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一

【
要
約
】
　
古
代
律
令
制
国
家
の
支
配
の
根
底
を
な
し
た
戸
籍
・
計
帳
に
つ
い
て
、
従
来
は
計
帳
の
研
究
が
戸
籍
に
比
し
て
極
め
て
不
十
分
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
史
料
上
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
八
世
紀
以
後
の
時
期
に
関
し
て
、
計
帳
制
度
の
実
態
と
そ
の
変
遷
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
務
め
た
。
第
一
章
で
は
、
ま
ず
「
大
帳
」
と
「
計
帳
」
と
を
別
種
の
文
書
と
見
倣
す
最
近
の
通
説
に
対
し
、
そ
れ
ら
が
「
目
録
」
と
「
歴
名
」
と
か

ら
構
成
さ
れ
る
総
体
と
し
て
の
同
㎝
実
体
を
指
す
別
称
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、
各
種
計
帳
様
文
書
の
現
存
す
る
神
亀
・
天
平
年
間
以
降
の
計
帳
制
度
が
、

基
本
的
に
そ
の
二
種
の
文
書
を
一
組
と
し
て
京
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
第
二
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
計
帳
制
度
が
養
老
元

年
の
「
大
計
帳
式
」
の
昼
下
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
以
前
の
計
帳
制
度
が
単
に
「
目
録
」
の
み
を
作
成
・
守
山

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
対
し
、
こ
の
晴
点
で
始
め
て
「
歴
名
」
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
推
定
し
た
。
さ
ら
に
は
そ
の
よ
う
な
改
定
が
行

な
わ
れ
る
に
至
っ
た
事
惰
を
考
察
し
、
そ
れ
を
特
に
霊
亀
～
養
老
初
年
の
時
期
に
著
し
い
地
方
行
政
の
統
制
強
化
の
動
き
の
中
に
位
置
付
け
た
。
第
三
章

で
は
大
宝
令
に
お
け
る
計
帳
の
規
定
を
検
討
し
、
前
章
で
の
考
察
の
結
果
を
補
強
す
る
と
同
時
に
、
　
「
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
」
を
素
材
と
し
て
、
「
目
録
」

様
文
書
と
し
て
の
計
帳
の
実
際
上
の
始
期
を
論
じ
、
そ
れ
が
大
宝
令
制
定
後
す
ぐ
に
作
成
さ
れ
始
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
定
し
た
。
最
後
に
第
四
章
で

は
、
養
老
元
年
以
降
薪
た
に
整
え
ら
れ
た
計
帳
制
度
が
、
実
際
は
間
も
な
く
「
歴
名
」
の
簡
略
化
、
な
い
し
は
省
略
の
道
を
た
ど
る
こ
と
を
述
べ
、
計
帳

制
度
の
終
末
の
問
題
に
つ
い
て
略
述
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
五
巻
五
号
　
一
九
七
二
年
九
月
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は
　
し
　
が
　
き

律
令
国
家
の
全
国
的
人
民
支
配
が
、
戸
籍
・
計
帳
の
作
成
と
い
う
行
政
的
手
段
を
基
礎
と
し
て
実
現
さ
れ
得
た
こ
と
は
、
今
さ
ら
多
言
を
要

す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
か
か
る
認
識
の
も
と
に
、
戦
後
の
古
代
史
学
界
に
お
い
て
は
、
野
帳
欄
度
の
極
め
て
活
発
な
研
究
が
展
開

さ
れ
、
多
く
の
貴
重
な
成
果
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
特
に
正
倉
院
文
書
全
般
に
つ
い
て
の
研
究
の
進
展
を
裏
付
け
と
し
て
、
現
存
の
各
戸

籍
．
計
帳
そ
の
も
の
の
基
礎
的
研
究
が
飛
躍
的
に
推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
綿
密
な
分
析
の
上
に
立
っ
て
、
律
令
国
家
成
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①

立
過
程
に
お
け
る
編
戸
・
造
籍
の
具
体
的
実
相
等
、
多
く
の
重
要
な
事
実
が
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
し
か
し
一
様
に
籍
帳
と
並
び
称
さ
れ
な
が
ら
も
、
従
来
の
研
究
対
象
は
い
さ
さ
か
戸
籍
に
片
寄
っ
た
感
が
あ
り
、
そ
れ
に
比
べ
て
計
帳
制
度

に
つ
い
て
は
、
な
お
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
広
く
計
帳
に
関
わ
る
用
語
も
一
様
で
は
な
く
、

「
計
帳
」
を
始
め
と
し
て
、
　
「
大
計
帳
」
　
「
大
層
」
等
の
各
種
の
名
称
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
各
々
い
か
な
る
内
容
を
持
ち
、

ま
た
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
基
本
的
問
題
に
お
い
て
も
、
な
お
十
分
な
意
見
の
一
致
を
見
ず
、
少
な
か
ら
ざ
る

混
乱
を
生
じ
て
い
る
の
が
現
状
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
計
帳
に
つ
い
て
の
諸
概
念
が
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
為
に
、

そ
の
実
際
上
の
始
期
の
問
題
を
も
含
め
て
、
計
帳
制
度
の
歴
史
過
程
に
即
し
た
具
体
的
な
展
開
が
十
分
に
把
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
計
帳
の
こ
と
は
、
か
の
大
化
改
新
詔
に
「
始
審
昌
戸
籍
、
計
帳
、
班
田
収
授
之
法
ご
と
見
え
る
以
外
、
大
宝
令
の
規
定
に
至
る
ま

で
史
料
上
の
所
見
は
な
く
、
そ
の
後
も
神
亀
～
天
平
年
歯
に
至
る
ま
で
、
我
々
は
そ
の
実
物
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
戸
籍
と
は
異
な

る
こ
の
よ
う
な
史
料
上
の
制
約
が
計
帳
制
度
の
統
一
的
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
一
因
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
大
宝
令
施
行
以
後
の

計
帳
舗
度
に
つ
い
て
も
右
の
如
き
不
分
明
さ
が
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
律
令
国
家
支
配
に
占
め
る
位
置
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、

い
さ
さ
か
意
外
な
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
計
帳
制
度
に
つ
い
て
も
、
正
倉
院
現
存
の
個
々
の
計
帳
の
基
礎
的
検
討
を
着
実

に
推
し
進
め
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
現
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
全
体
の
概
要
に
つ
い
て
の
一
応
の
見
通
し
を
得
る
必
要
性

が
痛
感
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
史
料
的
に
そ
の
実
在
が
確
認
さ
れ
る
八
世
紀
以
後
の
時
期
に
対
象
を
限
定
し
、
大
宝
令
に
お
け
る

計
帳
の
本
来
的
在
り
方
と
そ
の
実
際
の
作
成
手
続
き
、
及
び
以
後
の
歴
史
過
程
に
応
じ
た
変
遷
の
内
容
を
検
討
し
、
計
帳
制
度
に
つ
い
て
の
基

礎
的
考
察
と
し
た
い
と
思
う
。

　
①
戸
籍
に
つ
い
て
は
、
早
く
川
上
多
助
氏
に
「
古
代
戸
籍
考
」
（
『
日
本
古
代
社
会
　
　
れ
た
、
古
代
家
族
・
共
同
体
に
製
す
る
一
連
の
研
究
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
石

　
　
史
の
研
究
』
）
の
労
作
が
あ
る
が
、
戦
後
の
籍
帳
研
究
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
　
　
　
　
　
母
醸
「
古
代
家
族
の
形
成
過
程
」
・
藤
間
「
郷
戸
に
つ
い
て
」
…
い
ず
れ
も
『
社

　
　
果
し
た
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
石
母
田
正
・
藤
間
生
大
両
氏
ら
に
よ
っ
て
展
開
さ
　
　
　
　
会
経
済
史
学
』
十
ニ
ノ
六
i
な
ど
）
。
こ
れ
ら
の
所
論
は
、
始
め
て
現
存
籍
帳
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の
記
載
内
容
の
積
極
的
分
析
の
上
に
立
っ
て
、
古
代
社
会
の
発
展
過
程
を
理
論
的

に
位
慨
付
け
よ
う
と
試
み
た
労
作
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
の
籍
帳
研
究
は
、
こ
れ
ら

両
氏
の
所
論
に
対
す
る
批
判
的
検
討
を
通
じ
て
活
発
化
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

特
に
こ
の
方
面
の
研
究
に
早
く
か
ら
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
、
我
々
の
拠

る
べ
き
多
く
の
貴
重
な
成
果
を
公
に
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
の
は
岸
俊
男
氏
で
あ
る
が
、

そ
の
主
な
論
考
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

a
「
古
代
後
期
の
社
会
機
構
」
　
（
『
新
日
本
史
講
座
』
一
四
）

b
「
所
謂
「
陸
奥
国
戸
籍
」
残
簡
補
考
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
三
ノ
ニ
）

c
「
籍
帳
備
考
二
題
」
（
『
国
史
論
集
』
一
）

d
「
十
二
支
と
古
代
人
名
－
籍
帳
記
載
年
令
考
」
（
『
西
国
先
生
頒
寿
記
念
曝
本
古

代
史
論
叢
』
）

e
「
造
籍
と
大
化
改
新
詔
」
　
（
『
日
本
書
紀
研
究
』
二
）

f
「
但
波
吉
備
麻
呂
の
計
帳
手
々
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
『
史
林
』
四
八
一
六
）

欝帳制度試論（鎌田）

　
は
し
が
き
に
も
触
れ
た
如
く
、
計
帳
制
度
に
関
す
る
問
題
の
第
一
は
、
そ
れ
を
指
し
示
す
用
語
の
多
様
性
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
八
～
九
世

紀
の
史
料
を
通
じ
て
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
、
「
国
帳
」
「
大
計
帳
」
「
野
帳
」
「
計
帳
」
「
計
帳
歴
名
」
「
計
帳
手
実
」
等
の
用
語
が
見
出
さ
れ
る
が
、
計

帳
制
度
の
考
察
に
あ
た
っ
て
ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
各
種
の
名
称
の
具
体
的
内
容
と
、
そ
の
相
互
的
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
の
中
心
と
な
る
の
は
、
当
時
の
史
料
に
最
も
普
遍
的
に
見
出
さ
れ
る
「
大
壷
」
と
「
計
帳
」
と
で
あ
り
、
従
来
は
こ
の
両
者
の
関
係

が
正
確
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
為
に
、
や
や
も
す
れ
ば
、
計
帳
制
度
全
体
の
統
一
的
理
解
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
注
）

　
「
大
詰
」
と
「
計
帳
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
論
考
は
見
当
た
ら
ぬ
が
、
か
っ
て
早
川
庄
八
氏
が
、
簡
単
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

補
註
の
形
で
で
は
あ
る
が
、
そ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
氏
は
、
　
「
記
帳
使
と
計
帳
使
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
こ
れ
を
同
種
の
も
の
と
す
る
見
解
に
一
応
従
っ
て
お
く
。
但
し
大
帳
と
計
帳
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
」

と
述
べ
ら
れ
、
後
述
す
る
出
雲
国
計
会
帳
に
見
え
る
大
昔
言
及
び
大
豊
の
例
に
言
及
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
近
年
林
陸
朗
民
も
ま
た
、
簡
単

な
捕
註
の
形
で
こ
の
問
題
に
触
れ
、
　
「
通
説
で
は
、
大
平
使
と
計
帳
使
と
を
同
一
の
も
の
の
よ
う
に
見
て
い
る
ら
し
い
が
、
大
帳
（
大
計
帳
）
は

民
部
式
に
よ
る
と
六
年
一
造
で
あ
っ
て
、
毎
年
作
成
の
計
帳
と
は
ち
が
う
。
そ
れ
と
毎
年
発
遣
の
大
帳
面
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

あ
る
か
、
問
題
が
残
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
鍵
田
が
「
大
匙
（
大
計
帳
）
は
民
部
式
に
よ
る
と
六
年
一
造
」
と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
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管
見
の
限
り
民
部
式
に
そ
の
よ
う
な
規
定
は
な
く
、
諸
般
の
事
情
か
ら
推
し
て
も
何
か
の
誤
解
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
両
氏

の
見
解
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
大
難
」
と
「
計
帳
」
と
を
全
く
別
種
の
文
書
を
指
す
用
語
と
見
倣
す
考
え
が
、
近
年
…
般
的
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
に
立
つ
場
合
、
正
倉
院
現
存
の
各
種
の
計
帳
様
文
書
の
中
、
天
平
十
二
年
以
前
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
阿
波

国
計
帳
」
を
「
大
弓
」
に
あ
て
、
神
亀
三
年
の
「
山
背
国
愛
宕
郡
出
雲
郷
雲
上
里
・
同
雲
下
里
計
帳
」
の
よ
う
な
郷
、
ま
た
は
郷
里
制
下
の
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

毎
に
纒
め
ら
れ
た
戸
口
歴
名
文
書
を
「
計
帳
」
に
あ
て
る
の
が
普
通
の
考
え
方
の
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
私
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
全
く
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
私
は
「
大
帳
漏
も
「
計
帳
」
も
金
く
同
一

の
実
体
に
対
す
る
別
称
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
　
「
阿
波
国
計
帳
」
様
の
一
国
毎
の
戸
数
・
口
数
に
関
す
る
統
計
的
文
書
と
、
　
「
雲
上
里
・
雲

下
里
計
帳
」
の
よ
う
な
戸
口
歴
名
文
書
と
の
両
者
か
ら
成
り
立
つ
も
の
と
考
え
る
。
即
ち
こ
の
両
者
が
一
体
と
し
て
、
「
計
帳
」
と
も
「
大
帳
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
も
呼
ば
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
既
に
早
く
、
　
『
古
事
類
苑
』
な
ど
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
何
分
に

も
そ
の
書
物
の
性
格
か
ら
し
て
、
叙
述
は
極
め
て
簡
単
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
以
下
私
な
り
に
ま
ず
こ
の
点
を
論
証
す
る
こ
と
か
ら

始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
四
二
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
　
「
計
帳
」
及
び
「
大
喪
」
に
関
す
る
叙
上
の
見
解
は
、
あ
く

ま
で
現
存
計
帳
の
作
成
さ
れ
た
神
亀
～
天
平
年
間
を
中
心
と
す
る
時
期
以
後
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
大
毒
」
の
初

見
例
が
天
平
六
年
の
出
雲
国
計
会
帳
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
計
帳
」
ま
た
は
「
大
首
」
の

内
容
が
ど
の
時
点
ま
で
遡
り
得
る
か
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
の
計
帳
制
度
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も

後
節
で
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
さ
て
「
計
帳
」
と
「
大
倉
」
に
つ
い
て
の
私
見
を
論
証
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
計
帳
使
と
大
帳
使
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。

