歩 1244町3段161歩 2917町9段48歩 4万3768束7把

50戸換算 160町1段 47町8段 112町2段 1683束4把

1戸換算 3町2段 1町0段 2町2段 33束7把

（50戸換算・1戸換算の田数は段以下、租稲は把以下切り捨てている）
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と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
調
庸
の
欠
負
未
納
に
つ
な
が
る
が
、
こ
こ
で
想
起

さ
れ
る
の
が
前
章
に
お
け
る
正
税
出
挙
の
拡
大
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
欠
負
未
納

の
補
塡
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
納
付
す
る
べ
き
調
庸
物
の
量
に
不
足
が
生
じ
た
場

合
、
正
税
出
挙
で
あ
げ
た
利
益
で
も
っ
て
そ
の
不
足
分
を
交
易
に
よ
り
補
塡
し
、

納
付
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
正
税
出
挙
の
拡
大
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
利
益
で
も
っ
て
、
本
来
の
規
定
よ
り
も
多
く
を
納
付
す
る
こ
と
も
可

能
と
な
り
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
天
平
一
九
年
五
月
官
奏
に
お
い
て
法
定
収
量
の

設
置
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
太
政
官
構
成
員
に
プ
ラ
ス

と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

  

今
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
農
民
の
動
向
を
把
握
す
る
度
合

い
の
低
下
で
あ
る
。
一
郷
に
何
人
が
居
住
し
、
ど
れ
だ
け
の
田
地
を
耕
作
し
て
い

る
か
は
か
つ
て
は
国
衙
財
政
・
国
家
財
政
の
基
盤
を
な
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
法

定
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
農
民
の
動
向
に
は
以
前
ほ
ど
注
意
が
払
わ

れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
先
に
み
た
和
銅
五
年
五
月
の
太
政
官
奏
の
方
向
と
は
異

な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
従
来
の
理
念
と
は
異
な
る
理
念
の
下
に
国
衙
財

政
・
国
家
財
政
の
運
用
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三　

土
地
制
度
の
変
化

  

次
に
土
地
制
度
の
変
化
か
ら
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
天
平

一
五
年
に
墾
田
永
年
私
財
法
が
だ
さ
れ
る
。『
続
日
本
紀
』
天
平
一
五
年
五
月
乙

丑
条
は

　
　

詔
曰
。
如
レ

聞
。
墾
田
依
二

養
老
七
年
格
一

。
限
満
之
後
。
依
レ

例
収
授
。
由
レ

是
。
農
夫
怠
倦
。
開
レ

地
復
荒
。
自
レ

今
以
後
。
任
為
二

私
財
一

。
無
レ

論
二

三
世

一
身
一

。
悉
咸
永
年
莫
レ

取
。
其
親
王
一
品
及
一
位
五
百
町
。
二
品
及
二
位
四

百
町
。
三
品
四
品
及
三
位
三
百
町
。
四
位
二
百
町
。
五
位
百
町
。
六
位
已
下

八
位
已
上
五
十
町
。
初
位
已
下
至
二

于
庶
人
一

十
町
。
但
郡
司
者
。
大
領
少
領

三
十
町
。
主
政
主
帳
十
町
。
若
有
三

先
給
レ

地
過
二

多
玆
限
一

。
便
即
還
レ

公
。

姧
作
隠
欺
。
科
レ

罪
如
レ

法
。
国
司
在
レ

任
之
日
。
墾
田
一
依
二

前
格
一

。

と
す
る
。
こ
こ
に
見
え
る
養
老
七
年
（
七
二
三
）
格
と
は
『
続
日
本
紀
』
養
老
七

年
四
月
辛
亥
条
の

　
　

太
政
官
奏
。
頃
者
。
百
姓
漸
多
。
田
池
窄
狭
。
望
請
。
勧
二

課
天
下
一

。
開
二

闢
田
疇
一

。
其
有
下

新
二

造
溝
池
一

。
営
二

開
墾
一

者
上

。
不
レ

限
二

多
少
一

。
給
伝
二

三
世
一

。
若
逐
二

旧
溝
池
一

。
給
二

其
一
身
一

。
奏
可
之
。

の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
『
続
日
本
紀
』
天
平
一
五
年
五
月
乙
丑
条
の
記
事

は
『
令
集
解
』
巻
一
二
田
令
荒
廃
条
で
は

　
　

養
老
七
年
格
云
。
其
依
二

旧
溝
一

墾
者
。
給
二

其
身
一
身
一

也
。
新
作
二

堤
防
一

墾

者
。
給
伝
二

三
世
一

也
。
国
司
不
レ

合
。
天
平
一
五
年
五
月
廿
七
日
格
。
勅
。

如
レ

聞
。
墾
田
縁
二

養
老
七
年
格
一

限
満
之
後
。
依
レ

例
収
授
。
由
レ

是
農
夫
怠

倦
。
開
地
復
荒
。
自
レ

今
以
後
。
任
為
二

私
財
一

。
无
レ

論
二

三
世
一
身
一

。
悉
咸

永
年
莫
レ

取
。
其
国
司
在
レ

任
之
日
。
墾
田
一
依
二

前
格
一

。
但
人
為
二

開
レ

田
占

 
地
者
。
先
就
レ

国
申
請
。
然
後
開
レ

之
。
不
レ

得
三

因
レ

玆
占
二

請
百
姓
有
レ

妨
之

地
一

。
若
受
レ

地
之
後
。
至
二

三
年
一

。
本
主
不
レ

開
者
。
聴
二

他
人
開
墾
一

。
其

親
王
一
品
及
一
位
五
百
町
。
二
品
及
二
位
四
百
町
。
三
品
四
品
及
三
位
三
百
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町
。
四
位
二
百
町
。
五
位
一
百
町
。
六
位
以
下
八
位
以
上
五
十
町
。
初
位
以

下
至
二

于
庶
人
一

十
町
。
但
郡
司
者
。
大
領
。
少
領
卅
町
。
主
政
。
主
帳
十

町
。
若
有
三

先
給
レ

地
数
過
二

多
玆
限
一

。
便
即
還
レ

公
。
姧
作
隠
欺
。
以
レ

法
科

レ

罪
。
国
司
在
レ

任
之
日
。
墾
田
一
依
二

前
格
一

。

と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
五
所
収
天
平
一
五
年
五
月
二
七
日

格
で
は

　
　

勅
。
墾
田
據
二

養
老
七
年
格
一

。
限
満
之
後
依
レ

例
収
獲
。
由
レ

是
農
夫
怠
倦
開

レ

地
復
荒
。
自
レ

今
以
後
。
任
為
二

私
財
一

無
レ

論
二

三
世
一
身
一

。
悉
咸
永
年
莫
レ

取
。
其
国
司
在
レ

任
之
日
。
墾
田
一
依
二

前
格
一

。
但
人
為
二

開
レ

田
占
地
者
。

先
就
レ

国
申
請
。
然
後
開
レ

之
。
不
レ

得
三

因
レ

玆
占
二

請
百
姓
有
レ

妨
之
地
一

。
若

受
レ

地
之
後
。
至
二

于
三
年
一

。
本
主
不
レ

開
者
。
聴
二

他
人
開
墾
一

。

と
さ
れ
て
い
る
。

　

や
や
異
同
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
吉
田
孝
氏
は
『
令
集
解
』
は
弘
仁
格
を

写
し
た
あ
と
『
続
日
本
紀
』
を
付
加
し
た
も
の
と
し
た
上
で
、
①
三
世
一
身
に
も

と
づ
く
収
公
は
広
範
に
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
強
く
、
②
天
平
一
四
年

に
は
班
田
図
が
作
成
さ
れ
る
が
、
こ
の
過
程
で
墾
田
収
公
の
得
策
で
な
い
こ
と
を

知
っ
た
為
政
者
は
墾
田
は
永
年
収
公
し
な
い
と
い
う
画
期
的
な
決
断
を
下
し
た
も

の
の
、
③
し
か
し
為
政
者
は
養
老
七
年
格
の
よ
う
に
「
不
限
多
少
」
と
し
た
の
で

は
身
分
の
低
い
豪
族
が
大
規
模
な
墾
田
地
の
占
定
が
予
想
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
の

対
策
と
し
て
私
財
法
で
制
限
規
定
を
し
た
も
の
と
し
、
④
こ
の
制
限
規
定
は
田
令

に
よ
る
位
田
な
ど
の
階
層
的
秩
序
を
墾
田
を
含
め
て
再
編
成
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
、
田
令
の
全
面
的
否
定
で
は
な
い
と
し
、
⑤
私
財
法
は
田
令
の
重
要
な
部
分
を