何
故
な
ら
、
一
般
に
は
同
種
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
音
使
の
関
係
に
対
し
、
先
に
見
た
如
く
、
早
川
・
林
の
両
氏
は
い
さ
さ
か
の
疑
問
を
表
明

し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
同
一
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
両
氏
の
見
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
「
計
帳
」
と
「
大
帳
」

と
の
同
一
性
を
示
す
有
力
な
一
堂
と
な
し
得
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
両
使
の
同
一
な
る
こ
と
を
最
も
直
接
的
に
示
す
史
料
は
、
東
南
院
文
書
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⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

中
に
お
け
る
天
平
宝
字
三
年
十
一
月
十
四
日
付
の
越
中
国
労
郡
庄
園
惣
券
、
及
び
そ
れ
に
対
応
す
る
同
日
付
の
開
田
図
奥
書
に
見
え
る
、
国
司

署
名
部
分
の
記
載
で
あ
る
。
そ
の
中
に
「
正
八
位
上
行
目
小
野
朝
臣
大
帳
使
」
と
見
え
て
お
り
、
　
こ
れ
に
よ
っ
て
天
平
慰
霊
三
年
の
越
中
国
大

帳
使
が
目
の
小
野
朝
臣
某
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
こ
の
十
一
月
十
四
臼
の
時
点
で
彼
は
い
ま
だ
在
京
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
知
ら

れ
る
が
、
第
一
表
に
整
理
し
た
如
く
、
庄
園
惣
券
以
下
各
田
図
に
は
上
記
の
よ
う
に
「
名
帳
使
偏
と
註
記
さ
れ
な
が
ら
、
一
例
で
は
あ
る
が
、

射
水
郡
鳴
戸
開
田
図
に
お
い
て
は
、
そ
の
部
分
が
「
計
帳
使
」
と
註
記
さ
れ
て
い
る
事
実
に
注
昌
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
同
年
・
同
国

に
お
け
る
同
一
人
が
大
帳
使
と
も
計
帳
使
と
も
呼
ば
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
両
者
が
同
一
使
に
対
す
る
別
称
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
示
す
、
明

白
な
一
証
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
さ
ら
に
は
次
に
、
天
平
六
年
の
出
雲
國
計
会
帳
に
大
帳
枝
文
の
一
と
し
て
見
え
る
「
麦
帳
」
一
巻
を
問
題
と
し
た
い
。
こ
れ
は
天
平
五
年
八

　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

月
華
遣
の
同
国
大
智
使
、
史
生
大
初
位
上
依
網
連
坐
美
麻
呂
に
よ
っ
て
京
進
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
が
、
こ
の
変
帳
作
成
の
起
源
を
示
す
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
れ
る
『
類
聚
三
代
格
』
単
収
の
養
老
七
年
八
月
廿
八
日
官
符
で
は
、
国
郡
司
に
大
小
菱
の
耕
種
を

第一表　天平宝字三年越中国諸郡庄國惣券

　及び各開国図の奥書にみえる目小野朝臣

　某についての註記

使
使
使
使
使
使
使
使

帳
帳
帳
帳
帳
帳
帳
帳

大
大
大
大
大
計
大
大

空　　園　　惣　　券

硬波郡伊加流伎開田図

砺波郡石粟村官施入田隊

射水郡須加開閏図

射水郡根田開田図

射水郡鳴戸開田図

新用郡滝部開圧i図

新川郡大藪開田図

督
励
し
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
其
耕
種
町
段
。
収
穫
多
少
。
毎
年
具
録
。
附
計
帳
使
申
上
。

　
傍
点
を
施
し
た
如
く
、
養
老
七
年
官
符
で
は
、
麦
帳
に
相
当
す
る
と
考
え
る
べ
き
内
容
の
文
書
を

「
計
帳
使
偏
に
附
し
て
申
上
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
先
の
出
雲
国
計
三
三
に
お
い
て

は
、
こ
の
変
種
を
京
田
し
た
の
は
「
大
帳
使
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
前
後
わ
ず
か
に
十
年
を
隔

て
る
ば
か
り
の
両
史
料
に
お
い
て
、
同
じ
麦
帳
を
附
す
べ
き
使
者
を
一
方
は
「
計
帳
使
」
、
他
方
は

「
大
要
使
」
と
呼
ん
で
い
る
事
実
は
、
や
は
り
両
者
が
全
く
同
一
の
使
を
指
す
別
称
と
考
え
て
、
最

も
自
然
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
同
様
の
例
は
、
調
庸
専
当
国
（
郡
）
司
の
歴
名
帳
に
つ
い
て
も
指
摘
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
承
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第二表　8世紀における計帳使・大帳使の実例

年　　次 i酩！ 使　　者　　名 ！　史　　　　料
天　　平5年 出雲 大館使依網下意美麻呂 天平6年　出雲国計会帳

天　　平18年 越中 大越使大伴宿禰池主 万葉集巻17
天平勝宝3年 越中 大饗使大伴宿彌家持 万葉集　巻19

天平宝字3年 越中 奔羅討議某 天平宝宇3年11月14日　東大寺越中国諸点庄園
y券第一及び各田図

天平神護2年 越前 大帳使榎井朝臣某 天平神護2年1G月21日　越前国司解及び各田図

や
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
同
じ
格
文
ど
う
し
の
闊
に
も
同
様
の
関
係
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
延
暦
廿

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、

一
年
八
月
廿
七
日
官
符
に
は
、
　
「
諸
国
調
庸
専
詩
歴
名
、
附
昌
大
帳
使
喘
依
レ
例
申
送
。
」
と
見
え
て
お
り
、
先
の

天
応
元
年
格
が
「
計
帳
使
」
に
附
し
て
申
上
す
る
よ
う
述
べ
て
い
る
文
書
が
、
こ
こ
で
は
「
大
帳
使
」
に
附
し

て
申
上
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
延
喜
民
部
式
に
お
い
て
も
そ
れ
は
「
大
仁
使
」
と
記
さ
れ
て
い

第三表　8～9世紀の官符にみえる記帳使・計帳使の用例

史 料 i大1鞭・諏獅1

養老7年8月28臼官符

天応元年8月28H格（承和9年正月27臼官符所引）①

延暦・年12月1・H献鱒1弱貼佐難鵬講鋤

延暦16年4月29日官符（斎衡2年6月25日官符所引）②

延暦21年8月27目官符＝

大同2年9月16日官符所引紀伊国解

大同4年正月26日置符

；た「司5年3月28月置稽：

弘仁6年11月27日官端（弘仁9年6月17日官符所引）③

弘仁9年6月17日置符

承和9年6月9日官符
承矛011年4月1日置符所弓i陸奥極到角孕

斉衡2自三5月21日置そ等

貞表見17｛P3月28日置符

使
使

帳
帳

計
計

使
使
極
極
使
様
使
様
極
極
使
様

帳
帳
帳
帳
帳
継
継
帳
帳
桜
鱒
帳

大
大
大
大
大
大
計
計
大
計
大
大

註：出典はすべてr類聚三代格』

　①『続日本後薬』承和9年正月壬戌条参照

⇒
購
　
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
れ
ら
の
例
は
い
ず

ロ
　
ドW

③
　
れ
も
出
雲
国
忍
会
帳
と
前
後
の
格
文
と
の

　
　
対
比
で
あ
り
、
そ
こ
に
や
や
問
題
も
残
る

）
関
係
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
延
暦
廿

し
　
　
し
　
　
も

玉
帳
使
喘
依
レ
例
申
送
。
」
と
見
え
て
お
り
、
先
の

②r三代実録』元慶8年8月4日目参照
③r臼本後聞』弘仁6年11月甲午条参照

肖
る
時
は
「
大
帳
使
」
、
或
る
時
は
「
計
帳

使
」
と
両
様
に
呼
ば
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ

れ
ら
が
同
一
内
容
の
文
書
を
指
す
こ
と
は

　
　
　
⑩

疑
い
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
同
一
使
が

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
出
雲
国
計
会
帳
で

は
、
や
は
り
「
大
忌
使
」
の
も
た
ら
す
枝

文
中
に
「
主
当
調
庸
国
司
井
郡
司
緩
」
　
一

　
　
　
　
　
⑨

紙
が
存
在
す
る
。
　
「
専
当
」
と
「
主
当
」

と
の
用
語
上
の
網
羅
は
見
ら
れ
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

和
九
年
正
月
廿
七
日
官
符
所
引
の
天
応
元

年
八
月
廿
八
陰
野
に
お
い
て
は
、
　
「
調
庸

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ら
　
　
も

専
当
国
司
附
昌
計
帳
使
巴
申
上
。
」
と
見
え
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る
が
、
こ
の
よ
う
に
史
料
の
年
代
や
性
格
に
か
か
わ
ら
ず
、
明
ら
か
に
同
一
使
に
対
し
て
両
者
の
呼
称
が
混
用
さ
れ
て
い
る
事
実
は
重
要
で
あ

り
、
や
は
り
「
計
帳
使
」
と
「
大
帳
使
」
の
嗣
一
な
る
こ
と
を
有
力
に
物
語
る
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

・
た
だ
第
二
表
・
第
三
表
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
八
世
紀
の
個
人
名
を
知
り
得
る
実
例
が
、
先
の
越
中
国
射
水
郡
鳴
戸
開
田
図
の
例
を
除

い
て
全
て
「
大
貫
使
」
と
記
さ
れ
、
さ
ら
に
官
符
な
ど
に
見
え
る
用
語
例
で
も
「
大
島
使
」
の
語
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
注
意
し

て
お
く
べ
き
事
実
と
思
わ
れ
る
。
特
に
第
一
表
に
見
た
如
く
、
天
平
宝
字
三
年
の
越
中
国
の
例
に
お
い
て
、
目
小
野
朝
臣
某
を
「
計
帳
使
」
と

注
記
し
た
例
が
鳴
戸
開
田
図
の
一
例
の
み
で
あ
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
両
者
併
用
さ
れ
な
が
ら
も
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
大
帳
使
」
の
方
が

よ
り
正
式
な
名
称
で
あ
っ
た
感
が
深
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
た
後
の
考
察
と
の
関
連
で
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
さ
て
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
大
匙
使
と
計
帳
使
と
い
う
二
つ
の
名
称
は
、
全
く
の
同
一
使
に
対
す
る
別
称
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た

が
、
こ
の
有
力
な
事
実
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
直
接
に
「
計
帳
」
と
「
玉
帳
」
と
が
同
一
な
る
こ
と
を
示
す
事
例
を
次
に
掲
げ
る
こ
と
に
し
よ

う
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

A
　
承
和
十
一
年
四
月
一
日
官
符

　
　
応
蕊
計
帳
公
文
便
附
二
朝
集
使
一
隻

　
右
得
呂
陸
奥
国
解
一
傅
。
頃
年
朝
集
使
例
附
晶
税
帳
公
文
哺
因
レ
蚊
朝
集
之
政
難
レ
畢
穗
影
野
煩
無
レ
息
。
遂
超
昌
年
月
一
復
渉
二
秋
冬
鴫
今
計
帳
使
九
月
上
道
。
進

　
発
同
レ
時
下
レ
路
標
レ
苦
。
望
請
。
覇
王
公
文
附
昌
朝
集
使
【
為
レ
例
言
上
。
然
則
路
次
省
レ
疲
。
駅
子
息
レ
肩
。
唯
正
税
帳
使
別
差
扁
専
使
｝
進
上
、
謹
請
昌
官
裁
一

　
　
者
。
右
大
臣
宣
。
奉
レ
勅
。
依
レ
請
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
B
　
　
嘉
祥
二
年
関
剛
十
二
月
廿
六
R
呈
冨
肋
付

　
　
応
下
附
二
朝
集
使
一
進
申
大
帳
よ
蔓

　
右
得
昌
出
羽
国
里
一
着
。
件
公
文
依
昌
太
政
宮
玄
弘
仁
十
年
五
月
廿
八
日
至
恩
一
差
レ
使
。
九
月
進
レ
官
。
朝
集
使
亦
依
レ
例
十
月
上
道
。
両
使
騎
駅
路
次
多
レ
弊
。

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
望
請
。
准
昌
陸
奥
国
大
帳
一
心
附
昌
朝
集
使
一
進
上
。
但
野
帳
別
晶
晶
専
使
｝
将
レ
進
。
重
量
昌
宮
裁
一
語
。
右
大
臣
宜
。
依
レ
請
。
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こ
れ
ら
A
・
B
二
つ
の
官
符
は
、
そ
れ
ぞ
れ
陸
奥
国
・
出
羽
国
の
解
を
受
け
て
、
前
後
五
年
の
聞
陳
を
お
い
て
相
継
い
で
両
国
に
下
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
出
羽
国
解
に
見
え
る
弘
仁
十
年
五
月
廿
八
日
窟
符
に
よ
っ
て
恐
ら
く
は
陸
奥
・
出
羽
両
国
と
も
に
九
月
発
遣
と

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
計
帳
使
が
停
め
ら
れ
、
以
後
そ
の
公
文
は
朝
集
使
に
附
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
A
の
承
和
十
一
年
官
符
に
お

い
て
は
、
以
後
朝
集
使
に
附
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
陸
奥
国
の
公
文
を
明
ら
か
に
「
計
帳
公
文
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
B
の
嘉
祥
二
年

官
符
で
は
、
同
様
の
処
置
を
認
め
た
出
羽
国
の
公
文
を
「
大
帳
」
と
称
し
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
先
年
陸
奥
国

に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
と
同
様
の
処
置
を
講
う
た
出
羽
理
解
の
中
に
、
　
「
准
昌
陸
奥
国
大
世
一
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
実
は
注
目
す
べ
き
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
承
和
十
一
年
、
朝
集
使
に
附
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
陸
奥
国
の
「
計
帳
」
が
、
そ
の
ま
ま
「
大
帳
」
と
も
称
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
好
例
を
さ
ら
に
示
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
先
の
計
帳
使
と
大
壷
使

と
に
つ
い
て
の
考
察
結
果
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
も
は
や
、
　
「
大
京
」
と
「
計
帳
」
と
が
別
種
の
文
書
を
指
し
示
す
用
語
で
は
な
く
、
相
互
に

置
き
換
え
得
る
同
一
内
容
の
名
称
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
と
応
え
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
さ
ら
に
補
う
意
味
で
も
、
次
に
は
そ
の
よ

う
な
「
計
帳
」
1
1
「
大
回
」
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
延
暦
四
年
六
月
廿
四
日
、
畿
内
七
道
諸
国
に
対
し
て
ニ
ケ
条
に
わ
た
る
浮
逃
対
策
の
官
符
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
部
内
浮
逃
の
締
括
を

命
じ
た
第
一
条
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
見
え
る
。

　
　
（
前
略
）

　
今
宜
レ
令
下
曇
日
括
所
部
百
姓
浮
コ
宕
土
中
而
厳
加
二
塁
搦
一
堂
序
－
注
妄
死
逃
走
除
帳
之
輩
畠
。
又
期
日
宝
亀
十
一
年
格
刃
下
レ
符
悪
習
。
具
注
下
愚
由
魂
　
丼
載
コ
附
大

　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

　
帳
内
目
録
一
申
上
。
不
レ
得
昌
逗
留
諫
漏
魂

　
傍
点
を
施
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
括
歯
し
た
二
死
逃
走
除
帳
の
輩
に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を
注
記
す
る
の
と
同
時
に
、
併
せ
て
「
大
帳

内
羅
録
」
に
載
附
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
国
史
大
系
本
『
類
聚
三
代
格
』
の
頭
注
に
よ
れ
ば
、
前
田
家
本
に
は
こ
の
部

分
に
「
内
」
の
字
が
無
く
、
　
「
大
釜
目
録
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
そ
の
意
味
に
は
何
ら
変
わ
り
な
く
、
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第四表正税帳継目裏書
＼ 年 次1国名1 継　　　目　　裏　　書

・i天平2年 大　倭 従七僚上行大目勲十二等中臣一人宿禰古麻呂
2i

〃 尾　張 尾張圏収納大税雪天平二年十二月少目従七低下勲十二等秦前忌寸大魚
3i

〃 紀　俳 紀伊国収納大税帳天平二年

4i　　〃c
越　前 越前国大計帳天平三年二月廿六日史生大初位下阿刀造佐美麻呂

5i天平4年 隠　妓 老妓国正説収納帳大初位下行目県大養宿繍大万侶天平五年二月十九日

6i天平6年 尾　張 尾張國収納正税帳天平六年十二月史生従八位上葉比新家連圏麻呂

」　　　〃

m
天
平
8
年
卜

周　防

ﾛ　津

周防国天平六年正税目録帳従七低上行目茨田連光

ﾛ津周天平八年正税目録帳従七位下大属田部宿禰家主

g
l

〃 薩摩 薩摩国天平八年正税目録帳従八位：上行目呉原忌寸百足

10
P1】

1天平9年

@　ク

長　門

L　後

長門国天平九年収納大税目録帳正八低下行目常勝首夏

L後國天平九年正税帳守外従五位下楊胡史寄身

12 ク 但　馬 従七位下行圏坂上忌寸入麻呂

ユ3 〃 駿　河 駿河国正税目録帳天平九年史生大初位下秦達布連広嶋

14 〃 和　泉 和泉監収納正税帳天平九年

15 天平10年 淡　路 淡路国天平十年十二月廿七日史生正八位下榎本直虫麻呂

16 〃 駿　河 駿河国正陰帳天平十年目正八位上川原田宿禰忍国

17 〃 周　防 周防国天国十年正税帳史生大初位上秦連圏麻呂

18 〃 筑　後 筑後国天平十年正税目録帳従七位下行目津東真麻

19 天平11年 伊　豆 伊豆国天平十一年正税井神税帳目従八位下林連佐比物

が
、
他
の
例
に
多
く
見
ら
れ
る
「
某
国
収
納
正
税
帳
」
の
倒
叙
に
過
ぎ

な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
　
一
般
に
「
正
税
帳
」
　
（
「
大
税
帳
」
）
と
呼
び

習
わ
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
よ
り
厳
密
に
は
「
正
税
目
録
帳
」

当
面
の
課
題
に
と
っ
て
極
め
て
貴
重
な
手
懸
り
を
提
供
す
る
も
の
で
あ

る
。
ま
ず
第
一
に
「
大
帳
（
内
）
目
録
」
と
い
う
用
語
は
、
明
ら
か
に

「
大
帳
」
が
単
一
の
文
書
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し

て
お
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
複
数
の
文
書
か
ら
成
り
立
つ
「
大
帳
」

の
一
部
が
、
　
「
目
録
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
形
態
の
文
書
で
あ
っ
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
。
で
は
そ
の
「
目
録
」
と
は
ど
の
よ
う
な
文
書
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
大
い
に
参
考
と
す
べ
き
は
、
天
平
年
上
の
多
数
の

正
税
帳
の
継
旨
裏
書
で
あ
る
。
第
四
表
は
、
現
存
正
税
帳
の
中
、
継
員

裏
書
の
確
か
め
得
る
も
の
を
選
ん
で
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
　
「
大

工
帳
」
　
「
正
税
帳
」
　
「
正
税
収
納
帳
」
等
の
名
称
と
な
ら
ん
で
、
天
平

六
年
の
周
防
、
天
平
八
年
の
摂
津
・
薩
摩
、
天
平
九
年
の
長
門
∵
駿
河
、

天
平
十
年
の
筑
後
な
ど
、
　
か
な
り
の
例
に
渉
っ
て
　
「
正
税
目
録
帳
」

（「

蜑
R
目
録
帳
」
）
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
他
の
名

称
の
中
、
⑲
の
伊
豆
に
お
け
る
「
正
税
井
神
璽
帳
」
が
、
神
税
を
併
せ

記
載
し
た
こ
と
か
ら
く
る
名
称
で
あ
り
、
⑤
の
隠
岐
の
「
正
税
収
納
帳
」
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（「

ｴ
駕
目
録
帳
」
）
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
国
全
体
、
さ
ら
に
は
各
郡
毎
に
、
正
税
の
前
年
度
繰
越
額
及
び
当

年
の
歳
入
・
歳
出
・
残
高
等
を
書
き
上
げ
た
こ
の
種
の
文
書
は
、
ま
さ
に
「
目
録
帳
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
さ
ら
に
各
項
目
毎
の
詳
細
を
記

録
し
た
歪
税
出
挙
帳
」
以
下
の
文
書
と
櫻
・
や
一
国
の
正
税
運
用
の
全
体
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
・

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
、
国
郡
毎
の
正
税
運
用
に
つ
い
て
の
統
計
的
文
書
が
「
正
税
目
録
帳
」
と
呼
ば
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
傍
証
と
し
て
、

問
題
の
「
大
津
（
内
）
目
録
」
も
ま
た
、
国
郡
を
単
位
と
す
る
戸
数
・
口
数
の
統
計
的
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

即
ち
一
般
に
「
高
楼
」
と
い
う
名
称
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
文
書
は
実
は
「
大
魚
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
　
「
大
慌
目
録
」
と
も
称
す
べ
き
文

書
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
戸
令
集
解
造
計
帳
条
所
引
の
次
の
古
記
の
見
解
が
さ
ら
に
参
考
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

　
古
記
云
。
依
レ
式
。
謂
造
晶
計
帳
一
之
様
也
。
馬
柵
国
営
断
罪
国
超
群
昌
目
録
一
巻
一
申
送
也
。
如
晶
戸
籍
一
不
レ
作
昌
里
別
為
7
巻
。
　
（
下
略
）

　
こ
の
古
記
に
よ
っ
て
、
養
老
令
で
は
「
依
レ
二
号
レ
帳
」
と
あ
る
部
分
が
、
大
宝
令
で
は
「
依
レ
式
造
晶
国
魂
一
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推

定
さ
れ
、
そ
こ
に
一
つ
の
重
要
な
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
節
で
論
じ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
古
記
説
自
体
の

内
容
が
問
題
で
あ
る
。
国
が
総
じ
て
作
成
す
る
「
目
録
一
巻
」
が
、
里
別
に
巻
を
為
し
て
作
成
さ
れ
る
戸
籍
の
如
き
文
書
と
は
、
対
立
的
に
把

え
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
古
記
の
兇
解
に
よ
れ
ば
、
天
平
当
時
既
に
計
帳
に
関
し
て
「
目
録
」
の
概
念
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
そ
の
「
目
録
」
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
そ
れ
は
｝
国
毎
の
戸
数
・

口
数
に
つ
い
て
の
統
計
的
文
書
と
見
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
大
帳
目
録
」
の
具
体
的
内
容
が
以
上
の
如
く
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
「
目
録
」
と
高
密
っ
て
「
大
帳
」

“
「
計
帳
」
を
構
成
し
た
文
書
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
何
と
呼
ば
れ
る
文
書
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
正
倉
院
現
存
の
各
種
計
帳
様
文
書
に
つ
い
て
見
る
こ
と
が
有
効
な
方
法
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
計
帳
様
文
書
が
大
き
く
次

の
三
種
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
は
既
に
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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⑰

　
一
、
○
右
京
計
帳
（
天
平
五
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
　
○
近
江
国
志
何
郡
古
市
郷
計
帳
（
神
亀
元
年
～
天
平
十
四
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
二
、
○
山
背
挙
愛
宕
郡
出
雲
郷
雲
上
黒
計
帳
・
同
雲
下
里
計
帳
（
神
亀
三
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
○
山
背
国
愛
宕
郡
某
郷
計
帳
（
天
平
五
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　
　
○
所
謂
「
集
人
計
帳
」
（
天
平
七
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　
　
O
越
前
国
江
沼
郡
山
背
郷
計
帳
（
天
平
十
二
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
三
、
o
阿
波
国
計
帳
（
天
平
十
二
年
以
前
）

　
こ
れ
ら
の
う
ち
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
各
文
書
に
「
手
実
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
　
「
計
帳
手
実
」
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
右

京
の
そ
れ
が
各
戸
毎
に
紙
や
書
風
を
異
に
し
、
そ
の
末
尾
に
雪
曇
提
出
者
を
記
す
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
各
戸
毎
に
作
成
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
国
の
計
帳
作
成
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
京
職
や
園
衙
に
提
出
さ
れ
る
文
書
で
あ
っ
た
。
そ
の
書
式
は
右
京
計
帳
手
実
と
古
市
郷
の
そ
れ
と
で

は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
が
、
右
京
計
帳
切
実
で
は
、
ま
ず
最
初
に
去
年
の
計
帳
に
お
け
る
戸
口
数
、
及
び
そ
の
後
の
変
動
を
上
げ
、
次
い
で

今
年
の
戸
口
数
と
そ
の
課
・
不
課
の
内
分
け
、
調
な
ど
を
記
し
、
戸
口
の
歴
名
部
の
後
に
は
、
一
年
間
の
変
動
に
つ
い
て
の
別
項
記
載
、
及
び

手
実
提
出
の
年
月
日
、
提
出
者
、
坊
令
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
古
市
郷
の
各
年
次
の
手
実
は
い
ず
れ
も
戸
口
歴
名
部
の
み
か

ら
成
り
立
ち
、
手
実
と
し
て
の
両
者
の
関
係
に
は
問
題
が
残
る
の
で
あ
る
が
、
戸
令
造
計
帳
条
の
規
定
に
も
明
ら
か
な
如
く
、
虚
実
の
中
心
と

な
る
べ
き
記
載
は
あ
く
ま
で
戸
口
歴
名
の
部
分
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
計
帳
手
実
」
の
文
書
と
し
て
の
重
要
な
属
性
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
が

京
進
さ
れ
る
べ
き
文
書
で
は
な
く
、
提
出
さ
れ
た
京
職
や
国
衙
に
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
る
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

尤
も
、
現
存
の
右
京
計
帳
本
実
が
右
京
職
か
ら
太
政
官
に
申
送
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
岸
俊
男
氏
の
裏
文
書
か
ら
す
る
研
究
に
照
ら
し

て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
手
実
が
提
出
後
、
右
京
職
に
お
い
て
継
ぎ
合
わ
さ
れ
、
表
面
に
職
印
を
捺
し
て
、
も
は
や
手
実
そ

の
も
の
で
は
な
い
別
種
の
下
巻
文
書
と
し
て
太
政
官
に
申
送
さ
れ
た
為
で
あ
り
、
決
し
て
「
計
帳
手
玉
」
自
体
と
し
て
上
進
さ
れ
た
の
で
は
な
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い
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
は
、
現
存
の
「
右
京
計
帳
」
は
、
む
し
ろ
次
の
三
権
グ
ル
ー
プ
の
文
書
と
同
種
の
も
の
と
見
敬
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
古
市
郷
の
大
友
但
波
史
族
吉
備
麻
呂
に
関
す
る
九
通
の
手
実
が
、
同
じ
く
岸
俊
男
氏
に
よ
っ
て
、
近
江
国
か
ら
二
進
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
た
文
書
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
近
江
国
衙
に
保
存
さ
れ
て
い
た
各
年
次
提
出
の
手
実
で
あ
ろ
う
と
一
応
推
定
さ
れ
て
い
る
点
が

注
意
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
次
は
適
量
グ
ル
ー
プ
の
文
書
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
掲
げ
た
五
通
の
計
帳
様
文
書
は
、
相
互
に
ご
く
わ
ず
か
の
書
式
の
相
違
は
あ
る
も

の
の
、
基
本
的
に
は
金
く
同
一
形
式
の
文
書
で
あ
る
。
そ
の
書
式
は
、
先
に
述
べ
た
右
京
計
帳
豊
実
の
書
式
か
ら
末
尾
の
七
曲
提
出
年
月
日
、

提
出
者
、
坊
令
な
ど
の
記
載
を
除
い
た
も
の
を
各
戸
毎
の
記
載
内
容
と
し
、
そ
れ
を
順
次
列
挙
し
て
、
郷
ま
た
は
郷
里
制
下
の
里
毎
に
一
巻
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

文
書
と
し
て
纒
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
「
計
帳
手
実
」
と
の
書
式
の
一
致
か
ら
見
て
、
こ
れ
ら
の
文
書
が
、
原
則
的
に
は
各
戸
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

出
の
着
実
を
順
次
引
き
写
す
形
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
神
亀
三
年
の
出
雲
郷
計
帳
に
は
、
継
目
裏
書
に
「
史
生
従
八

位
下
問
人
宿
称
男
君
」
の
名
が
見
え
て
お
り
、
こ
の
種
の
文
書
が
最
終
的
に
は
国
衙
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
が
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

面
の
課
題
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
が
増
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
太
政
官
に
申

送
す
る
為
に
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
先
の
右
京
計
帳
は
、
か
か
る
文
書
作
成
の
手
続
き
を
省
略
し
、
手
実
を
継
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
そ
の
代
用
と
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
最
後
に
こ
の
種
の
文
書
の
名
称
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
天
平
十
二
年
の
越
前
国
江

沼
郡
山
背
郷
計
帳
の
継
目
裂
書
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ

　
越
前
国
江
沼
郡
山
背
郷
天
平
十
二
年
計
帳
歴
名

と
見
え
て
い
る
こ
と
が
注
図
さ
れ
る
。
我
々
が
一
般
に
単
に
計
帳
と
呼
び
習
わ
す
こ
の
種
の
文
書
は
、
周
知
の
如
く
厳
密
に
は
「
計
帳
歴
年
」

と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
第
三
グ
ル
ー
プ
の
所
謂
「
阿
波
国
計
帳
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
＝
国
全
体
の
統
計
文
書
で
あ
る
こ
と
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
。
即