崩
し
た
が
、
土
地
に
対
す
る
支
配
の
深
化
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
制
限
規

定
は
現
実
に
は
未
墾
地
の
大
規
模
な
選
定
を
促
進
し
た
も
の
で
あ
り
、
⑥
制
限
規

定
が
弘
仁
年
間
ま
で
に
何
故
無
効
と
さ
れ
た
か
不
明
、
と
す
る）

52
（

。
ま
た
、
こ
れ
に

関
し
て
⑦
田
令
荒
廃
条
古
記
が
「
荒
地
。
謂
未
熟
荒
野
之
地
。
先
熟
荒
廃
者
非
。

唯
荒
廃
之
地
。
有
能
借
佃
者
判
借
耳
」
と
、
荒
地
と
荒
廃
地
（
田
が
荒
廃
し
た
も

の
）
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
宝
令
に
荒
地
規
定
が
あ
り
、
荒
地
に
は
借

佃
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
と
み
て
、
大
宝
令
に
は
荒
地

に
は
借
佃
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
な
い
と
の
法
文
が
あ
っ
た
と
し
、
大
宝
令
に

は
百
姓
墾
田
の
収
公
規
定
無
し
と
し
、
す
な
わ
ち
建
前
と
し
て
い
つ
で
も
収
公
で

き
た
が
、
し
か
し
私
功
を
加
え
た
も
の
は
口
分
田
よ
り
も
難
し
い
と
し
た
上
で
、

⑧
私
財
法
は
開
墾
予
定
地
の
占
定
手
続
き
や
そ
の
有
効
期
間
を
明
確
化
し
た
も
の

で
田
地
に
対
す
る
支
配
体
制
を
深
化
さ
せ
た
も
の
と
し
、
開
墾
さ
れ
た
土
地
は
輸

租
田
と
し
て
田
図
に
登
録
し
て
お
り
、
田
地
に
対
す
る
支
配
権
は
後
退
し
て
い
な

い
と
し
、
⑨
し
か
も
占
定
面
積
を
律
令
官
人
の
位
階
に
応
じ
て
制
限
し
て
お
り
、

こ
れ
は
隋
唐
的
な
律
令
体
制
を
基
準
に
す
る
と
私
財
法
は
律
令
体
制
的
な
制
度
に

ほ
か
な
ら
ず
、
私
財
法
は
日
本
の
班
田
制
に
欠
如
し
て
い
た
要
素
を
補
完
し
た
も

の
と
し
、
⑩
開
田
の
す
べ
て
が
見
作
田
と
な
ら
な
い
農
業
技
術
の
段
階
で
は
見
作

田
の
面
積
を
直
接
制
限
す
る
こ
と
は
技
術
的
に
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
む
し
ろ
開

墾
予
定
地
の
占
定
を
制
限
す
る
方
が
よ
り
現
実
的
な
規
制
方
法
で
あ
っ
た
と
み
て

い
る）

53
（

。

  

こ
れ
に
対
し
て
坂
上
康
俊
氏
は
①
大
宝
田
令
荒
廃
条
に
お
い
て
古
記
が
ふ
れ
て

い
る
荒
地
は
唐
令
に
は
確
認
で
き
な
い
も
の
で
、
そ
の
荒
地
を
条
文
に
含
め
た
理
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由
は
荒
地
規
定
を
独
自
に
挿
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
理
由
を
説
明
す

る
必
要
が
生
じ
た
、
す
な
わ
ち
、
後
半
部
で
地
方
官
の
開
墾
に
言
及
し
て
い
る

が
、
前
半
の
荒
地
は
一
般
庶
民
の
開
墾
と
な
る
「
百
姓
墾
」
へ
の
対
応
の
た
め
と

考
え
ら
れ
る
と
し
、
大
宝
令
制
定
時
点
で
全
く
あ
ら
た
な
開
発
田
の
出
現
が
十
分

に
予
想
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
の
取
り
扱
い
や
班
田
収
授
制
に
取
り
込
む
規
則
も
用

意
し
た
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
上
で
、
②
私
財
法
に
対
す
る
吉
田
氏
の
荒
地
の
開

発
と
そ
れ
に
よ
っ
て
で
き
た
熟
田
を
漸
く
国
家
の
規
制
下
に
置
け
る
よ
う
に
な
っ

た
と
の
評
価
を
疑
問
と
し
、
③
私
財
法
が
限
度
額
を
定
め
よ
う
と
し
た
と
き
、
唐

の
永
業
田
の
規
定
を
参
照
し
た
可
能
性
は
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
庶
人
の
場

合
、
唐
で
は
二
〇
畝
を
超
す
分
は
口
分
田
に
さ
れ
、
国
家
に
よ
る
均
田
制
サ
イ
ク

ル
に
回
収
さ
れ
る
が
、
私
財
法
で
は
墾
開
者
に
処
分
権
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
墾

開
地
の
耕
作
が
続
く
限
り
班
田
収
授
の
サ
イ
ク
ル
に
は
い
る
こ
と
は
な
い
と
し
、

④
私
財
法
は
庶
人
に
つ
い
て
も
私
的
土
地
所
有
の
確
実
な
一
歩
で
あ
り
、
吉
田
説

は
私
財
法
と
均
田
制
、
官
人
永
業
田
の
相
似
し
た
面
を
強
調
し
す
ぎ
て
い
る
と

し
、
⑤
大
宝
令
の
制
定
時
点
で
庶
人
の
開
発
に
も
明
確
な
構
想
と
意
思
を
も
っ
て

い
た
が
、
私
財
法
は
そ
の
構
想
、
意
思
の
一
部
放
棄
を
宣
言
し
た
も
の
で
、
⑥
こ

の
法
に
よ
り
、
国
家
に
よ
る
と
田
地
把
握
が
深
化
し
た
と
評
価
で
き
ず
、
ま
た
唐

均
田
制
に
近
づ
い
た
と
も
言
え
な
い
と
し
、
⑦
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
国
家
に

よ
る
土
地
把
握
を
危
殆
に
陥
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
経
済
政
策
面
か
ら
は
私
財
法

は
土
地
所
有
へ
の
欲
求
を
刺
激
し
て
国
家
の
財
政
基
盤
を
拡
大
さ
せ
る
た
め
の
施

策
で
あ
っ
た
と
説
い
て
い
る）

54
（

。

　

荒
地
開
墾
規
定
が
大
宝
令
で
は
ど
う
規
定
さ
れ
て
い
た
か
が
鍵
を
握
る
が
、
荒

廃
条
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る）

55
（

。
こ
れ
は
大
宝
令
文
が
不
明
な
た
め
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
養
老
令
で
は

　
　

❶
凡
公
私
田
荒
廃
。

　
　

❷
三
年
以
上
。
有
二

能
佃
一

者
。
経
二

官
司
一

判
借
之
。

　
　

❸
雖
二

隔
越
一

亦
聴
。

　
　

❹
私
田
三
年
還
レ

主
。
公
田
六
年
還
レ

官
。

　
　

❺
限
満
之
日
。
所
レ

借
人
口
分
未
レ

足
者
。
公
田
即
聴
レ

充
二

口
分
一

。

　
　

❻
私
田
不
レ

合
。
其
官
人
於
二

所
部
界
内
一

。
有
二

空
閑
地
一

願
レ

佃
者
。
任
聴
二

営

種
一

。

　
　

❼
替
解
之
日
還
レ

公
。

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
大
宝
令
の
注
釈
で
あ
る
古
記
は
❷
に
あ
た
る
大
宝
令
の
箇

所
に
対
し
て

　
　

荒
廃
三
年
以
上
。
謂
堤
防
破
壊
不
レ

堪
二

修
理
一

。
仍
有
二

能
修
理
一

佃
者
。
判

佃
之
也
。
主
欲
二

自
佃
一

先
盡
二

其
主
一

。
謂
他
人
先
請
二

願
佃
一

。
経
二

官
司
一

訖
。
後
主
聞
二

他
人
佃
一

。
而
未
レ

申
二

自
佃
一

者
。
縱
雖
二

後
申
一

猶
令
二

主
佃
一

。

開（
ア
）元

令
云
。
令
二

其
借
一

而
不
レ

耕
。
経
二

二
年
一

者
。
任
二

有
力
者
借
之
。
即

不
二

自
加
功
。
転
分
二

与
人
一

者
。
其
地
即
廻
二

借
見
佃
之
人
一

。
若
佃
人
雖
二

経
レ

熟
訖
一

。
三
年
之
外
。
不
レ

能
二

種
耕
一

。
依
レ

式
追
収
。
改
給
也
。
荒
地
。

謂
未
熟
荒
野
之
地
。
先
熟
荒
廃
者
非
。
唯
荒
廃
之
地
。
有
二

能
借
佃
者
一

。
判

借
耳
。

　