ち
そ
れ
は
先
述
し
た
「
大
戦
目
録
」
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
　
「
計
帳
手
実
」
を
責
め
取
り
、
　
「
計
帳
山
名
」
を
作
成
す
る
と
い
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う
過
程
を
経
て
、
最
終
的
に
一
国
全
体
の
戸
数
・
口
数
の
現
在
数
、
及
び
昨
年
度
数
と
の
異
同
が
計
箕
さ
れ
、
こ
の
「
目
録
」
が
作
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
掲
げ
る
現
存
の
断
簡
で
は
、
わ
ず
か
に
戸
数
の
課
・
不
課
に
よ
る
統
計
の
一
部
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同

様
の
書
式
が
延
喜
主
計
式
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
の
構
成
を
示
し
た
の
が
第
五
表
で
あ
る
。

計帳制度試論（鎌田）

「

　
　
戸
壱
拾
弐
不
課

　
　
　
戸
然
誓
老
口
旧

　
　
　
戸
陸
小
子
口
旧

　
　
　
戸
弐
疲
疾
口
旧

　
　
　
戸
壱
寡
妻
口
旧

　
　
戸
飯
諜

　
　
　
戸
弐
進
中
男
口
旧

　
　
　
戸
壱
小
子
戸
内
割
得
課
丁
口
旧

　
　
　
戸
弐
寡
妻
戸
内
割
得
課
丁
口
旧

都
合
今
年
計
帳
新
旧
定
見
戸
伍
任
陸
拾
捌

　
　
戸
壱
値
然
拾
不
課
乗
去
年
七

　
　
　
戸
壱
値
弐
拾
壱
旧

　
　
　
　
戸
壱
八
位

　
　
　
　
戸
壱
拾
捌
誓
老

　
　
　
　
戸
然
拾
小
子

　
　
　
　
芦
伍
篤
疾

」
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第5表延喜主計式に見える「大帳目録」の書式

購戸τ鉾工三戸

管曖呂礪τ灘

郡飴鞭戸｝m鉾
合今轍τ魏

穗戸

課戸lD不着
セ　　へへへへ　　へ　へ　　 ﾂ

戸工蘇　　i

笙r箒」
粟野l

見「撃

墜モ鷺
　　　直属τ量囎磯

　　　　　　旧藩1毯1

「葬醸爾莱彌芦モ黍零㎜

L一豊倉全隻菱魑藝曝塞塁ぞ二〔否墾

年計帳定日

都合今年計帳定見良賎大小口
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こ
こ
に
示
し
た
「
阿
波
国
計
帳
」
の
記
載
は
、
第
五
表
に
お
い
て
点
線
で
囲
っ
た
露
分
の
書
式
に
相
当
し
て
お
り
、
こ
の
部
分
に
関
す
る
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
は
、
　
一
つ
の
点
を
除
い
て
、
主
計
式
の
書
式
と
は
牢
句
の
末
ま
で
も
よ
く
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
阿
波
国
計
帳
」
の
こ
の
部
分

の
記
載
は
、
第
五
表
に
見
る
よ
う
な
各
郡
毎
の
統
計
部
分
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
国
全
体
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
都
合
今
年
計
帳
新
旧
定
見
戸
」
が
五
〇
六
八
戸
と
い
う
厩
大
な
数
に
の
ぼ
る
点
で
あ
っ
て
、
仮
に
一
郷
1
1
五
〇
戸
と
し
て
計
算
す
れ

ば
、
ほ
ぼ
一
〇
一
碧
に
も
相
当
し
、
と
て
も
一
著
の
郷
数
と
し
て
は
容
認
で
き
ぬ
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
そ
の
数
値
に
誤
り
の
な
い
限
り
、
こ



計帳制度試論（鎌国）

れ
は
一
国
全
体
の
統
計
と
見
る
外
な
く
、
当
時
の
書
式
で
は
、
最
初
の
国
金
体
の
統
計
部
に
お
い
て
も
、
主
計
式
に
見
る
各
郡
毎
の
記
載
様
式

が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
天
平
年
聞
の
正
税
帳
に
お
い
て
も
、
一
国
全
体
の
記
載
部
分
と
下
郡
毎
の
記
載
部
分
に
、
各

々
対
応
す
る
項
目
が
繰
り
返
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
「
大
量
回
録
」
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
書
式
を
と
っ
て
い
た
と
し
て
何
ら
不
思
議
は

な
い
。

　
し
か
し
問
題
は
ま
だ
残
る
。
阿
波
国
は
高
山
寺
本
『
倭
名
類
聚
抄
』
で
は
四
四
郷
（
刊
本
で
は
四
六
郷
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
『
律
書
残
篇
』
の

記
す
と
こ
ろ
も
ま
た
四
四
郷
と
一
致
し
て
い
る
。
　
『
居
喰
残
篇
』
の
国
郡
部
の
年
代
は
、
坂
本
太
郎
氏
に
よ
っ
て
、
一
応
養
老
五
年
四
月
～
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

平
九
年
十
二
月
の
間
と
考
定
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
呼
数
の
一
致
す
る
点
か
ら
見
て
も
、
八
世
紀
前
半
の
阿
波
国
の
郷
数
は
、
四
〇
～
五
〇

の
間
に
あ
っ
た
と
兇
て
ま
ず
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
一
国
全
体
の
郷
戸
数
は
多
く
見
積
も
っ
て
も
高
々
二
五

〇
〇
戸
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
わ
ず
か
に
「
阿
波
国
計
帳
」
断
簡
に
見
え
る
戸
数
の
半
分
程
度
に
し
か
達
し
な
い
。
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
私
は
当
該
文
書
に
事
え
る
「
戸
」
を
郷
戸
で
は
な
く
房
戸
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
一

　
天
平
十
二
年
の
遠
江
国
浜
名
郡
輸
租
帳
に
よ
れ
ば
、
一
群
全
体
の
房
戸
数
は
新
居
郷
で
郷
戸
の
二
・
二
倍
、
津
築
郷
で
は
一
・
七
倍
強
で
あ

り
、
養
老
五
年
の
下
総
国
葛
鰐
郡
大
嶋
郷
戸
籍
で
は
同
じ
く
二
・
六
倍
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
津
築
郷
は
一
郷
全
体
の
郷
戸
数
が
ニ
ニ
戸

に
過
ぎ
な
い
特
殊
な
郷
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
除
く
と
、
一
般
に
は
房
戸
の
数
は
郷
戸
数
の
二
～
三
倍
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
に
考
え
て
、
今
試
み
に
『
律
書
残
篇
』
な
ど
に
見
え
る
四
四
郷
に
一
団
“
五
〇
戸
（
郷
戸
）
を
乗
じ
、
そ
の
積
ニ
ニ
○
○
で
五
〇
六
八
戸
を

除
す
と
、
二
・
三
と
い
う
数
値
を
得
る
。
こ
の
結
果
は
ま
さ
に
今
述
べ
た
房
戸
数
と
郷
戸
数
の
割
合
に
適
合
的
で
あ
り
、
　
「
阿
波
国
計
帳
」
断

簡
に
見
え
る
「
戸
」
が
房
戸
を
意
味
す
る
こ
と
を
有
力
に
物
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
房
戸
を
対
象
と
し
て
課
戸
・
不
課
戸
の
別
を
記
す
こ
と
は
、
養
老
五
年
の
下
総
国
戸
籍
及
び
天
平
五
年
の
右
京
計
帳
手
実
な
ど
に
明
証
の
あ

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
一
国
一
郡
の
戸
数
を
房
戸
を
対
象
と
し
て
数
え
る
こ
と
も
、
遠
江
国
浜
名
郡
輸
租
帳
に
同
様
の
実
例
が
あ
っ
て
、

別
段
異
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
同
文
書
に
見
え
る
「
戸
」
が
房
戸
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
文
書
の
作
成
年
次
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も
　
　
ち

に
つ
い
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
な
ろ
う
。
即
ち
同
文
書
は
岸
氏
に
よ
っ
て
、
天
平
十
二
年
以
前
に
作
成
・
京
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
同
じ
く
算
氏
に
よ
っ
て
、
郷
戸
・
房
戸
制
は
郷
里
欄
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
施
期
間
も
郷
里

制
に
同
じ
く
、
一
応
霊
亀
元
年
か
ら
天
平
十
一
年
末
な
い
し
は
天
平
十
二
年
初
頭
頃
ま
で
の
閣
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
も
っ

と
も
先
の
遠
江
国
浜
名
郡
輸
租
帳
は
天
平
十
二
年
十
一
月
廿
日
の
日
付
を
持
ち
な
が
ら
、
な
お
郷
戸
・
房
戸
の
別
を
立
て
て
い
る
が
、
こ
れ
は

氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
制
度
廃
止
期
に
生
ず
る
不
徹
底
と
見
散
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
房
戸
を
対
象
と
し
て
一
国
の
声
数
統

計
を
行
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
の
「
阿
波
国
計
帳
」
残
簡
の
作
成
年
次
も
ま
た
、
霊
亀
元
年
～
天
平
十
一
・
二
年
の
問
に
限
定
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

　
さ
て
行
論
が
い
さ
さ
か
脇
道
へ
逸
れ
た
感
が
あ
る
が
、
以
上
の
検
討
の
結
果
、
現
在
我
々
が
知
り
得
る
計
帳
様
文
書
の
中
、
地
方
国
衙
か
ら

毎
年
太
政
官
へ
申
送
さ
れ
た
文
書
は
「
計
帳
歴
名
」
と
「
大
帳
目
録
」
と
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
し
か
も
「
計
帳
手
実
」
を
含
め
た
三
種

の
文
書
の
計
帳
作
成
過
程
に
お
け
る
一
貫
し
た
密
接
な
関
係
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
種
の
文
書
の
外
に
、
な
お
我
々
に
と
っ
て
未
知
の
別
種

の
計
帳
様
文
書
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
殆
ど
無
い
も
の
と
思
わ
れ
、
し
か
り
と
す
れ
ば
、
　
「
大
帳
目
録
」
と
共
に
「
大
帳
」
1
一
「
計
帳
」
を

構
成
し
た
文
書
は
、
こ
の
「
計
帳
歴
名
」
を
お
い
て
他
に
は
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
の
「
計
帳
歴
名
」
と
い
う
名
称
も
、
そ
れ
が
「
計
帳
」
を

構
成
す
る
一
部
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
「
輸
租
帳
」
も
ま
た
「
目
録
」
と
「
画
名
」
と
か
ら
な
る
書

式
を
と
っ
て
お
り
、
当
時
の
公
文
の
構
成
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
在
り
方
が
一
つ
の
主
要
な
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も

恐
ら
く
そ
れ
ら
は
ま
た
、
互
い
に
「
計
帳
図
録
」
　
「
大
幕
歴
名
」
と
も
呼
ば
れ
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
時
、
先
に
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
　
　
も
　
　
へ

用
し
た
延
暦
四
年
六
月
廿
四
日
官
符
に
お
い
て
、
　
「
依
昌
宝
亀
十
一
年
格
刈
下
レ
符
取
消
。
具
注
二
野
由
一
。
感
量
副
附
大
帳
内
目
録
一
申
上
。
」
と
命

ぜ
ら
れ
た
の
は
、
括
責
し
た
平
他
を
「
歴
名
」
に
お
い
て
「
具
注
昌
事
由
こ
す
と
同
時
に
、
そ
の
括
責
に
よ
る
増
加
数
を
「
目
録
」
に
癒
せ
載

附
す
る
意
味
と
し
て
よ
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
以
上
、
私
は
あ
く
ま
で
国
衙
か
ら
京
進
さ
れ
る
文
書
を
指
す
用
語
と
し
て
の
「
大
玉
」
と
「
計
帳
」
と
の
関
係
を
論
じ
、
そ
れ
ら
が
同
一
内
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容
の
名
称
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
内
容
は
「
目
録
」
と
「
三
男
」
と
か
ら
槽
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

実
は
「
計
帳
」
と
い
う
用
語
は
そ
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
の
み
使
用
さ
れ
る
の
で
は
な
～
＼
よ
り
広
い
意
味
内
容
を
も
っ
て
使
用
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
『
愛
日
本
紀
』
宝
亀
十
年
九
月
戊
子
条
に
は
「
不
レ
進
‘
計
帳
一
之
戸
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
見
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

明
白
に
「
計
帳
手
習
」
を
指
し
て
「
計
帳
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
天
平
宝
字
六
年
七
月
九
日
付
の
己
智
帯
成
請
暇
解
に
「
為
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

暑
夏
、
仮
丁
請
所
如
レ
件
」
と
見
え
る
の
も
同
様
の
例
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
弘
仁
二
年
九
月
廿
四
日
官
符
所
引
の
延
暦
十
九
年
十
月
三
日
官
符

の
中
に
、
上
総
国
諸
芸
百
姓
の
歎
毒
中
の
言
葉
と
し
て
、
　
門
計
帳
之
時
」
と
い
う
よ
う
な
用
法
も
見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
大
澗
四
年
六
月
十
一

　
　
⑪

日
官
符
所
引
の
右
京
職
解
に
「
計
帳
之
日
」
と
あ
る
の
と
同
様
の
表
現
で
あ
り
、
六
実
を
提
出
す
る
、
或
は
責
め
取
る
と
い
う
行
為
を
指
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

「
計
帳
」
と
称
し
た
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
同
じ
「
計
帳
器
量
」
で
は
あ
っ
て
も
、
寛
平
三
年
七
月
二
日
官
符
所
引
の
河
内
国
解
で
は
「
而

国
賊
計
帳
之
日
、
不
レ
進
昌
篤
実
ハ
無
レ
俗
昌
調
物
ご
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
よ
り
一
般
的
に
、
計
帳
を
作
成
す
る
と
い
う
意
味
あ
い

で
、
　
「
計
帳
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
延
喜
主
計
式
に
見
え
る
大
序
式
の
末
尾
に
「
都
合
今
年
計
帳
調
絹
緬
布
若
千
疋
端
」
と
あ
る
「
計

帳
」
は
、
計
溶
す
る
、
集
計
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
内
容
を
も
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
手
実
」
「
歴
名
」
「
目
録
」
と
も
に
見
ら
れ
る
「
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

年
計
帳
定
…
…
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
も
、
そ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
計
帳
」
の
使
用
例
は
多
岐
に
渉
る
が
、
そ
れ
は
「
手
実
」
の
提
出
か
ら
「
歴
名
」
　
「
目
録
」
の
作
成
、
さ
ら
に
は
当
年
調
庸

物
の
算
定
ま
で
、
そ
の
全
過
程
を
包
含
す
る
用
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
内
容
を
背
景
と
し
て
、
里
下
さ
れ
る
文
書
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
ら

の
「
目
録
」
　
「
歴
名
」
自
体
も
ま
た
一
括
し
て
「
計
帳
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
　
「
大
事
」
と
い
う
名
称
が
京
進
さ
れ
る
文

ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
へ

書
を
指
す
用
語
と
し
て
の
み
使
用
さ
れ
た
の
と
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
も
先
に
第
工
人
・
第
三
表
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

両
者
同
一
の
実
体
を
指
す
名
称
と
し
て
混
用
さ
れ
な
が
ら
、
　
「
計
帳
（
使
）
」
よ
り
は
「
大
帳
（
使
）
」
の
方
が
当
時
遙
か
に
一
般
的
に
用
い
ら
れ

て
お
り
、
こ
の
点
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
精
進
さ
れ
る
「
目
録
」
　
「
襲
名
」
の
両
者
を
総
括
す
る
名
称
と
し
て
は
、
　
「
大
罪
偏
の
方
が
よ
り

正
式
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
非
常
に
重
要
な
点
で
あ
っ
て
、
　
「
大
貫
」
と
い
う
名
称
の
発
生
し
た
時
点
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こ
そ
、
こ
こ
に
見
た
よ
う
な
形
で
の
計
帳
制
度
の
内
容
が
整
え
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

①
早
川
庄
八
「
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
歌
の
研
究
」
補
註
4
（
『
二
本
古
代
史
論

　
集
』
下
）

②
林
陸
朗
「
青
苗
簿
に
つ
い
て
」
補
註
3
（
『
日
本
鷹
史
』
二
七
二
）

③
例
え
ば
『
大
日
本
古
文
書
』
一
に
お
い
て
も
、
目
次
或
い
は
本
文
中
の
「
阿
波

　
国
計
帳
」
を
正
誤
表
に
お
い
て
特
に
「
阿
波
園
大
計
」
と
な
お
し
て
お
り
、
そ
れ

　
に
対
し
て
数
通
の
歴
名
文
轡
は
い
ず
れ
も
「
某
計
帳
」
の
ま
ま
に
麗
か
れ
て
い
る
。

④
『
古
事
類
苑
』
政
治
部
二
、
計
帳
の
頃

⑤
『
大
臼
本
古
文
霧
』
西
⊥
二
七
五
。
及
び
『
大
目
太
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
八
、

　
東
大
寺
文
書
之
二
の
三
；
一
頁
。

⑥
『
大
艮
本
古
文
書
隔
家
わ
け
第
十
八
、
東
大
寺
文
書
之
贋
。

⑦
『
大
日
本
古
文
書
帰
一
一
五
九
七
。

⑧
『
類
聚
三
代
魏
瞼
巻
十
二
、
諸
三
井
公
文
壌

⑨
⑦
に
薫
じ

⑩
　
　
『
類
聚
ヨ
難
生
』
所
引
の
官
符
で
は
、
本
文
中
に
示
し
た
よ
う
に
「
調
庸
専
当

　
曹
司
附
二
計
帳
使
一
申
上
。
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
　
『
続
日
本
後
絶
』
同
日
条
で
は
、

　
「
国
司
」
の
下
に
「
名
簿
」
の
語
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
調
庸
奪
当
国
郡
司

　
の
歴
名
帳
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

⑪
『
類
聚
三
代
格
』
巻
入
、
調
遂
事

⑫
『
額
聚
三
代
格
』
巻
十
二
、
諸
司
＃
公
文
事

⑬
⑫
に
同
じ
。

⑭
こ
こ
に
見
た
陸
奥
・
出
羽
両
圏
に
対
す
る
処
置
が
出
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
次
の

．
よ
う
な
経
過
が
存
在
し
た
。
卸
ち
『
類
聚
三
代
格
軸
巻
十
二
所
収
の
弘
仁
九
年
十

　
一
月
三
日
官
符
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
ま
ず
弘
仁
六
年
十
一
月
廿
七
日
置
諸
使
の

　
往
還
繁
多
に
と
も
な
う
畏
弊
を
省
か
ん
が
為
、
以
後
、
計
帳
・
正
税
二
心
の
公
文

　
を
朝
集
使
に
便
附
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
弘
仁
九
年
に
至
っ

　
て
、
朝
集
使
が
次
年
度
の
「
計
帳
」
の
勘
会
の
為
、
翌
年
八
月
ま
で
京
下
に
居
ら

　
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
の
弊
害
を
理
由
に
、
今
後
「
計
帳
公
文
」
の
み
は
、
朝
集
使
と

　
は
別
に
専
使
を
遣
わ
す
べ
き
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
恐
ら
く
そ
の
翌
年
、
B
の
嘉

　
祥
二
年
官
符
に
増
え
る
弘
仁
十
年
五
月
昔
八
日
官
符
に
よ
っ
て
、
陸
奥
・
出
羽
両

　
国
の
み
は
、
そ
の
計
帳
使
の
四
二
が
九
月
と
さ
れ
、
こ
の
承
和
～
嘉
祥
の
頃
に
至

　
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
今
注
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
に
「
　
」
を
附
し
て
示
し
た

　
如
く
、
弘
仁
九
年
官
符
に
お
い
て
も
問
題
の
公
文
を
「
計
帳
」
と
称
し
て
い
る
こ

　
と
で
あ
る
。

⑮
　
『
類
聚
三
代
格
蝕
巻
十
二
、
隠
首
括
出
浪
人
事

⑯
　
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳
（
『
大
R
［
本
古
［
文
書
』
一
）
に
は
、
天
平
五
年
の
大
帳

　
使
の
持
参
し
た
枝
文
の
中
に
「
大
振
出
挙
帳
」
　
「
郡
稲
出
挙
帳
」
　
「
公
用
稲
娼
挙

　
帳
」
な
ど
が
見
え
る
。
第
五
表
に
も
窺
え
る
如
く
、
正
税
は
古
く
は
大
腰
と
称
さ

　
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
天
平
六
年
蕉
月
十
八
日
の
官
稲
混
合
以
後
は
、
郡
稲
も

　
公
用
稲
も
正
税
稲
の
中
に
｝
本
化
さ
れ
た
。
こ
の
「
正
税
出
挙
帳
」
以
外
の
関
係

　
文
書
に
つ
い
て
は
、
『
政
治
要
略
』
巻
五
十
七
交
替
雑
事
雑
公
文
の
条
に
掲
げ
ら

　
れ
た
多
く
の
税
帳
三
文
が
参
考
と
な
る
。

⑰
『
大
罠
本
古
文
譲
』
一
一
四
八
一
～
五
〇
一
。
同
二
四
ー
エ
ハ

⑱
『
大
日
本
古
文
書
』
一
ー
ヨ
乱
悪
～
≡
篇
○
。
同
姦
盗
～
三
｝
こ
二
。
同
三
八

　
七
～
三
八
九
。
同
三
九
一
～
三
九
二
。
同
四
四
〇
～
四
四
一
。
同
四
五
〇
。
同
五

　
〇
四
～
五
〇
五
。
岡
六
一
＝
～
六
六
二
。
同
二
一
三
二
六
～
三
二
九
。

⑲
　
『
大
日
本
古
文
欝
』
一
⊥
三
二
三
～
三
五
二
。

＠，　op　pt　＠

『
大
臼
杢
自
欝
欝
軸

『
大
日
本
古
文
書
』

『
大
日
本
古
文
書
』

『
大
日
本
古
文
魯
』

　
一
三
五
三
～
三
八
○
。

一
一
五
〇
五
～
五
四
九
。

　
…
六
四
｝
～
六
五
一
。

ニ
ー
二
七
三
～
二
八
○
。
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⑳
　
『
大
日
本
古
文
書
陶
一
一
五
四
九
～
五
五
〇
。

㊧
　
戸
令
集
解
造
講
帳
幕
に
お
い
て
、
古
記
以
下
の
諸
説
は
一
致
し
て
、
手
燭
は
戸

　
主
（
占
卜
）
の
造
る
計
帳
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
が
、
省
京
計
帳
篠
目
の
実
例

　
で
は
、
手
並
提
出
者
を
知
り
得
る
六
戸
の
中
、
戸
主
が
そ
れ
に
あ
た
っ
て
い
る
の

　
は
わ
ず
か
に
二
例
の
み
で
、
他
は
戸
主
舞
、
戸
主
嫡
子
、
戸
主
男
、
さ
ら
に
は
他

　
戸
に
属
す
る
同
族
の
中
務
史
生
な
ど
が
提
出
者
と
な
っ
て
お
り
、
実
際
は
必
ず
し

　
も
、
芦
主
が
手
実
を
作
成
・
提
出
す
る
も
の
と
は
限
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
（
そ
の

　
中
、
於
伊
美
吉
子
首
戸
は
芦
主
が
下
野
国
薬
師
寺
造
語
漏
で
あ
り
、
出
庭
徳
麻
呂

　
戸
は
戸
虫
が
母
報
の
為
と
考
え
ら
れ
る
）
。
　
さ
ら
に
ま
た
手
萎
提
出
の
期
限
に
つ

　
い
て
も
、
令
規
定
の
六
月
三
日
は
厳
守
さ
れ
ず
、
六
月
九
日
～
七
月
十
二
日
に
渉

　
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

㊧
　
岸
氏
は
し
が
き
註
①
C
論
文
。

⑳
　
威
民
は
し
が
き
註
⑦
F
論
文
。

㊧
　
こ
れ
ら
の
文
書
が
郷
ま
た
は
郷
里
擬
下
の
璽
毎
に
成
巻
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ

　
そ
の
継
昌
裏
書
に
、
例
え
ば
「
山
背
国
愛
宕
郡
出
雲
郷
雲
上
里
神
亀
三
年
史
生
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

　
八
位
下
間
人
宿
称
男
君
」
、
「
越
前
国
江
沼
郡
山
背
郷
天
平
十
二
年
計
帳
歴
名
」
（
傍

　
点
筆
者
）
な
ど
と
見
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
ま
た
継
爵
襲
書
の

　
な
い
天
平
五
年
の
「
山
背
國
愛
宕
郡
計
帳
」
も
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
郷
単
位
に

　
成
巻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
点
か
ら
推
定
で
き
る
。
即
ち
刷

　
項
記
載
や
追
記
の
中
に
、
戸
口
の
移
動
に
つ
い
て
「
上
件
霊
告
戸
主
秦
人
広
幡
東

　
人
戸
来
附
」
、
或
い
は
「
従
愛
宕
郷
山
背
忌
寸
凡
海
蝕
来
報
」
な
ど
と
見
え
て
い

　
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
他
郷
か
ら
の
来
附
の
場
合
そ
の
郷
名
ま
で
記
し
、
同
郷

　
内
の
他
戸
か
ら
の
場
合
は
単
に
そ
の
戸
主
姓
名
を
記
す
に
と
ど
め
た
も
の
と
理
解

　
ざ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
文
書
が
少
な
く
と
も
郷
単
位
に
纏
め
ら
れ
て
い
た
こ

　
と
は
容
易
に
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
恐
ら
く
郷
里
制
施
行
期
聞
内
の
こ
と

　
と
て
、
雲
上
里
・
雲
下
里
の
そ
れ
と
同
様
に
、
さ
ら
に
下
部
単
位
の
雲
脚
に
成
巻

　
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
「
雲
下
里
計
帳
」
な
ど
も
、
本
文
中
別
項
の
移
動

　
記
載
は
郷
単
位
で
記
し
て
い
る
。
）

⑱
　
「
原
則
的
に
は
」
と
述
べ
た
の
は
、
果
し
て
当
暁
の
地
方
社
会
の
実
状
と
し
て
、

　
ど
れ
程
の
戸
が
実
際
に
手
実
を
作
成
・
提
出
し
得
た
か
疑
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
揚
合
に
は
、
最
初
か
ら
こ
の
極
の
文
書
が
国
郡
の
書
生
に
よ
っ
て
勘
造
さ
れ

　
る
こ
と
も
有
り
得
た
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
岸
氏
は
し
が
き
註
①
C
論
文
。
但
し
越
前
国
江
沼
郡
山
背
智
計
帳
は
、
天
平
十

　
五
年
～
天
平
勝
宝
初
年
頃
ま
で
の
間
に
、
金
光
明
寺
写
経
所
で
紙
背
が
一
括
使
用

　
さ
れ
た
公
文
類
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
公
文
類
は
、
天
乎
十
二
年

　
末
か
ら
翌
年
始
め
に
か
け
て
の
恭
仁
遷
都
を
契
機
と
し
て
、
中
央
官
衙
か
ら
｝
括

　
写
経
所
へ
払
い
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
山
背
郷
計
帳
の
辿
っ

　
た
経
路
は
ま
た
別
途
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑳
　
主
計
式
で
は
「
今
年
計
帳
薪
旧
定
見
戸
」
を
ま
ず
課
と
不
課
に
分
け
、
そ
の
各

　
々
に
つ
い
て
先
に
旧
と
新
の
内
分
け
を
示
し
、
不
法
戸
に
つ
い
て
は
、
そ
の
あ
と

　
旧
と
薪
を
区
別
し
な
い
で
「
戸
若
干
八
位
己
上
」
以
下
の
記
載
を
続
け
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
「
阿
波
国
計
帳
」
で
は
、
不
課
戸
を
旧
と
新
に
分
類
し
た
後
、
そ

　
の
各
々
に
つ
い
て
コ
戸
若
干
八
位
己
上
」
以
下
の
内
分
け
を
記
す
ら
し
い
点
が
違

　
、
つ
。

⑫
　
坂
本
太
郎
「
転
写
残
篇
の
一
考
察
」
（
『
日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究
』
下
　
髄

　
詩
篇
）

⑳
　
『
大
日
本
吉
文
欝
』
ニ
ー
二
五
八
～
二
七
一

⑭
　
浜
名
郵
輸
租
帳
の
各
郷
毎
の
戸
数
内
分
け
に
見
え
る
「
郷
戸
」
は
、
郷
戸
主
の

　
房
戸
と
し
て
の
所
謂
「
ま
房
戸
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
寒
冒
毎
に
上
げ

　
ら
れ
た
全
体
の
戸
数
が
そ
の
ま
ま
房
戸
の
数
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
郷
戸
」
数
で
除

　
し
て
本
文
の
数
値
を
得
た
。

母
　
神
亀
～
天
平
年
問
の
京
畿
の
「
計
帳
三
二
」
　
「
計
帳
手
実
」
に
つ
い
て
、
房
戸

　
の
有
無
が
確
認
さ
れ
る
郷
戸
の
範
臨
で
の
み
聾
者
の
割
合
を
検
す
る
と
、
い
ず
れ

　
も
　
・
五
～
一
・
七
倍
の
低
い
値
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
京
畿
と
い
う
当
蒔
の
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最
も
先
進
的
な
地
域
に
お
け
る
現
象
で
も
あ
り
、
た
だ
ち
に
こ
の
結
果
を
一
般
に

　
敷
術
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
養
老
五
年
の
下
総
国
璽
麻
郡
意
布
郷
戸
籍
な
ど
を