❻
に
あ
た
る
箇
所
に
対
し
て

　
　

任
聴
二

営
種
一

。
謂
告
二

同
官
一

知
之
也
。
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❼
に
あ
た
る
箇
所
に
対
し
て

　
　

替（
イ
）解

日
還
レ

官
収
授
。
謂
百
姓
墾
者
。
待
二

正
身
亡
一

。
即
収
授
。
唯
初
墾
六

年
内
亡
者
。
三
班
収
授
也
。
公
給
熟
田
。
尚
須
二

六
年
之
後
一

収
授
。
況
加
二

私

功
一

。
未
レ

得
レ

実
哉
。
挙
レ

軽
明
レ

重
義
。
其
租
者
。
初
耕
明
年
始
輸
也
。
開

元
式
第
二
巻
云
。
其
開
二

荒
地
一

。
経
二

二
年
一

収
レ

熟
。
然
後
准
レ

例
。
養
老
七

年
格
云
。
其
依
二

旧
溝
一

墾
者
。
給
二

其
身
一
身
一

也
。
新
作
二

堤
防
一

墾
者
。
給

伝
二

三
世
一

也
。
国
司
不
レ

合
。
天
平
十
五
年
五
月
廿
七
日
格
。
勅
。
如
レ

聞
。

墾
田
縁
二

養
老
七
年
格
一

限
満
之
後
。
依
レ

例
収
授
。
由
レ

是
農
夫
怠
倦
。
開
地

復
荒
。
自
レ

今
以
後
。
任
為
二

私
財
一

。
无
レ

論
二

三
世
一
身
一

。
悉
咸
永
年
莫
レ

取
。
其
国
司
在
レ

任
之
日
。
墾
田
一
依
二

前
格
一

。
但
人
為
二

開
レ

田
占
地
者
。

先
就
レ

国
申
請
。
然
後
開
レ

之
。
不
レ

得
三

因
レ

玆
占
二

請
百
姓
有
レ

妨
之
地
一

。
若
受

レ

地
之
後
。
至
二

三
年
一

。
本
主
不
レ

開
者
。
聴
二

他
人
開
墾
一

。
其
親
王
一
品
及

一
位
五
百
町
。
二
品
及
二
位
四
百
町
。
三
品
四
品
及
三
位
三
百
町
。
四
位
二

百
町
。
五
位
一
百
町
。
六
位
以
下
八
位
以
上
五
十
町
。
初
位
以
下
至
二

于
庶

人
一

十
町
。
但
郡
司
者
。
大
領
。
少
領
卅
町
。
主
政
。
主
帳
十
町
。
若
有
三

先

給
レ

地
数
過
二

多
玆
限
一

。
便
即
還
レ

公
。
姧
作
隠
欺
。
以
レ

法
科
レ

罪
。
国
司
在

レ

任
之
日
。
墾
田
一
依
二

前
格
一

。

と
註
し
て
い
る
が
、
こ
れ
の
み
で
は
大
宝
令
の
全
文
を
完
全
に
復
原
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
近
年
発
見
さ
れ
た
北
宋
天
聖
令
が
状
況
を
一
変
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち

唐
令
は
永
徽
令
か
ら
開
元
三
年
令
を
経
て
開
元
二
五
年
令
に
至
る
が
、
大
宝
令
は

永
徽
令
を
参
照
し
て
い
る）

56
（

。
そ
の
永
徽
令
も
不
完
全
に
し
か
復
原
で
き
な
い
が
、

こ
の
度
発
見
さ
れ
た
北
宋
天
聖
令
に
は
そ
れ
ま
で
完
全
な
形
で
知
る
こ
と
の
で
き

な
か
っ
た
開
元
二
五
年
令
が
完
整
な
形
で
保
存
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

は
　
　

諸
公
私
﹇
田
﹈
荒
廃
三
年
以
上
、
有
能
﹇
借
﹈
佃
者
、
経
官
司
申
牒
借
之
、

雖
隔
越
亦
聴
。
∧
易
田
於
易
限
之
内
、
不
在
備
（
倍
）
限
。∨
私
田
三
年
還

主
、
公
田
九
年
還
官
。
其
私
田
雖
廃
三
年
、
主
欲
自
佃
、
先
尽
其
主
。
限
満

之
日
、
所
借
人
口
分
未
足
者
、
官
田
即
聴
充
口
分
。
∧
若
当
県
受
田
悉
足

者
、
年
限
雖
満
、
亦
不
在
追
限
。
応
得
永
業
者
、
聴
充
永
業
。∨
私
田
不

合
。﹇
令
﹈
其
借
而
不
耕
、
経
二
年
者
、
任
有
力
者
借
之
。
則
（
即
）
不
自

加
功
、
転
分
与
人
者
、
其
地
即
回
借
見
佃
之
人
。
若
佃
人
雖
経
熟
訖
、
三
年

﹇
之
﹈
外
不
能
耕
種
、
依
式
追
収
、
改
給
。

　
　
　
　
　

 

∧
∨
は
本
文
註
、﹇
﹈
は
補
入
、（
）
は
衍
字
・
誤
字
。

と
あ
っ
た
の
で
あ
る）

57
（

。

　

こ
の
開
元
二
五
年
令
は
開
元
三
年
令
、
さ
ら
に
は
大
宝
令
が
手
本
と
し
た
永
徽

令
と
近
い
と
し
て
、
服
部
一
隆
氏
は
大
宝
田
令
荒
廃
条
を

　
　

凡
公
私
荒
廃
三
年
以
上
、
有
二

能
佃
一

者
、
経
二

官
司
一

判
借
之
。
雖
二

隔
越
一

亦

聴
。
私
田
三
年
還
レ

主
、
公
田
六
年
還
レ

官
。
其
私
田
雖
レ

廃
二

三
年
一

、
主
欲
二

自
佃
一

先
尽
二

其
主
一

。
限
満
之
日
、
所
レ

借
人
口
分
未
レ

足
者
、
公
田
即
聴
レ

充
二

口
分
一

。
私
田
不
レ

合
。
其
官
人
於
二

所
部
界
内
一

、
有
二

荒
地
一

願
レ

佃
者
、

任
聴
二

営
種
一

。
替
解
之
日
還
レ

官
収
授
。

と
復
原
し
た）

58
（

。
そ
の
上
で
、
大
宝
令
は 

唐
令
の
「
請
」
に
あ
た
る
未
墾
地
の
開

墾
規
定
を
削
除
し
、
ま
た
借
佃
規
定
は
郡
司
と
百
姓
の
別
も
定
め
ら
れ
て
い
な
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か
っ
た
大
宝
以
前
で
は
想
定
が
困
難
で
、
そ
こ
で
借
佃
規
定
で
あ
っ
た
条
の
内
、

不
要
と
な
っ
た
後
半
部
分
に
荒
地
と
い
う
唐
田
令
の
字
句
を
利
用
し
た
未
墾
地
の

開
墾
規
定
を
挿
入
し
た
も
の
で
、
荒
地
の
百
姓
開
墾
は
大
宝
令
で
は
想
定
外
に
お

か
れ
て
い
た
と
す
る）

59
（

。
  

こ
の
よ
う
に
服
部
氏
は
、
百
姓
墾
に
つ
い
て
の
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
と

ら
え
た
が
、
し
か
し
坂
上
康
俊
氏
は
そ
の
規
定
は
存
在
し
て
い
た
と
み
て
い
る）

60
（

。

論
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
当
初
か
ら
そ
の
存
在
は
想

定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
法
文
と
し
て
の
明
確
な
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
が
、

義
解
が
同
条
に
お
い
て
、
位
田
、
賜
田
、
口
分
田
、
墾
田
を
私
田
と
す
る
と
註
し

て
い
る）

61
（

こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
既
に
墾
田
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
義
解
の
註
で
あ
る
こ
と
か
ら
後
世
の
観
念
に
よ
る
も
の
と
の
見
方
も

で
き
る
が
、
荒
地
に
つ
い
て
（
ア
）
に
お
い
て
「
開
元
式
」
の
引
用
に
せ
よ
古
記

が
ふ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
同
様
に
（
イ
）
に
お
い
て
「
替
解
日
還
レ