　
見
て
も
、
一
郷
戸
が
二
～
三
房
戸
で
構
成
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
か
ら
、
特
に
郷
戸

　
・
房
戸
捌
の
実
施
さ
れ
た
初
期
の
頃
で
は
一
層
、
　
一
畳
H
二
～
三
房
戸
の
原
剣
が

　
保
た
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑯
　
大
嶋
郷
戸
籍
で
は
、
里
毎
に
悲
干
の
記
載
上
の
特
色
が
あ
り
、
甲
和
里
で
は
二
、

　
三
の
例
外
を
除
い
て
、
一
般
に
は
郷
戸
主
の
下
に
の
み
課
戸
、
不
課
戸
の
溺
を
記

　
し
て
い
る
。
し
か
し
嶋
俣
里
で
は
全
て
房
戸
主
の
下
に
も
そ
の
注
記
が
見
ら
れ
、

　
蓑
た
乱
麻
郡
出
刃
布
郷
∵
鉦
托
郡
少
幡
郷
で
も
、
わ
ず
か
の
残
簡
で
は
あ
る
が
、
嶋

　
俣
里
と
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
天
平
七
年
の
「
隼
人
計
帳
」
で
は
、
や
は
り
各
房

　
戸
主
毎
に
「
合
差
科
戸
」
　
「
不
合
全
科
戸
」
の
別
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意

　
さ
れ
る
。

⑰
　
岸
氏
は
し
が
き
註
①
C
論
文
。

⑳
　
岸
氏
は
し
が
き
註
①
a
論
文
。

鐙
　
『
大
日
本
古
文
番
』
五
一
一
一
四
四
～
二
四
五
。

⑳
　
『
類
聚
三
代
格
駈
巻
十
二
、
正
倉
官
舎
事

⑳
　
『
類
聚
三
代
絡
』
巻
十
八
、
軍
議
兵
士
鎮
兵
事

⑫
　
『
類
聚
三
代
格
』
亡
八
、
調
盛
事

⑲
　
『
大
臼
本
古
文
欝
転
十
「
1
四
二
に
、
「
検
定
経
井
雑
物
等
帳
」
と
し
て
収
め

　
ら
れ
た
文
書
の
題
籔
に
「
私
経
計
帳
」
と
い
う
注
記
が
見
え
て
い
る
。
こ
れ
な
ど

　
は
経
巻
の
巻
数
に
つ
い
て
計
帳
の
語
が
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
り
、
㎝
般
に
「
計
え

　
認
す
」
こ
と
を
計
帳
と
称
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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二

　
大
仁
及
び
大
輪
使
の
初
見
は
天
平
六
年
の
出
雲
国
憲
会
帳
で
あ
る
が
、
前
節
で
考
定
し
た
よ
う
な
「
大
粟
」
1
1
「
計
帳
」
の
内
容
が
ど
の
時
点

ま
で
遡
り
得
る
か
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
考
察
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
現
存
「
計
帳
歴
名
」
の
最
も
古
い
年
次
は
神
亀
三
年
で
あ
る
か
ら
、
一

応
そ
の
時
点
ま
で
は
遡
り
得
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
『
曇
日
本
紀
』
養
老
一
7
6
年
五
月
辛
酉
条
に
見
え
る
次
の
記

事
が
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
二
大
計
帳
。
四
季
帳
。
六
年
見
丁
帳
。
青
苗
簿
。
輸
租
帳
等
式
昭
頒
コ
下
七
道
諸
国
⑩

　
大
宝
令
に
既
に
計
帳
作
成
の
規
定
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
改
め
て
「
大
計
帳
」
の
式
が
諸
国
に
頒
ち
下
さ
れ
た
こ
と
は
、
従
前

の
計
帳
制
度
に
対
し
、
こ
の
時
何
ら
か
の
整
備
・
改
定
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
問
題
は
こ
の
「
大
計
帳
し
が
果
し
て
ど
の
よ

う
な
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、
「
大
雨
」
と
「
大
計
帳
」
と
の
名
称
の

類
似
で
あ
り
、
も
し
前
者
が
後
者
の
省
略
形
、
即
ち
「
大
匙
」
1
1
「
大
計
帳
」
と
す
る
考
え
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
こ
の
養
老
元
年
の
「
大
計
帳



計帳制度試論（鎌田）

式
」
の
頒
下
こ
そ
、
先
に
見
た
よ
う
な
計
帳
制
度
の
挙
行
を
示
す
も
の
と
な
る
。
事
実
「
大
網
」
と
「
大
計
帳
」
と
を
同
一
と
見
題
す
見
解
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
①

早
川
・
林
両
氏
を
始
め
、
従
来
も
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
場
合
、
「
大
首
」
1
1
「
大
計
帳
」
が
単
に
「
阿
波
国
計
帳
」
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
文
書
を
指
す
名
称
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
難
点
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
見
解
に
立
て
ば
、
こ
の
養
老
元
年
に
新
に
一
国

全
体
の
統
計
文
書
の
書
式
が
頒
下
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
後
述
す
る
「
大
計
帳
式
」
落
下
の
事
情
に
照
ら
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
全

く
考
え
難
い
。
私
も
ま
た
結
論
的
に
は
、
こ
の
「
大
計
帳
」
と
「
大
権
」
と
を
同
一
の
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
前
節
で
の
考

察
結
果
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
「
大
計
帳
」
も
ま
た
「
目
録
」
と
「
歴
名
」
と
の
二
種
の
文
書
の
総
体
を
指
す
名
称
と
し
て
理
解
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
単
な
る
名
称
の
類
似
か
ら
す
る
推
測
と
は
別
に
、
こ
の
「
大
計
帳
式
」
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
得
る
余
地

が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
、
他
の
面
か
ら
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
史
料
上
に
お
け
る
「
大
計
帳
」
の
用
例
は
、
管
見

の
及
ぶ
限
り
、
こ
の
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
が
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
直
接
に
そ
の
内
容
を
想
定
す
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
と
言
っ
て

よ
い
が
、
そ
の
手
懸
り
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
大
計
帳
式
」
と
同
時
に
諸
国
に
頒
ち
下
さ
れ
た
他
の
文
書
の
書
式
を
検

討
し
、
そ
れ
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ハ
「
大
計
帳
」
の
内
容
に
一
定
の
推
測
を
試
み
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
「
大

計
帳
」
に
続
く
二
つ
の
文
書
、
郡
ち
「
四
季
帳
」
と
コ
ハ
年
蝉
騒
帳
」
と
は
現
在
そ
の
書
式
を
知
り
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

も
「
大
計
帳
」
を
勘
会
す
る
為
の
附
随
的
文
書
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
検
討
の
対
象
か
ら
は
一
応
除
外
し
て
お
い
て
差
支
え
あ
る
ま

い
。
ま
た
「
青
苗
簿
」
と
「
輸
租
帳
」
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
両
者
対
応
し
て
当
年
の
損
田
及
び
そ
れ
に
と
も
な
う
田
租
・
課
役
の
滅
免

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
検
す
べ
く
、
そ
の
作
成
を
命
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
林
陸
朗
氏
も
雷
わ
れ
る
よ
う
に
、
前
者
は
田
の
損
得
に
関
し
て
は
、
後
者
の
記
載

を
勘
会
す
る
為
の
機
能
を
持
つ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
面
で
の
主
た
る
文
書
は
あ
く
ま
で
「
輸
租
帳
」
で
あ
る
こ
と
は
腸
白
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
「
輸
租
帳
」
こ
そ
、
　
「
大
計
帳
」
と
並
び
立
つ
独
立
し
た
文
書
と
し
て
、
そ
の
書
式
を
参
照
す
べ
き
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
輸
租
帳
」
一
1
「
強
剛
」
の
書
式
は
延
喜
主
税
式
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
惣
調
合
郷
帳
一
会
髄
唱
郡
帳
鱒
惣
コ
合
郡
帳
一
会
二
国
帳
ご

と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
注
貝
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
「
郷
帳
」
に
つ
い
て
は
名
称
の
み
で
特
別
の
書
式
が
示
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
以
下
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に
述
べ
る
「
郡
帳
」
の
内
容
に
照
ら
し
て
も
、
恐
ら
く
は
「
落
懸
」
作
成
過
程
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
て
、
京
進
さ
れ
る
文

書
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
「
国
帳
偏
と
「
為
事
扁
と
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
「
国
帳
」
と
は
、
主
税
式
の
書
式
に
よ
っ

て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
内
管
轄
の
総
計
と
そ
の
諸
種
の
内
分
け
、
及
び
当
年
の
画
題
・
得
田
の
状
況
と
輸
租
穀
頴
・
輸
地
子
稲
の
額
な
ど
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
し
　
　
　
し
　
　
　
し

記
し
た
一
国
の
統
計
的
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
郡
帳
」
は
、
主
税
式
に
「
件
野
帳
様
郡
准
レ
此
。
但
不
輸
半
輸
等
交
名
具
注
如
レ
左
。
」

と
記
し
、
さ
ら
に
そ
の
交
名
部
の
書
式
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
毎
戸
の
戸
主
姓
名
を
損
田
舞
の
割
合
に
よ
っ
て
列
挙
し
た
点
に
特

色
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
一
種
の
歴
名
文
書
と
見
倣
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
「
国
帳
」
と
「
郡
帳
」
と
が
一
体
と
な
っ
て
全
体
と
し
て

の
「
租
帳
」
を
構
成
し
、
毎
年
京
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
延
喜
主
税
式
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
「
誓
願
」
の
以
上
の
よ
う
な
構
成
内
容
は
、
実
は
天
平
年
間
に
も
遡
ら
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
既

に
前
節
で
も
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
正
倉
院
文
書
中
に
は
天
平
十
二
年
十
一
月
廿
日
付
の
所
謂
「
遠
江
国
浜
名
郡
輸
租
帳
」
が
存
在
し
て
い
る

が
、
こ
れ
こ
そ
主
税
式
に
い
う
郡
下
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
一
覧
毎
に
成
巻
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
は
、
表
題
に
「
遠
江
国
浜
名
郡
租
帳

央
名
帳
」
と
あ
り
、
同
じ
く
継
目
裏
書
に
も
「
遠
江
国
浜
名
郡
租
帳
歴
名
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
が
、
そ
の
書
式
も
全
体

と
し
て
は
ほ
ぼ
主
税
式
の
そ
れ
と
同
様
と
控
え
る
。
し
か
も
重
要
な
こ
と
は
、
同
文
書
が
明
確
に
「
租
愚
説
名
帳
」
或
い
は
「
租
勝
馬
名
」
と

称
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同
文
書
の
正
確
な
名
称
が
知
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
「
開
帳
」
を
構
成
す
る
一
つ
の
部
分
に

過
ぎ
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
即
ち
天
平
十
二
年
の
遠
江
国
で
は
、
浜
名
郡
を
始
め
と
す
る
各
郡
の
「
粗
帳
歴
象
」
（
「
租
帳
央
名
帳
」
）
に
加

え
て
、
さ
ら
に
別
種
の
「
芝
葺
」
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
延
喜
主
税
式
に
見
え
る
一
国
全
体
の
統
計
文
書
と

し
て
の
「
国
魂
」
に
外
な
る
ま
い
。
前
節
で
考
定
し
た
「
大
帳
」
1
1
「
計
帳
」
の
例
、
さ
ら
に
は
正
税
帳
の
例
な
ど
か
ら
考
え
て
、
そ
れ
は
恐
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
し

く
「
租
帳
国
録
帳
」
と
称
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
浜
名
郡
租
帳
層
層
で
黒
鼠
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
浜
名
郡
依
レ
式
造

天
平
十
二
年
輸
租
帳
事
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
以
上
見
た
よ
う
な
天
平
年
頃
の
「
輸
租
帳
」
の
構
成
内
容
は
、

延
喜
主
税
式
に
見
る
と
同
様
、
明
確
な
「
式
」
の
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
式
」
こ
そ
、
養
老
元
年
に
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「
大
計
帳
式
」
と
共
に
諸
国
に
頒
ち
下
さ
れ
た
「
輸
租
帳
式
」
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
問
題
の
「
輸
租
帳
式
」
が
一
郡
毎
の
「
租
帳
歴
名
」
と
一
国
全
体
の
「
租
帳
目
録
」
と
も
称
す
べ
き
文
書
と
か
ら

成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
が
、
養
老
元
年
当
時
、
こ
の
よ
う
な
「
図
録
」
と
「
贈
名
」
と
を
一
体
と
す
る
観
念
が
既
に
存
在

し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
同
時
に
頒
ち
下
さ
れ
た
「
大
計
帳
式
」
も
ま
た
、
同
様
の
形
態
を
と
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
十
分
に
考
え
ら
れ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
考
え
て
見
る
べ
き
こ
と
は
、
養
老
元
年
を
降
る
こ
と
わ
ず
か
に
九
年
に
過
ぎ
な
い
神
亀
三
年
に
お
い
て
、
既
に
「
目
録
」

と
「
津
名
」
と
を
一
体
と
し
て
「
大
帳
」
一
「
計
帳
」
と
称
す
る
制
度
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
九
年
長
に
さ
ら
に
書

式
の
改
定
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
輸
租
帳
の
場
合
と
同
様
、
　
不
明
と
い
う
外
な
い
が
、
少
な
く
と
も
現
存
の
史
料
に
は
そ
の
よ
う
な
事
実

は
全
く
見
え
て
は
お
ら
ず
、
と
す
れ
ば
、
従
前
の
計
帳
を
整
備
・
改
定
し
た
養
老
元
年
の
「
大
計
帳
式
」
垂
下
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
内
容

の
計
帳
制
度
が
確
立
さ
れ
た
可
能
性
は
極
め
て
大
き
い
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
分
に
も
直
接
的
な
史
料
が
な
い
為
に
、
い
さ

さ
か
不
十
分
な
点
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
以
上
の
検
討
を
以
て
、
養
老
元
年
の
「
大
計
帳
式
」
の
旗
下
こ
そ
、
私
見
の
如
き
「
大
辛
」

1
1
「
計
帳
」
制
度
の
出
行
を
示
す
も
の
と
見
て
お
き
た
い
。
こ
れ
以
上
の
追
求
は
、
　
「
大
計
帳
」
以
下
の
諸
式
が
頒
下
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
当
時
の
事
情
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
う
外
な
い
が
、
そ
れ
は
ま
た
次
の
新
た
な
課
題
、
即
ち
「
大
計
帳
式
」
の
頒
下
に
よ
っ
て
、

従
前
の
計
帳
制
度
が
ど
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
と
も
関
係
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
養
老
元
年
五
月
廿
二
日
、
　
「
大
計
帳
式
」
が
諸
国
に
頒
ち
下
さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
直
接
に
物
語
る
も
の
は
な
い
が
、
　
『
続
日