官
収

授
。
謂
百
姓
墾
者
。
待
二

正
身
亡
一

。
即
収
授
。
唯
初
墾
六
年
内
亡
者
。
三
班
収
授

也
。
・
・
」
と
「
初
墾
」
を
も
念
頭
に
お
い
た
「
百
姓
墾
」
に
ふ
れ
て
い
る
こ
と

は
百
姓
に
よ
る
荒
地
開
墾
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。「
公
私
荒
廃
」
の
私
田
に
は
私
が
開
墾
し
た
墾
田
が
含
ま
れ
る
以
上
、
百
姓

に
し
ろ
、
王
臣
で
あ
れ
、
開
墾
は
し
て
お
り）

62
（

、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
い
な
い
と

い
う
の
は
不
思
議
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
百
姓
墾
は
展
開
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
私
財
法
に
つ
い
て
は
、
旧
来
は
私
的
土
地
所
有
の
端
緒
と
な
り
、
公

地
公
民
制
の
解
体
と
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
石
母
田
正
氏
は
「
直
接
に
は

東
大
寺
及
び
大
仏
造
立
計
画
の
た
め
の
法
令
で
あ
り
、
そ
の
後
の
各
階
層
か
ら
の

大
量
の
施
入
は
政
府
の
政
策
の
成
功
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
土

地
国
有
制
と
原
則
的
に
矛
盾
す
る
か
か
る
法
令
の
発
布
を
見
た
こ
と
は
王
臣
家
、

社
寺
等
お
よ
び
地
方
豪
族
・「
殷
富
の
百
姓
」
の
基
本
的
利
害
が
自
由
な
土
地
私

有
権
の
獲
得
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
瞭
に
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る）

63
（

。
こ
れ
に
対

し
て
吉
田
孝
氏
は
田
地
に
対
す
る
支
配
体
制
を
深
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の）

64
（

、
坂

上
康
俊
氏
は
私
的
土
地
所
有
の
端
緒
と
し
て
評
価
す
べ
き
と
し）

65
（

、
評
価
が
分
か
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
至
る
政
策
の
変
遷
か
ら
し
て
石
母
田
氏
、
坂
上
氏
に
し
た
が

う
。
す
な
わ
ち
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
（
七
〇
六
）
年
三
月
丙
辰
条
で
は

　
　

・
・
頃
者
。
王
公
諸
臣
多
占
二

山
沢
一

。
不
レ

事
二

耕
種
一

。
競
懐
二

貪
婪
一

。
空

妨
二

地
利
一

。・
・
自
今
以
後
。
不
レ

得
二

更
然
一

。
但
氏
々
祖
墓
及
百
姓
宅
辺
。

栽
レ

樹
為
レ

林
。
并
周
二
三
十
許
歩
。
不
レ

在
二

禁
限
一

。

と
し
、
ま
た
和
銅
四
（
七
一
一
）
年
一
二
月
丙
午
条
で
は

　
　

詔
曰
。
親
王
已
下
及
二

豪
強
之
家
一

。
多
占
二

山
野
一

。
妨
二

百
姓
業
一

。
自
レ

今

以
来
。
厳
加
二

禁
断
一

。
但
有
下

応
レ

墾
二

開
空
閑
地
一

者
上

。
宜
経
二

国
司
一

。
然

後
聴
二

官
処
分
一

。

と
し
、
王
公
諸
臣
や
豪
強
之
家
の
土
地
私
有
が
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

66
（

。
両

者
の
差
違
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
養
老
七
年
格
が
「
開
二

闢
田
疇
一

。
其
有

下
新
二

造
溝
池
一

。
営
二

開
墾
一

者
上

。
不
レ

限
二

多
少
一

。
給
伝
二

三
世
一

。
若
逐
二

旧
溝

池
一

。
給
二

其
一
身
一

」
と
し
、
面
積
を
「
不
レ

限
二

多
少
一

」
と
す
る
こ
と
か
ら
み
る

と
、
天
平
一
五
年
の
私
財
法
は
面
積
に
上
限
を
設
け
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
制

限
を
加
え
た
か
に
み
え
る
。
し
か
し
一
方
で
永
年
の
私
財
と
す
る
こ
と
を
認
め
て
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い
る
の
で
あ
る
。
養
老
年
間
の
土
地
政
策
は
「
百
姓
漸
多
。
田
地
窄
狭
」
の
故
に

あ
く
ま
で
も
班
給
す
べ
き
口
分
田
の
た
め
の
田
地
の
拡
張
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ

り）
67
（

、
開
墾
さ
れ
た
土
地
は
最
終
的
に
国
家
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
公

地
公
民
制
、
換
言
す
る
な
ら
ば
律
令
制
の
土
地
制
度
の
枠
内
に
収
ま
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
私
財
法
は
養
老
の
政
策
が
失
敗
し
た
と
位
置
づ
け
る
も
の
の
、
田
地

拡
張
策
を
維
持
す
る
一
方
、
新
た
に
上
級
官
人
層
の
土
地
所
有
に
道
を
開
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
坂
上
氏
の
説
く
よ
う
に
上
級
官
人
層
の
意
向
を
受
け
て
方

針
転
換
が
な
さ
れ
た）

68
（

と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
私
財
法
は
か
つ
て
は
禁
じ

て
い
た
土
地
の
開
墾
私
有
を
認
め
た
も
の
と
評
価
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

  

こ
の
よ
う
な
政
策
が
何
故
出
さ
れ
た
か
で
あ
る
。
吉
田
氏
は
先
に
み
た
よ
う
に

田
地
に
対
す
る
支
配
体
制
を
深
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
と
ら
え
て
い
る）

69
（

。
確

か
に
田
図
の
作
成
な
ど
、
墾
開
地
な
ど
に
対
し
て
も
支
配
は
継
続
さ
れ
て
い
る

が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
私
財
法
が
な
く
て
も
な
し
得
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ

う
で
あ
れ
ば
従
来
と
は
異
な
り
、
土
地
の
私
有
自
体
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
上

級
官
人
層
の
意
向
を
反
映
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。『
続
日

本
紀
』
や
『
令
集
解
』
巻
一
二
田
令
荒
廃
条
所
引
天
平
一
五
年
五
月
廿
七
日
格
は

「
勅
。
如
レ

聞
」
と
し
て
私
財
法
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
養
老
七
年
格
は

『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
「
太
政
官
奏
」
を
受
け
て
い
る
が
、
官
奏
の
手
続
き）

70
（

か

ら
し
て
も
、「
太
政
官
」
構
成
員
の
意
図
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　

確
か
に
養
老
七
年
格
が
「
開
二

闢
田
疇
一

。
其
有
下
新
二

造
溝
池
一

。
営
二

開
墾
一

者
上

。

不
レ

限
二

多
少
一

。
給
伝
二

三
世
一

。
若
逐
二

旧
溝
池
一

。
給
二

其
一
身
一

」
と
し
、
面
積

を
「
不
レ

限
二

多
少
一

」
と
す
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
天
平
一
五
年
の
私
財
法
は
面

積
に
上
限
を
設
け
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
養
老
七
年
格
以
前
の
土
地
政
策
を
踏

襲
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
「
其
親
王
一
品
及
一
位
五
百
町
。
二
品
及
二

位
四
百
町
。
三
品
四
品
及
三
位
三
百
町
。
四
位
二
百
町
。
五
位
百
町
」
と
の
制
限

額
は
、
田
令
位
田
条
の
、
一
品
八
〇
町
、
二
品
六
〇
町
、
三
品
五
〇
町
、
四
品
四

〇
町
、
正
一
位
八
〇
町
、
従
一
位
七
四
町
、
正
二
位
六
〇
町
、
従
二
位
五
四
町
、

正
三
位
四
〇
町
、
従
三
位
三
四
町
（
以
下
略
）、
田
令
職
分
田
条
の
太
政
大
臣
四

〇
町
、
左
右
大
臣
三
〇
町
、
大
納
言
二
〇
町
と
の
規
定
と
比
較
し
て
、
私
財
法
の

発
令
当
初
に
お
い
て
は
十
分
な
広
さ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か）

71
（

。
ま
た

一
方
で
永
年
の
私
財
と
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し

て
、
私
財
法
は
上
級
官
人
層
の
意
向
を
も
と
に
、
か
つ
て
は
禁
じ
て
い
た
土
地
の

開
墾
私
有
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
政
策
を
大
き
く
転
換
し
た
も
の

と
言
え
よ
う
。四  

天
平
期
の
政
策
と
律
令
制

　

以
上
、
天
平
期
に
な
さ
れ
た
主
要
な
改
革
に
つ
い
て
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

正
税
出
挙
の
大
規
模
と
そ
れ
を
背
景
と
し
た
法
定
収
量
の
設
置
は
そ
れ
ま
で
の
律

令
法
の
枠
か
ら
抜
け
出
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
土
地
政
策
の
変
更
は
上
級
官
人
層

の
意
向
を
反
映
し
、
そ
れ
ま
で
の
土
地
政
策
の
あ
り
方
を
一
八
〇
度
転
換
さ
せ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
正
税
出
挙
の
大
規
模
化
は
、
後
に
出
挙
す
る
こ
と
な
し
に
出
挙
を
受
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け
た
も
の
と
し
て
そ
の
利
子
に
当
た
る
も
の
を
税
と
し
て
納
付
さ
せ
る
こ
と
と
な

る）
72
（

こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
官
物
の
欠
負
未
納
の
補
塡
を
可
能
と
す
る
こ
と
か

ら
国
衙
財
政
さ
ら
に
政
府
の
財
政
に
寄
与
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
も
と
に
法
定
化
さ

れ
た
数
字
に
も
と
づ
く
収
取
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ

る
。
ま
た
天
平
一
九
年
五
月
官
奏
に
始
ま
る
改
革
は
課
口
数
を
多
く
見
積
も
る
こ

と
か
ら
、
調
庸
の
増
徴
に
寄
与
す
る
一
方
、
封
主
へ
の
封
物
増
加
を
も
た
ら
す
こ

と
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
を
可
能
と
す
る
の
は
正
税
出
挙
の
大
規
模
化
に
と
も
な

う
利
益
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
ま
で
の
国
衙
や
政
府
の
財
政
の
あ
り
方
と

異
な
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
土
地
政
策
の
変
更
は
そ
れ
ま
で
も
優
遇
さ
れ
て
い

た
上
級
官
人
層
を
さ
ら
に
優
遇
す
る
側
面
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
留
意

し
た
い
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
は
禁
じ
て
い
た
土
地
私
有
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。

  

こ
れ
ら
を
い
か
に
み
る
か
で
あ
る
。
吉
田
孝
氏
は
、
土
地
政
策
の
変
更
を
唐
の

制
度
に
よ
り
近
づ
こ
う
と
し
た
も
の
で
、
私
財
法
は
律
令
体
制
的
な
制
度
で
あ

り
、
日
本
の
班
田
制
に
欠
如
し
て
い
た
要
素
を
補
完
し
た
も
の
と
と
ら
え
る）

73
（

一

方
、
そ
れ
ま
で
の
軌
道
修
正
と
み
て
い
る）

74
（

。
す
な
わ
ち
、
日
本
は
国
家
建
設
を
急

ぎ
、
そ
の
青
写
真
と
し
て
隋
唐
の
律
令
制
度
の
導
入
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

天
平
期
に
そ
の
軌
道
修
正
が
図
ら
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
小
倉
真
紀
子
氏

は
、
公
廨
稲
制
度
の
拡
大
、
正
税
出
挙
の
拡
大
に
つ
い
て
、
官
司
が
個
別
に
財
源

を
保
有
し
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
の
責
任
を
各
官
司
が
負
う
、
と
い
う
唐
に
倣
っ

た
財
政
構
造
の
導
入
が
当
時
の
日
本
の
政
府
の
目
標
と
す
る
な
ら
、
在
京
官
司
の

公
廨
銭
、
諸
国
の
公
廨
稲
は
律
令
支
配
の
動
揺
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
律
令
制

の
段
階
的
な
導
入
の
一
環
で
あ
る
と
み
る）

75
（

。

　

こ
れ
ら
の
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
吉
田
説
に
つ
い
て
は

私
財
法
は
上
級
官
人
層
の
意
向
を
も
と
に
、
か
つ
て
は
禁
じ
て
い
た
土
地
の
開
墾

私
有
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
土
地
政
策
を
一
八
〇
度
変
更
し
た
も

の
で
あ
っ
た
点
、
小
倉
説
に
つ
い
て
は
天
平
一
九
年
五
月
官
奏
に
始
ま
る
改
革
を

も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
国
衙
や
政
府
の
財
政
そ
の
も
の
の
あ
り
方
と
異
な
る
も
の

で
あ
り
、
税
の
確
保
の
あ
り
方
を
転
換
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
が
注
意
さ
れ
る
。

吉
田
氏
、
小
倉
氏
は
と
も
に
唐
の
制
度
に
倣
お
う
と
し
て
、
天
平
期
の
改
革
が
な

さ
れ
た
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
は
い
ま
だ
封
建
制
以
前
の
段
階
に
と
ど

ま
っ
て
い
た）

76
（

の
に
、
国
家
建
設
の
範
を
封
建
制
の
域
に
達
し
て
い
た
唐
に
求
め
、

律
令
制
を
敷
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
唐
の
制
度
を
よ
り
深
く
知
る
に
し
た
が

い
、
よ
り
唐
の
制
度
に
近
づ
こ
う
と
し
、
既
に
唐
で
展
開
さ
れ
て
い
た
封
建
的
な

部
分
を
も
、
律
令
文
と
は
別
に
導
入
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
い
か

に
評
す
る
か
で
あ
る
が
、
石
母
田
正
氏
は
な
お
も
律
令
制
の
存
続
す
る
点
に
重
点

を
置
い
て
と
ら
え）

77
（

、
吉
田
氏
、
小
倉
氏
は
こ
れ
を
律
令
制
が
社
会
に
浸
透
し
て
い

く
過
程
で
起
き
た
軌
道
修
正
と
位
置
づ
け
た
。
し
か
し
そ
れ
以
上
の
変
化
が
起
き

た
の
で
は
な
い
か
。

　

従
来
の
体
制
の
軌
道
修
正
な
ど
と
解
す
る
と
、
一
方
で
奇
妙
な
こ
と
が
生
じ
る

こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
そ
れ
は
唐
の
制
が
封
建
制
を
前
提
と
し
、
そ
の
一
方
で
皇

帝
の
絶
対
制
を
唱
え
て
い
る
の
に
対
し
、
天
皇
専
制
に
つ
い
て
は
論
が
分
か
れ
る

も
の
の）

78
（

、
封
建
制
以
前
の
体
制
下
に
あ
る
日
本
が
唐
の
制
に
倣
う
と
い
う
の
で
あ

る
。
唐
に
倣
っ
て
専
制
を
敷
い
て
上
級
官
人
層
の
権
利
を
制
約
す
る
、
も
し
く
は

唐
の
制
を
離
れ
て
専
制
を
廃
止
し
て
上
級
官
人
層
の
権
利
を
拡
大
す
る
の
で
あ
れ
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ば
理
解
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
唐
の
制
度
に
倣
う
と
し
な
が
ら
も
、
上
級
官
人
層

の
権
利
が
拡
大
さ
れ
て
お
り
、「
ね
じ
れ
」
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
問
題
は
天
平
期
の
改
革
を
単
に
軌
道
修
正
な
ど
と

と
ら
え
、
律
令
制
を
よ
り
唐
の
制
に
近
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
す
の
か
、

そ
れ
と
も
上
級
官
人
層
の
利
益
を
優
先
し
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
体
制
を
軌
道
修

正
以
上
に
変
更
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
す
と
い
う
の
か
と
言
う
点

に
あ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
唐
の
体
制
の
模
倣
以
上
に
上
級
官
人
層
の

優
遇
が
な
さ
れ
た
の
か
が
焦
点
と
な
る
。

　

こ
の
点
、
吉
田
氏
は
私
財
法
は
墾
田
地
を
位
田
や
口
分
田
、
郡
司
職
田
の
ほ
ぼ

五
倍
を
目
処
と
し
て
大
雑
把
に
制
限
額
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
そ

の
半
分
程
度
が
墾
開
さ
れ
た
も
の
と
説
い
て
い
る）

79
（

。
し
か
し
表
８
に
み
る
よ
う
に

日
本
の
上
級
官
僚
に
対
す
る
給
付
は
唐
以
上
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
唐
の

上
級
官
人
層
も
当
然
な
が
ら
優
遇
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
方
は
そ
の

唐
よ
り
も
よ
り
多
く
の
給
付
額
を
上
級
官
人
の
た
め
に
設
定
し
て
い
た
の
に
、
さ

ら
に
多
く
の
土
地
の
開
墾
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
律
令
の
模
倣
以
上

に
上
級
官
人
層
の
優
遇
が
画
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
律
令
に
規
定
さ
れ
た
以

上
の
優
遇
策
を
上
級
官
人
層
が
意
図
し
、
そ
れ
は
実
行
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
単
に
唐
令
の
模
倣
と
言
う
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
こ
に
上
級
官
人
層
の