本
紀
』
霊
亀
二
年
四
月
乙
丑
条
に
見
え
る
次
の
記
事
が
、
恐
ら
く
こ
れ
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
詔
日
。
凡
貢
調
脚
夫
。
入
レ
京
之
日
。
所
司
親
臨
。
察
自
認
備
儲
4
若
有
叩
国
司
勤
加
昌
勧
懲
⑩
能
合
中
上
頸
上
。
三
百
下
字
育
和
恵
。
粛
コ
清
所
部
一
之
飯
潟
。
不
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

　
存
晶
教
喩
4
事
櫛
目
關
乏
而
則
思
置
撫
養
齋
レ
方
。
境
内
荒
蕪
之
科
⑩
依
　
其
功
過
⑩
必
従
一
説
防
嶋
又
比
年
計
帳
。
具
雷
如
レ
功
。
推
コ
勘
物
数
⑩
足
下
以
掩
ツ
身
。

　
然
入
京
人
夫
。
衣
比
論
弊
。
菜
色
類
型
。
空
著
二
公
帳
司
徒
延
呂
声
誉
三
無
為
一
一
欺
弾
露
以
降
呂
其
課
三
国
郡
司
如
レ
此
。
朕
将
何
任
。
自
レ
今
以
去
。
宜
下
轍
昌
罠

　
隠
一
以
制
レ
所
レ
委
。
勿
録
昌
部
内
豊
倹
農
桑
増
益
一
書
上
漏
。
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
霊
亀
二
年
以
前
か
ら
「
計
帳
」
と
称
さ
れ
る
文
書
の
存
在
し
た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
「
計
帳
」
に
は

極
め
て
虚
偽
が
多
く
、
入
京
の
貢
調
脚
夫
の
衣
服
や
顔
色
に
窺
わ
れ
る
疲
弊
の
様
は
、
そ
の
「
計
帳
」
か
ら
推
勘
さ
れ
る
百
姓
の
生
活
状
態
と

は
著
し
く
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
詔
文
中
に
は
「
此
年
計
帳
。
具
雷
如
レ
功
。
推
司
勘
物
数
四
足
昌
以
掩
ワ
身
。
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
国
司
の
功
と
言
え
ば
、
考
課
令
書
郡
司
条
に
示
さ
れ
る
如
く
、
　
「
戸
口
増
益
」
及
び
門
黒
戸
課
田
農
ハ
能
使
丁
豊
殖
こ
し
む

る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
言
う
「
空
著
二
賢
聖
一
」
と
は
、
実
際
以
上
に
戸
口
、
と
り
わ
け
課
口
の
増
益
を
多
く
記
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
尤
、
何
故
そ
れ
が
百
姓
の
「
三
二
以
掩
つ
身
」
る
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
い
さ
さ
か
疑
問
で
は
あ
る
が
、
律
令
国
家

の
儒
教
的
支
配
理
念
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
戸
口
の
増
益
は
、
文
中
に
も
見
る
如
く
、
心
事
を
撫
養
し
、
農
桑
を
勧
課
し
、
民
報
を
憧
む

と
い
う
国
司
の
徳
政
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
か
く
言
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
な

計
帳
の
虚
偽
の
増
大
の
結
果
、
文
書
面
と
実
態
と
の
隔
差
が
中
央
政
府
の
目
に
と
ま
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
か
か
る
詔
が
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
霊
亀
二
年
四
月
の
時
点
に
お
い
て
、
　
「
計
帳
」
の
不
実
が
特
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
翌
養
老
元
年
五
月
の
「
大

計
帳
式
」
頒
下
の
意
図
が
奈
辺
に
存
し
た
か
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
「
大
計
無
期
」
の
堂
下
と
は
、
従
前
の
計
帳
に
ま
ま
見
ら

れ
た
実
態
と
の
乖
離
を
無
く
し
、
人
民
支
配
の
正
確
を
期
す
る
為
に
、
改
め
て
よ
り
精
密
な
内
容
の
書
式
を
制
定
・
施
行
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
「
大
計
質
倉
」
と
同
時
に
頒
下
さ
れ
た
「
青
苗
簿
式
」
及
び
「
輸
租
帳
式
」

に
つ
い
て
の
事
情
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
明
ら
か
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
両
帳
の
式
が
諸
国
に
頒
ち
下
さ
れ
た
養
老
元
年
五
月
廿
二
日
に
先
立
つ
こ
と
わ
ず
か
に
十
日
余
り
、
同
年
五
月
十
一
日
に
は
、
次
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

勅
が
発
布
さ
れ
て
い
る
。

　
勅
。
准
レ
令
。
郵
亭
風
水
蔓
穂
霜
不
熟
空
処
鴻
国
司
槍
レ
一
具
軍
議
レ
官
。
今
国
司
癒
レ
実
之
日
。
或
不
レ
遭
二
水
早
哺
型
録
二
曹
五
分
一
失
昌
充
レ
倉
之
実
一
心
或
全
得
昌

　
営
種
司
欺
加
昌
昌
田
一
虚
昌
申
レ
官
之
帳
司
良
議
了
国
司
存
申
捻
校
柱
。
致
レ
有
昌
如
レ
此
損
失
司
清
廉
之
道
捻
合
レ
如
レ
此
。
自
レ
今
以
後
。
国
郡
冠
甲
造
昌
苗
簿
一
日
必
捨
昌
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其
虚
4
造
昌
租
帳
一
時
全
取
中
其
実
上
。
若
不
レ
加
一
捻
察
刃
致
レ
有
二
隠
欺
4
准
晶
事
条
数
一
遍
解
昌
見
任
司
尋
者
施
行
。

　
こ
の
勅
に
見
る
よ
う
に
、
賦
役
令
水
質
条
に
は
、
自
然
の
災
害
に
よ
っ
て
生
じ
た
貝
田
の
割
合
に
応
じ
て
、
田
租
及
び
課
役
を
免
ず
べ
き
規

定
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
養
老
元
年
当
時
、
国
司
に
よ
る
損
田
の
申
告
は
、
彼
ら
の
意
識
的
な
、
或
は
怠
慢
に
基
づ
く
虚
偽
が
無
視
し
難
い
よ

う
な
実
情
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
鑑
み
て
、
以
後
特
に
「
苗
簿
」
即
ち
「
青
苗
簿
」
と
「
租
帳
」
と
の
実
に
墓
つ
い
た

作
成
が
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
廿
二
日
の
「
青
苗
簿
式
」
及
び
「
輸
租
帳
式
」
の
頒
下
は
ま
さ
に
こ
の
勅
を
承
け
た
も
の
に

外
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
国
司
の
墨
田
申
告
に
お
け
る
実
態
と
の
乖
離
を
排
せ
ん
が
為
に
、
新
た
に
詳
密
な
書
式
を
以
て
諸
国
に
下
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
論
ず
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
青
苗
簿
式
」
及
び
「
輸
租
帳
式
」
の
頒
下
を
め
ぐ
る
事
情
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
に
「
大
計
帳
式
」
の
頒
下
に
つ
い
て

考
察
し
た
と
こ
ろ
も
、
さ
ら
に
一
層
確
か
な
も
の
と
な
ろ
う
。
詔
勅
の
発
布
と
式
の
頒
下
と
の
間
の
関
係
が
、
前
者
ほ
ど
に
は
密
接
で
は
な
い

に
し
て
も
、
そ
の
繕
わ
ず
か
に
一
年
に
過
ぎ
ず
、
や
は
り
前
年
の
詔
を
承
け
る
形
で
、
こ
の
養
老
元
年
の
「
大
計
儀
式
」
頒
下
が
行
な
わ
れ
た

も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
養
老
元
年
の
諸
式
の
頒
下
は
、
い
ず
れ
も
国
司
に
対
す
る
一
層
の
監
督
強
化
と
、
地
方
行

政
の
徹
底
を
意
図
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
は
そ
の
よ
う
な
意
図
は
こ
こ
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
霊

亀
年
間
か
ら
養
老
初
年
の
諸
政
策
に
特
に
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
注
目
す
べ
き
傾
向
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
最
も
注
乾
す
べ
き
施
策
は
霊
亀
元
年
の
郷
里
制
、
及
び
そ
れ
に
伴
な
う
郷
戸
・
房
戸
制
の
実
施
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
従
来
の
行
政
単
位

を
さ
ら
に
細
分
し
、
地
方
行
政
に
お
け
る
統
制
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
動
揺
の
兆
を
見
せ
つ
つ
あ
る
支
配
体
翻
を
再
編
・
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

化
せ
ん
と
図
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
同
じ
く
霊
亀
元
年
五
月
一
日
に
発
布
さ
れ
た
所

謂
「
土
蜂
法
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
一
連
の
関
係
を
持
つ
同
様
の
施
策
で
あ
っ
た
と
見
開
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

稿
で
律
令
国
家
の
浮
逃
対
策
を
論
じ
た
際
に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
結
論
を
記
す
に
留
め
る
が
、
そ
れ
は
従
来
言
わ
れ
る
よ
う
に
浮

逃
の
当
処
編
附
を
認
め
た
も
の
で
は
な
く
、
風
骨
し
た
逆
鱗
を
編
集
せ
ず
に
、
従
っ
て
口
分
田
を
班
給
し
な
い
ま
ま
に
特
殊
の
名
簿
に
録
し
て
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調
庸
を
徴
収
し
、
そ
の
確
保
を
図
る
の
と
同
時
に
、
か
よ
う
の
苛
酷
な
処
置
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
魚
の
発
生
を
抑
え
、
さ
ら
に
は
そ
の
本

土
走
還
を
促
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
処
置
が
心
綱
か
ら
郷
里
制
へ
の
切
り
換
え
、
及
び
そ
れ
に
伴
っ
て
遅
延
を
生
じ
て
い

　
　
　
⑧

る
ら
し
い
和
銅
七
年
造
籍
の
真
只
中
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
や
は
り
、
和
銅
年
間
の
浮
逃
の
増
大
に
対
処
し
て
、
地

方
行
政
の
統
制
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
濃
厚
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
無
断
法
」
発
布
と
同
日
の
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
に
、

特
に
国
郡
司
に
対
し
て
百
姓
の
撫
育
教
導
に
静
む
べ
き
こ
と
が
三
等
の
功
過
を
以
て
督
励
さ
れ
、
さ
ら
に
諸
国
百
姓
の
往
来
の
過
所
に
は
、
以

後
国
印
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
も
、
併
せ
て
注
意
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
ま
た
、
養
老
元
年
を
中
心
と
す
る
前

後
の
時
期
に
は
、
特
に
調
庸
綱
の
整
備
に
つ
い
て
の
顕
著
な
動
き
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
こ
の
時
期
の
一
調
の
施
策
に
つ
な
が
る
も
の
と
見

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
動
向
の
中
で
「
大
計
帳
式
」
も
ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
意
図
を
以
て
諸
国
に
頒
ち
下
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の

事
実
は
「
大
計
帳
式
」
頒
下
に
お
け
る
改
定
の
内
容
を
考
え
る
上
に
お
い
て
も
、
極
め
て
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ

が
霊
亀
二
年
の
詔
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
従
前
の
計
帳
の
不
実
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
取
り
除
き
、
人
民
支
配
の
正
確
を
期
す
る
為

に
改
め
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
改
定
と
は
、
先
に
「
大
計
帳
」
の
内
容
を
構
成
す
る
と
考
定
し
た
「
厨
録
」
と
「
歴

名
」
の
中
、
後
者
の
方
に
よ
り
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
倣
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
従
前
京
進
さ
れ
て
い

た
「
計
帳
」
と
は
、
一
国
全
体
の
統
計
的
文
書
と
し
て
の
「
昌
栄
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
ま
ま
見
ら
れ
た
虚
偽
を
正
し
、
そ
の

内
容
を
裏
付
け
る
為
に
、
こ
の
養
老
元
年
に
至
っ
て
始
め
て
「
計
帳
歴
名
」
の
作
成
・
京
進
を
命
じ
、
　
「
目
録
」
と
「
署
名
」
と
か
ら
な
る
新

書
式
を
制
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
い
さ
さ
か
大
胆
な
考
え
方
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
次
に
は
大
宝
令
に
お
け
る
「
計
帳
」
の
検

討
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
こ
の
点
の
考
察
を
深
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

①

早
川
団
団
一
節
註
①
論
文
。

林
紅
夷
一
節
註
②
論
文
。

②
例
え
ば
『
平
安
遺
文
』
巻
十
に
、
補
遺
の
四
＝
雷
写
、
同
四
四
号
と
し
て
収
録
さ

　
れ
た
九
条
家
冊
子
本
『
中
右
記
』
の
裏
文
書
を
、
編
者
は
い
ず
れ
も
「
摂
津
国
大
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計
帳
案
」
と
題
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
も
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
。

③
　
　
「
四
挙
帳
」
は
賦
役
令
鰯
粗
漫
・
同
春
黍
条
の
規
定
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、

　
課
役
の
減
免
と
か
ら
ん
で
、
雑
任
な
ど
の
計
緩
へ
の
出
入
を
明
ら
か
に
し
、
以
て

　
計
帳
の
勘
会
に
鮪
え
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
六
年
見
丁
帳
」
は
未
だ
明
確
な
内
容
を

　
知
り
難
い
が
、
そ
の
名
称
か
ら
見
て
、
や
は
り
計
帳
国
会
の
為
に
備
え
ら
れ
る
一

　
文
書
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

④
　
林
氏
第
一
節
註
②
論
文

⑤
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
五
、
損
田
井
租
地
子
事

⑥
牽
俊
男
「
古
代
村
落
と
郷
里
制
」
（
『
古
代
続
会
と
宗
教
』
）
。
及
び
同
氏
は
し
が

　
き
註
①
a
論
文
。

⑦
拙
稿
「
穣
令
国
家
の
浮
逃
対
策
」
（
赤
松
俊
秀
教
授
退
官
記
念
『
国
史
論
集
』
）

⑧
崇
氏
註
⑥
論
文

三

計帳制度試論（鎌田）

　
計
帳
に
関
す
る
令
の
最
も
主
要
な
規
定
は
戸
令
造
計
帳
条
で
あ
る
が
、
そ
の
養
老
令
文
、
及
び
古
記
に
よ
っ
て
復
原
さ
れ
得
る
大
宝
令
文
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
　
　
　
　
　
　
　
i
　
　
　
　
　
　
　
　
－
層
（
里
）

　
凡
山
山
二
計
　
帳
の
毎
レ
年
六
月
乱
川
n
口
囲
晶
嗣
。
山
鮮
血
聴
官
〔
司
。
責
一
所
部
長
実
の
自
バ
注
晶
家
華
年
個
鵜
4
若
全
一
　
不
レ
在
レ
郷
血
償
。
即
景
品
旧
籍
二
野
写
。
　
井
～
顕
昌
不
レ
本
榊
所
由
4