意
向
が
働
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
こ
の
土
地
の
私
有

は
、
国
家
か
ら
支
給
さ
れ
る
俸
禄
に
依
存
す
る
体
制
か
ら
、
独
自
に
ま
か
な
う
こ

と
の
で
き
る
方
向
へ
と
変
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
土
地
を
開
墾
し
、
耕
作
し
続
け

る
な
ら
ば
、
そ
の
地
は
永
遠
に
個
人
の
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
、
そ
の
土
地
か
ら

表８　唐と日本の上級官人の優遇度＊

唐 比率 大宝令 比率

口分田 丁男１頃 　1 口分田男２段 　1

永業田・位田 永業田親王100頃
〃　職事正一品60頃

100
 60

位田一品80町
〃　正一位80町

400
400

京官職分田 一品12頃  12 太政大臣40町  80

在外諸司職分田 二品12頃  12 大宰帥10町  50

＊上級官人のそれは最高位の者に対する給付額を示した。
　また比率は成人男子一人を基準とする。
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の
生
産
物
は
土
地
所
有
者
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

上
級
官
人
層
は
自
ら
の
利
益
の
た
め
に
、
唐
の
制
度
に
近
づ
く
こ
と
を
掲
げ
る

一
方
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
国
家
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
変
更
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
日
本
は
い
ま
だ
封
建
制
以
前
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て

い
た
の
に
、
国
家
建
設
の
範
を
封
建
制
の
域
に
達
し
て
い
た
唐
に
求
め
、
律
令
制

を
敷
い
た
の
で
あ
る
が
、
唐
の
制
度
を
よ
り
深
く
知
る
に
し
た
が
い
、
よ
り
唐
の

制
度
に
近
づ
こ
う
と
し
、
封
建
的
な
部
分
も
、
律
令
文
と
は
別
に
導
入
を
は
か
っ

た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
唐
で
展
開
さ
れ
て
い
る
封
建
制
的
な
要
素
が
色
濃
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
政
治
体
制
は
そ
れ
ま
で
を
踏
襲
し
、
ま
た
、
律
令
法
文

の
多
く
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
天
平
期
の
改
革
に
も
か
か

わ
ら
ず
律
令
制
は
継
続
さ
れ
、
天
平
期
の
改
革
は
軌
道
修
正
に
過
ぎ
な
い
と
評
価

さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
天
平
期
の
改
革
に
よ
っ
て
当
初
の

律
令
制
の
あ
り
方
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
支

配
者
層
が
、
農
民
か
ら
集
め
た
物
を
自
由
に
使
い
つ
つ
国
家
を
運
営
す
る
と
い
う

点
で
は
変
わ
り
は
な
い
が
、
し
か
し
農
民
か
ら
の
税
の
取
り
方
、
土
地
制
度
の
あ

り
方
は
当
初
の
も
の
と
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
当

初
の
農
民
か
ら
税
を
取
り
、
そ
の
税
で
国
家
を
運
営
す
る
と
と
も
に
そ
の
基
礎
と

し
て
あ
る
土
地
は
公
の
も
の
と
し
て
成
り
立
つ
律
令
制
は
終
わ
り
を
告
げ
、
そ
の

外
殻
を
ま
と
っ
た
異
な
る
体
制
が
出
現
し
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
支

配
者
層
が
律
令
法
を
掲
げ
、
従
来
と
同
じ
く
農
民
か
ら
徴
収
し
た
も
の
に
よ
っ
て

国
家
運
営
を
お
こ
な
う
こ
と
が
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
初
の
体
制
を
軌
道
修

正
し
た
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
支
配
者
層
が
律
令
制
を
掲
げ
る
点
は
同
じ

で
も
、
国
家
運
営
の
た
め
の
収
入
は
得
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
手
段
は
問
わ
な
い
と
の

考
え
に
変
わ
り
、
国
家
が
直
接
農
民
を
把
握
す
る
と
い
う
方
向
か
ら
逸
脱
し
、
国

家
運
営
に
あ
た
る
上
級
官
人
に
し
て
も
、
国
家
か
ら
支
給
さ
れ
る
俸
禄
に
依
存
す

る
体
制
か
ら
、
独
自
に
ま
か
な
う
こ
と
の
で
き
る
方
向
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ

る
。
当
初
と
は
似
て
非
な
る
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、

軌
道
修
正
以
上
の
改
変
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
天
平
期
の
改
革
に
つ
い
て
、
そ
の
主
要
と
考
え
る
も
の
に
絞
っ
て
検
討

し
た
。

　

こ
の
天
平
期
の
改
革
を
唐
の
制
度
に
近
づ
こ
う
と
し
た
も
の
と
の
評
価
も
な
さ

れ
て
い
る
が
、
唐
の
そ
れ
が
封
建
制
段
階
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
も
し

唐
の
制
度
に
近
づ
こ
う
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
古
代
的
な
日
本
律
令
制
か

ら
の
転
換
を
図
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
土
地
は
国
家
の
み
が
管
理
す
る
段
階

か
ら
上
級
官
人
層
や
大
寺
社
の
土
地
所
有
が
認
め
ら
れ
る
段
階
へ
の
変
更
で
あ

る
。
ま
た
、
農
民
が
納
め
る
租
税
に
よ
る
国
家
運
営
を
原
則
と
し
た
段
階
か
ら
公

出
挙
収
入
な
ど
に
よ
る
国
家
運
営
の
段
階
へ
、
す
な
わ
ち
国
衙
や
政
府
の
収
入
さ

え
確
保
で
き
れ
ば
そ
の
手
段
は
問
わ
な
い
段
階
へ
の
移
行
で
あ
る
。
国
家
運
営
の

方
式
が
大
き
く
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

表
面
的
に
は
律
令
制
は
当
初
の
外
殻
を
ま
と
い
な
が
ら
、
以
後
も
永
き
に
わ
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た
っ
て
存
続
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
律
令
制
の
存
続
が
う
た
わ
れ
も
す
る
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
そ
の
下
に
お
け
る
国
家
運
営
の
方
式
は
決
し
て
当
初
の
も
の
と

同
じ
と
は
言
え
な
い
。
天
平
期
の
改
革
後
の
そ
れ
は
当
初
の
も
の
と
は
異
な
る
理

念
の
下
に
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
と
も
に
律
令
制
の
理
念
の
下
に
あ
る
と
は

言
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
念
の
下
に
展
開
さ
れ
る
天
平
期
の
改
革
以
後
の
社
会

は
当
初
の
律
令
社
会
と
は
異
質
の
社
会
と
み
な
す
方
が
よ
り
適
切
な
の
で
は
な
い

か
。

　

こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
小
稿
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

註（
１
）  

石
母
田
正
『
古
代
末
期
政
治
史
序
説
』（
未
来
社
、
一
九
六
四
年
）
一
三
〜
四

ペ
ー
ジ
。

（
２
）  

坂
上
康
俊
「
律
令
国
家
の
法
と
社
会
」（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編

『
日
本
史
講
座
』
２
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
３
）  

吉
田
孝
「
律
令
国
家
の
諸
段
階
」（『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
三
年
）。

（
４
）  

薗
田
香
融
「
出
挙
」（
大
阪
歴
史
学
会
編
『
律
令
国
家
の
基
礎
構
造
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
六
〇
年
）。

（
５
）  

『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
正
月
丁
丑
条
。

（
６
）  

薗
田
香
融
「
出
挙
」（
前
掲
）。

（
７
）  

山
本
祥
隆
「
借
貸
考
―
律
令
国
家
地
方
支
配
の
一
側
面
―
」（『
続
日
本
紀
研

究
』
三
八
五
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
８
）  

雑
令
以
稲
粟
条
に
お
い
て
、「
凡
以
二
稲
粟
一
出
挙
者
。
任
依
二
私
契
一
。
官
不
レ

為
レ
理
。
仍
以
二
一
年
一
為
レ
限
。
不
レ
得
レ
過
二
一
倍
一
。
其
官
半
倍
」
と
さ
れ
て
お

り
、
利
子
の
上
限
は
民
間
の
場
合
は
年
一
〇
割
で
、
官
の
場
合
は
五
割
で
あ
る
。

（
９
）  

恐
ら
く
天
平
初
年
の
困
難
な
状
況
へ
の
対
処
に
追
わ
れ
る
国
司
へ
の
配
慮
が
背

景
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
10
）  

早
川
庄
八
「
公
廨
稲
制
度
の
成
立
」（『
史
学
雑
誌
』
六
九
―
三
、
一
九
六
〇

年
）。

（
11
）  

渡
辺
晃
宏
「
公
廨
の
成
立
―
そ
の
財
源
と
機
能
―
」（
笹
山
晴
生
編
『
日
本
律

令
制
の
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
12
）  

水
野
柳
太
郎
「
出
挙
の
起
源
と
そ
の
変
遷
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
八
、
一
九
六

〇
年
）、
薗
田
香
融
「
出
挙
」（
前
掲
）、
宮
原
武
夫
「
公
廨
稲
出
挙
制
の
成
立
」

（『
日
本
古
代
の
国
家
と
農
民
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
三
年
）。

（
13
）  

早
川
庄
八
「
公
廨
稲
制
度
の
成
立
」（
前
掲
）。

（
14
）  

小
倉
真
紀
子
「
公
廨
稲
運
用
の
構
造
」（『
日
本
史
研
究
』
五
〇
六
、
二
〇
〇
四

年
）。

（
15
）  

渡
辺
晃
宏
「
公
廨
の
成
立
―
そ
の
財
源
と
機
能
―
」（
前
掲
）。

（
16
）  

困
難
に
そ
つ
な
く
対
処
し
た
か
ら
と
言
っ
て
国
司
の
給
与
は
直
ち
に
増
額
さ
れ

る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
17
）  

こ
の
「
官
物
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
18
）  

山
本
祥
隆
「
借
貸
考
―
律
令
国
家
地
方
支
配
の
一
側
面
―
」（
前
掲
）。

（
19
）  

『
大
日
本
古
文
書
』
二
巻
二
四
七
〜
二
五
二
ペ
ー
ジ
（
以
下
、
二
―
二
四
七
〜

二
五
二
の
よ
う
に
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
あ
げ
る
）。
な
お
当
年
度
の
備
中
国

全
体
で
該
当
す
る
死
亡
者
は
「
壹
佰
貳
拾
柒
人
」、「
免
税
」
と
さ
れ
た
の
は
「
陸

仟
陸
佰
柒
拾
捌
束
」
で
あ
る
。

（
20
）  

な
お
舟
尾
好
正
氏
は
「
出
挙
の
実
態
に
関
す
る
一
考
察
―
備
中
国
大
税
負
死
亡

人
帳
を
中
心
と
し
て
―
」（『
史
林
』
五
六
―
五
、
一
九
七
三
年
）
に
お
い
て
、
大

税
負
死
亡
人
が
特
定
の
層
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
る
と
し
て
、
何
ら
か
の
作
為
が

あ
る
と
す
る
。

（
21
）  

二
―
七
五
。
恐
ら
く
こ
こ
に
見
え
る
数
字
は
和
泉
監
全
体
の
数
字
で
あ
ろ
う
。

（
22
）  
舟
尾
好
正
「
古
代
の
稲
倉
を
め
ぐ
る
権
力
と
農
民
（
上
）」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

六
九
、
一
九
七
五
年
）。

（
23
）  

注（
８
）を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
実
際
、
こ
の
天
平
九
年
和
泉
監
正
税
帳
で
は

年
五
割
の
利
子
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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（
24
）  

倉
庫
令
倉
貯
積
条
に
は
「
凡
倉
貯
積
者
。
稲
穀
粟
支
二
九
年
一
。
雑
種
支
二
二
年
一
。

糒
支
二
廿
年
一
。
貯
経
三
年
以
上
。
一
斛
聴
二
耗
一
升
一
。
五
年
以
上
二
升
」
と
、
減
損
率
が
示

さ
れ
て
い
る
。

（
25
）  

宮
原
武
夫
「
春
夏
二
季
出
挙
の
意
義
」（『
日
本
古
代
の
国
家
と
農
民
』
前
掲
）。

（
26
）  

天
平
二
年
紀
伊
国
正
税
帳
で
は

 
 

 

　

出
挙
壹
萬
陸
阡
壹
佰
捌
拾
束

 
 

 

　
　

身
死
壹
佰
参
人　

免
税
参
阡
壹
拾
陸
束

 
 

 

　

定
納
本
壹
萬
参
阡
壹
佰
陸
拾
肆
束

 
 

 

　
　

利
陸
阡
伍
佰
捌
拾
貳
束　
　
　
　
　
　
　
（
一
―
四
一
八
〜
四
一
九
）

 
 

 

と
あ
り
、
死
亡
者
が
存
在
す
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
利
益
を
得
て
い
る
。

（
27
）  

国
司
借
貸
が
国
衙
な
ど
に
利
益
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
い
か
に

百
姓
が
要
望
す
る
と
は
言
っ
て
も
公
出
挙
の
拡
大
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

（
28
）  

井
上
光
貞
「
日
本
律
令
の
成
立
と
そ
の
注
釈
書
」（
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』

岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）。

（
29
）  

な
お
、
こ
の
条
に
お
い
て
、
或
説
や
朱
説
は
「
動
用
」
穀
か
「
不
動
」
穀
か
を

問
題
と
し
て
い
る
。

（
30
）  

早
川
庄
八
「
公
廨
稲
制
度
の
成
立
」（
前
掲
）。

（
31
）  

賦
役
令
調
庸
物
条
に
調
庸
物
の
京
進
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）  

一
―
四
一
〇
。

（
33
）  

一
―
四
一
六
。

（
34
）  

賦
役
令
調
絹
絁
条
、
歳
役
条
。

（
35
）  

『
続
日
本
紀
』
和
銅
五
年
五
月
甲
申
条
。

（
36
）  

松
嶋
順
正
『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）、
第
三

編
八
六
号
。

（
37
）  

関
連
史
料
は
四
―
五
八
〜
九
、
八
三
、
一
〇
九
〜
一
一
〇
、
一
一
四
〜
一
一
五

に
み
え
て
い
る
。

（
38
）  

栄
原
永
遠
男
「
奈
良
時
代
の
流
通
経
済
」（『
奈
良
時
代
流
通
経
済
史
の
研
究
』

塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）。

（
39
）  

栄
原
永
遠
男
「
律
令
制
的
収
取
と
流
通
経
済
」（『
奈
良
時
代
流
通
経
済
史
の
研

究
』
前
掲
）。

（
40
）  

国
衙
が
農
民
に
変
わ
っ
て
調
庸
な
ど
を
納
付
し
た
と
し
て
も
、
欠
負
未
納
に
追

い
込
ま
れ
た
農
民
は
、
国
衙
な
い
し
国
司
に
対
し
て
借
財
を
追
う
こ
と
と
な
る
。

（
41
）  

渡
辺
晃
宏
「
公
廨
の
成
立
―
そ
の
財
源
と
機
能
―
」（
前
掲
）。

（
42
）  

沢
田
吾
一
『
復
刻　

奈
良
朝
時
代
民
政
経
済
の
数
的
研
究
』（
柏
書
房
、
一
九

七
二
年
、
一
九
二
七
年
初
版
）
一
五
四
〜
一
五
七
。

（
43
）  

時
野
谷
滋
「
食
封
制
度
の
展
開
」（『
律
令
俸
禄
制
度
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
七
七
年
）。

（
44
）  

一
―
四
九
〜
五
〇
。

（
45
）  

沢
田
吾
一
『
復
刻　

奈
良
朝
時
代
民
政
経
済
の
数
的
研
究
』（
前
掲
）
五
〇
〜

五
五
。

（
46
）  

戸
令
老
残
条
に
は
老
、
残
は
次
丁
と
さ
れ
て
い
る
。

（
47
）  

こ
れ
は
天
平
勝
宝
九
年
四
月
四
日
勅
で
は
中
男
は
一
八
歳
か
ら
、
二
二
歳
か
ら

正
丁
、
天
平
宝
字
二
年
七
月
三
日
勅
に
よ
り
六
〇
歳
か
ら
老
、
六
五
歳
か
ら
耆
と

さ
れ
て
い
る
（『
令
集
解
』
戸
令
三
歳
以
下
条
所
引
）
が
、
年
齢
や
分
類
は
令
に

し
た
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
賦
役
令
舎
人
史
生
条
に
お
い
て
舎
人
、
史
生
、
伴

部
、
使
部
、
兵
衛
、
衛
士
、
仕
丁
、
防
人
、
帳
内
、
資
人
、
事
力
、
駅
長
、
烽

長
、
内
外
初
位
長
上
、
勲
位
八
等
以
上
、
雑
戸
、
陵
戸
、
品
部
な
ど
は
課
役
が
免

除
さ
れ
、
主
政
、
主
帳
、
大
毅
以
下
、
兵
士
以
上
、
初
位
、
残
疾
は
徭
役
免
と
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
除
外
し
て
ま
と
め
た
。

（
48
）  

慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
九
月
一
〇
日
格
以
降
で
は
租
稲
一
段
一
束
五
把
と
さ
れ

た
（『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年
九
月
丙
辰
条
、『
令
集
解
』
田
令
田
租
条
古
記
所
引

慶
雲
三
年
九
月
一
〇
日
格
。
な
お
二
束
二
把
と
一
束
五
把
に
お
け
る
実
質
的
な
差

違
は
存
在
し
な
い
。
方
五
尺
一
歩
の
広
さ
と
方
六
尺
一
歩
の
広
さ
は
同
じ
と
し
た

上
で
、
そ
れ
を
束
把
に
表
現
し
な
お
し
た
も
の
が
二
束
二
把
と
一
束
五
把
で
あ
る

た
め
で
あ
る
）。

（
49
）  

『
令
集
解
』
封
戸
条
所
引
天
平
一
一
年
五
月
三
〇
日
格
。

（
50
）  

時
野
谷
滋
「
食
封
制
度
の
展
開
」（
前
掲
）。
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（
51
）  

一
―
六
三
五
。

（
52
）  
吉
田
孝
「
墾
田
永
年
私
財
法
の
変
質
」（『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書

店
、
一
九
八
三
年
）。

（
53
）  

吉
田
孝
「
均
田
法
と
墾
田
永
年
私
財
法
」（『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
前

掲
）。

（
54
）  

坂
上
康
俊
「
律
令
国
家
の
法
と
社
会
」（
前
掲
）。

（
55
）  

開
墾
地
制
限
説
を
説
く
者
に
中
田
薰
「
日
本
庄
園
の
系
統
」（『
法
制
史
論
集
』

第
二
巻
、
一
九
三
八
年
）・
吉
田
孝
「
墾
田
永
年
私
財
法
の
変
質
」（
前
掲
）、
開

墾
奨
励
策
説
を
説
く
者
に
彌
永
貞
三
「
律
令
的
土
地
所
有
」（『
日
本
古
代
社
会
経

済
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）・
坂
上
康
俊
「
律
令
国
家
の
法
と
社
会
」

（
前
掲
）、
百
姓
の
開
墾
権
は
慣
習
不
文
の
法
と
説
く
者
に
虎
尾
俊
哉
「
律
令
時
代

の
墾
田
法
に
関
す
る
二
―
三
の
問
題
」（『
日
本
古
代
土
地
法
史
論
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
一
年
）・
吉
村
武
彦
「
古
代
社
会
と
律
令
制
国
家
の
成
立
」（『
日
本

古
代
の
社
会
と
国
家
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）、
荒
廃
田
の
再
開
墾
の
み
を

規
定
し
、
未
墾
の
荒
地
の
開
墾
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
言
及
し
て
い
な
い
と
み
る
西

別
府
元
日
「
国
家
的
土
地
支
配
と
墾
田
法
」（『
律
令
国
家
の
展
開
と
地
域
支
配
』

思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
56
）  

瀧
川
政
次
郎
『
律
令
の
研
究
』
第
一
編
第
四
章
第
三
節
「
大
宝
律
令
の
藍
本
」

（
刀
江
書
院
、
一
九
三
一
年
）。

（
57
）  

天
一
閣
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
天
聖
令
整
理
課
題
組
校
證

『
天
一
閣
蔵
明
鈔
本
天
聖
令
校
證
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）。
な
お
こ
れ
に

先
立
ち
、
戴
建
国
氏
が
「
唐
《
開
元
二
十
五
年
令
・
田
令
》
研
究
」（『
歴
史
研

究
』
二
〇
〇
〇
年
第
二
期
）
に
お
い
て
、
そ
の
発
見
の
報
告
を
お
こ
な
っ
て
い
る

（
な
お
、
池
田
温
「
唐
令
と
日
本
令
（
三
）　

唐
令
復
原
研
究
の
新
段
階
」『
創
価

大
学
人
文
論
集
』
一
二
、
二
〇
〇
〇
年
、
な
ど
、
こ
の
戴
氏
に
も
と
づ
く
条
文
を

示
し
て
い
る
が
、
若
干
の
違
い
が
あ
る
）。

（
58
）  

服
部
一
隆
「
天
聖
令
を
用
い
た
大
宝
田
令
荒
廃
条
の
復
原
」（『
続
日
本
紀
研

究
』
三
六
一
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
59
）  

服
部
一
隆
「
天
聖
令
を
用
い
た
大
宝
田
令
荒
廃
条
の
復
原
」（
前
掲
）。

（
60
）  

坂
上
康
俊
「
律
令
国
家
の
法
と
社
会
」（
前
掲
）。

（
61
）  

釈
説
も
荒
廃
条
に
お
い
て
口
分
田
、
墾
田
を
私
田
、
乗
田
を
公
田
と
註
し
て
い

る
。

（
62
）  

例
え
ば
『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
条
に
お
け
る
壬
生
連
麿
の
開
発
伝
承
な
ど
。

（
63
）  

石
母
田
正
「
古
代
史
概
説
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
１
、
一
九
六
二
年
）。

（
64
）  

吉
田
孝
「
墾
田
永
年
私
財
法
の
変
質
」（
前
掲
）。

（
65
）  

坂
上
康
俊
「
律
令
国
家
の
法
と
社
会
」（
前
掲
）。

（
66
）  

和
銅
四
年
一
二
月
の
政
策
は
一
方
で
空
間
地
が
あ
れ
ば
墾
開
が
認
め
ら
れ
て
い

る
が
、
国
司
・
官
の
認
可
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

（
67
）  

拙
稿
「
力
田
者
の
抬
頭
と
そ
の
理
由
」（『
古
代
文
化
』
三
四
―
一
二
、
一
九
八

二
年
）。

（
68
）  

坂
上
康
俊
「
律
令
国
家
の
法
と
社
会
」（
前
掲
）。

（
69
）  

吉
田
孝
「
均
田
法
と
墾
田
永
年
私
財
法
」（
前
掲
）。

（
70
）  

公
式
令
論
奏
式
条
。

（
71
）  

位
田
や
職
田
の
経
営
に
は
「
帳
内
」
や
「
資
人
」
も
動
員
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
軍
防
令
給
帳
内
条
は
一
品
一
六
〇
人
、
二
品
一
四
〇
人
、
三
品
一
二
〇

人
、
四
品
一
〇
〇
人
、
一
位
一
〇
〇
人
、
二
位
八
〇
人
、
三
位
六
〇
人
、
太
政
大

臣
三
〇
〇
人
、
左
右
大
臣
二
〇
〇
人
、
大
納
言
一
〇
〇
人
と
す
る
。
す
べ
て
が
経

営
に
動
員
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
多
少
の
余
力
は
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の
給
さ
れ
た
田
地
の
維
持
程
度
の
こ
と
し
か
で
き
ず
、
大
規
模
な
開

墾
を
お
こ
な
う
余
力
は
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

（
72
）  

薗
田
香
融
「
出
挙
」（
前
掲
）。

（
73
）  

吉
田
孝
「
墾
田
永
年
私
財
法
の
変
質
」（
前
掲
）。

（
74
）  

吉
田
孝
「
律
令
制
の
展
開
過
程
」（
前
掲 

）。

（
75
）  

小
倉
真
紀
子
「
公
廨
稲
運
用
の
構
造
」（
前
掲
）。

（
76
）  
塩
沢
君
夫
氏
は
古
代
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
の
社
会
と
し
て
は
最
後
の
段
階

（『
古
代
専
制
国
家
の
構
造
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
五
八
年
）、
吉
田
昌
氏
は
総

体
的
奴
隷
制
の
段
階
（『
日
本
古
代
社
会
構
成
史
論
』
塙
書
房
、
一
九
六
八
年
）、

原
秀
三
郎
氏
は
ア
ジ
ア
的
国
家
的
奴
隷
制
下
に
あ
っ
た
と
み
る
（『
日
本
古
代
国
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家
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
）
が
、
い
ず
れ
も
封
建
制
以
前
の

ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
に
属
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。

（
77
）  
石
母
田
正
「
古
代
史
概
説
」（
前
掲
）。

（
78
）  

石
母
田
正
氏
は
天
皇
専
制
と
と
ら
え
た
（『
日
本
の
古
代
国
家
』
岩
波
書
店
、

一
九
七
一
年
）
が
、
早
川
庄
八
氏
（『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
六
年
）・
吉
田
孝
氏
（『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
前
掲
）
は
こ
れ
を
否

定
し
、
畿
内
貴
族
層
に
優
位
性
が
あ
っ
た
と
み
る
。

（
79
）  

吉
田
孝
「
墾
田
永
年
私
財
法
の
変
質
」（
前
掲
）。