　
　
　
　
　
　
　
　
（
園
帳
）

　
収
詑
。
依
レ
倉
造
レ
帳
連
署
。
八
月
計
日
以
前
。
申
警
世
太
政
官
4
　
（
鍔
線
を
施
し
た
の
は
、
養
老
令
文
と
一
致
す
る
大
宝
令
文
。
　
（
）
に
入
れ
て
記
し
た
の
は
、
養
老

　
令
文
と
梱
違
す
る
大
宝
令
文
の
字
句
。
）

　
こ
こ
に
示
し
た
よ
う
に
、
古
記
か
ら
復
原
さ
れ
る
大
宝
令
の
字
句
は
、
二
つ
の
部
分
を
除
い
て
よ
く
養
老
令
文
と
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
　
　
②

近
江
国
志
何
郡
、
古
市
郷
計
帳
手
実
の
中
に
「
天
平
二
年
六
月
帳
」
、
或
い
は
「
天
平
三
年
六
月
手
実
」
と
明
記
す
る
も
の
の
あ
る
こ
と
、
第
二

表
に
見
た
大
上
使
“
計
帳
使
の
中
、
大
宝
令
施
行
期
に
あ
た
る
霞
網
連
意
美
麻
呂
・
大
伴
宿
禰
池
主
・
大
伴
宿
禰
家
持
の
三
人
が
、
い
ず
れ
も

、
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

八
月
中
に
上
道
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
点
か
ら
見
て
、
手
実
を
責
う
期
限
、
及
び
太
政
官
へ
申
送
す
る
期
限
な
ど
も
、
両
令
一
致
し
て
い
た
も

の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
大
宝
令
造
計
帳
条
は
殆
ど
こ
の
養
老
令
文
と
大
差
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
た
だ
一
点
問
題
な
の
は
、

養
老
令
文
の
「
依
レ
毒
虫
レ
帳
」
が
大
宝
令
文
で
は
「
依
レ
実
印
昌
国
二
一
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
他
に
大
宝
令
文
の
「
里
」
が
養
老
令

で
は
「
郷
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
大
宝
令
文
に
用
語
上
の
不
統
一
が
あ
っ
た
も
の
を
、
養
老
令
で
画
一
的
に
修
正
し
た
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④

だ
け
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
「
国
譲
」
か
ら
「
帳
」
へ
の
改
定
は
、
そ
の
よ
う
に
簡
単
に
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
養
老
令
で

は
「
国
」
の
字
を
除
い
た
の
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
よ
し
ん
ば
そ
れ
が
単
な
る
字
句
の
修
正
に
過
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
大
宝
令
に
お
い
て
、
八

月
帰
日
ま
で
に
太
政
官
へ
申
送
す
べ
き
「
計
帳
」
を
「
開
帳
」
と
称
し
た
意
味
が
囲
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
ま
ず
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
が
、
先
に
「
輸
租
帳
」
の
書
式
を
検
討
し
た
際
に
触
れ
た
、
あ
の
延
喜
主
税
式
に
お
け
る
「
国
帳
」
辱

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
正
式
に
は
「
輸
租
帳
目
録
」
と
も
呼
ば
れ
る
べ
き
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
一
国
単
位
に
纒

め
ら
れ
た
統
計
文
書
を
指
し
て
、
単
に
「
国
帳
」
と
称
し
た
実
例
の
あ
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
の
名
称
か
ら
し
て
も
凡
の
想
像
は

つ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
大
宝
戸
令
造
計
帳
条
に
い
う
「
国
章
U
も
ま
た
、
や
は
り
一
国
単
位
の
戸
数
・
口
数
、
輸
調
庸
額
な
ど
の
統
計
的
文

書
を
意
味
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
激
ち
火
移
令
で
太
政
官
に
申
送
す
べ
く
規
定
し
て
い
る
計
帳
と
は
、
本
来
そ
の
よ
う
な
文
書
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

指
し
た
と
見
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
早
く
井
上
光
貞
氏
も
、
座
談
の
席
で
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
氏
は
同

条
集
解
所
引
の
古
記
説
を
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
第
一
節
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
古
記
は
「
国
劇
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
「
国
帳
」

と
は
「
目
録
」
で
あ
り
、
国
か
ら
太
政
官
へ
申
送
さ
れ
る
の
は
そ
の
「
目
録
」
の
み
で
あ
っ
て
、
戸
籍
の
よ
う
に
里
別
に
巻
を
為
す
文
書
を
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

成
・
申
送
す
る
の
で
は
な
い
、
と
す
る
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
古
記
が
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
天
平
十
年
当
時
、

明
ら
か
に
「
目
録
」
と
、
権
勢
に
巻
を
為
す
文
書
、
即
ち
「
難
名
」
と
が
一
体
と
し
て
作
成
・
京
進
さ
れ
る
計
帳
綱
玉
が
存
在
し
て
い
た
事
実

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
記
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
注
釈
を
施
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
宝
戸
令
造
計
帳
条
の
法
意
を
適
確

に
把
え
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
賦
役
令
計
帳
条
に
、

　
凡
毎
年
八
月
滑
日
以
前
。
計
帳
至
。
附
二
民
部
刃
主
計
計
剛
率
多
少
の
宛
昌
衛
士
。
仕
丁
。
采
女
。
女
丁
等
食
司
以
外
皆
支
コ
配
役
民
選
直
通
食
鱒
九
月
上
旬
以

　
前
申
レ
官
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
同
じ
く
雇
役
丁
条
に
、
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計帳罰度試：論（鎌田）

　
凡
雇
コ
役
丁
一
者
。
本
司
預
計
二
当
年
所
レ
作
色
目
多
少
一
下
レ
官
。
録
藪
田
主
計
4
覆
審
支
配
。
七
月
滑
日
量
前
奏
詑
。
云
々

と
見
え
て
い
る
の
に
よ
っ
て
一
例
が
示
さ
れ
る
如
く
、
主
計
寮
で
は
預
め
諸
官
司
か
ら
の
報
告
・
聖
遷
を
受
け
、
当
年
歳
入
予
定
の
調
嘗
物
を

諸
種
の
用
途
に
振
り
分
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
計
帳
と
は
預
め
当
年
の
調
節
物
の
額
を
知
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
年
の
国
家
予
算

を
た
て
る
為
に
必
要
な
文
書
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
調
庸
収
奪
の
為
の
全
国
の
口
数
、
と
り
わ
け
課
丁
数
の
推
移
を
把
握
す
る
為
の
文
書
で
あ
っ

た
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
目
的
の
為
に
は
本
来
「
目
録
」
の
み
で
事
足
り
る
の
で
あ
り
、
戸
籍
と
同
様
に
各
戸
毎
の
成
員
の
姓
名
・
年
令

等
を
書
き
上
げ
た
「
計
帳
歴
名
」
は
、
　
「
目
録
」
に
上
げ
ら
れ
た
数
字
の
具
体
的
内
容
を
確
認
す
る
と
い
う
以
外
、
中
央
に
お
い
て
は
殆
ど
意

味
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
基
準
と
す
べ
き
金
離
的
人
民
台
帳
と
し
て
は
、
六
年
毎
に
作
成
さ
れ
る
戸
籍

で
十
分
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
、
大
宝
令
に
京
進
ず
る
べ
く
規
定
さ
れ
た
計
帳
、
即
ち
「
国
軍
偏
が
後
の
「
大
平
圏
録
」
に
桐
当
す
る
よ
う
な

文
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
殆
ど
疑
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
先
に
「
大
計
帳
式
」
の
墨
筆
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
は
、
一
層
の

確
か
さ
を
も
っ
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
霊
亀
二
年
以
前
に
お
い
て
は
、
大
宝
令
の
規
定
に
従
っ
て
、
一
国
全
体
の
戸
数
・
口
数
・
輸

調
尊
勝
に
つ
い
て
の
統
計
的
文
書
の
み
が
京
進
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
数
字
の
み
を
上
げ
た
そ
の
よ
う
な
文
書
は
、
霊
亀
年
間
頃
に
は
往
々
に

し
て
公
畏
の
掌
握
上
正
確
を
期
し
難
く
な
り
、
そ
れ
が
為
に
養
老
元
年
、
新
た
に
「
計
帳
歴
名
」
を
作
成
・
京
華
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
「
自
録
」

と
「
歴
名
」
と
を
一
体
と
す
る
新
た
な
書
式
、
即
ち
「
大
計
帳
式
」
が
整
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
養
老
令
に
お
い
て
「
翠
帳
」
を
単

に
「
帳
」
と
改
め
た
の
は
、
或
い
は
こ
の
間
の
事
情
を
物
語
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
し
か
し
問
題
は
ま
だ
残
る
。
と
い
う
の
は
、
先
述
の
霊
亀
二
年
四
月
の
詔
に
よ
っ
て
、
一
応
同
年
以
前
に
「
計
帳
」
が
作
成
・
京
進
さ
れ
た

こ
と
は
認
め
得
た
が
、
そ
れ
が
大
宝
令
施
行
と
岡
時
に
作
成
さ
れ
始
め
た
も
の
か
ど
う
か
は
未
だ
不
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
霊
亀
二
年
以

前
の
「
計
帳
」
が
後
の
「
大
字
目
録
」
に
相
当
す
る
よ
う
な
統
計
的
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
定
し
た
上
で
、
改
め
て
そ
の
実
際
上
の
始
期
を

考
察
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
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従
来
、
計
帳
作
成
の
実
際
上
の
始
期
を
闘
確
に
論
じ
た
論
考
は
殆
ど
無
い
と
い
っ
て
よ
い
が
、
か
っ
て
岸
俊
男
氏
は
、
養
老
元
年
の
大
計
帳

式
頒
下
を
参
考
と
し
て
、
　
「
現
存
す
る
神
亀
・
天
平
頃
の
よ
う
な
少
な
く
と
も
形
式
的
に
完
備
し
た
計
帳
が
造
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
養
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

頃
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
」
　
と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
結
論
的
に
本
稿
の
見
解
と
一
致
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
氏
は
ま
た
別
に
、
現
存
「
計
帳
曲
名
」
・
「
計
帳
手
実
」
に
見
え
る
逃
注
記
の
年
次
が
和
銅
元
年
を
最
古
と
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
計
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
実
際
上
の
始
期
を
そ
の
頃
に
求
め
る
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
氏
の
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
そ
の
「
計
帳
し
の
概
念
規

定
が
あ
ま
り
明
確
で
な
い
こ
と
は
今
は
措
く
と
し
て
も
、
そ
の
取
り
上
げ
ら
れ
た
史
料
の
性
質
か
ら
見
て
、
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
何
故
な
ら
、
現
存
京
畿
計
帳
の
逃
注
記
が
戸
令
戸
逃
走
条
の
三
周
六
年
法
に
よ
る
除
帳
規
定
を
金
く
無
視
し
た
、
そ
れ
自
体
極
め
て
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

殊
な
在
り
方
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
和
銅
元
年
の
逃
亡
は
、
神
亀
三
年
の
雲
上
里
計
帳
画
名
に
一
例
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

天
平
五
年
の
愛
宕
郡
計
帳
歴
名
に
三
例
見
出
さ
れ
る
が
、
前
者
の
場
合
は
十
八
年
、
後
号
の
場
合
は
廿
四
年
間
も
除
帳
さ
れ
な
い
ま
ま
に
留
め

ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
逃
亡
年
次
を
問
題
と
す
る
場
合
に
は
、
ま
ず
そ
の
よ
う
な
状
況
が
計
帳
上
に
あ
ら
わ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
を
明
ら

か
に
し
、
そ
の
逃
注
記
の
持
つ
意
味
を
確
か
め
る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
但
し
こ
の
問
題
は
論
ず
る
と
こ
ろ
多
岐
に
重
る
の
で
、
こ

こ
で
は
最
古
の
逃
亡
年
次
が
和
銅
元
年
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
み
簡
単
に
私
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
が
、
そ
れ
は
既
に
指
摘
さ
れ
て

　
　
⑫

も
い
る
よ
う
に
、
そ
の
年
次
の
逃
亡
か
ら
除
帳
処
置
が
停
止
さ
れ
た
と
見
倣
す
べ
き
性
質
の
も
の
と
考
え
る
。
即
ち
和
銅
元
年
の
逃
亡
は
、
そ

れ
が
同
年
の
造
風
蘭
に
把
握
さ
れ
た
も
の
な
ら
和
銅
七
年
、
翌
二
年
の
造
帳
時
に
把
握
さ
れ
た
も
の
な
ら
霊
亀
元
年
に
各
々
蝿
帳
さ
れ
る
筈
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
頃
逃
亡
後
満
六
年
を
経
過
し
た
浮
逃
を
令
の
規
定
通
り
に
は
華
華
し
な
い
処
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

存
「
計
帳
歴
名
」
に
お
い
て
は
、
恰
も
和
銅
元
年
頃
か
ら
計
帳
の
逃
注
記
が
始
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
観
を
曇
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
現
実

に
京
畿
計
帳
の
逃
注
記
が
戸
令
の
除
帳
規
定
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
最
古
の
年
次
禰
銅
元
年
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
こ
の
よ
う
に
酬
え
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
こ
の
逃
亡
年
次
の
問
題
は
、
計
帳
制
度
の
実
際
の
始
期
を
検
討
す
る
素
材
と
は

成
し
難
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
薬
に
述
べ
る
所
謂
「
陸
奥
国
戸
籍
」
は
、
八
世
紀
最
初
期
の
計
帳
制
度
を
考
え
る
上
に
極
め
て
貴
重
な
素
材
を
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提
供
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
所
謂
「
陸
奥
国
戸
籍
」
残
簡
に
つ
い
て
は
、
岸
俊
男
氏
が
大
宝
二
年
の
陸
奥
国
戸
籍
が
美
濃
型
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
し
て
、
積
極

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
以
来
、
特
に
昭
和
三
十
年
代
初
期
に
は
多
く
の
論
考
が
相
継
い
で
公
に
さ
れ
、
律
令
欄
初
期
の
籍
帳
欄
度
、
及
び
村
落

の
実
態
に
か
か
わ
る
史
料
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
公
文
書
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
、
現
在
ま
で
に

明
ら
か
に
さ
れ
、
ほ
ぼ
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、

　
①
、
本
文
書
は
陸
奥
国
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
陸
奥
国
で
作
成
・
京
進
さ
れ
、
や
が
て
天
平
十
五
年
頃
、
民
部
省
か
ら
反
古
と
し
て
金
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
明
寺
写
経
所
に
払
下
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
紙
背
が
利
用
さ
れ
た
結
果
、
今
日
正
倉
院
文
書
中
に
伝
存
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
②
、
本
文
書
は
和
銅
元
年
の
編
戸
・
造
籍
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
和
銅
一
7
6
年
頃
の
作
成
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
か
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

　
③
、
本
文
書
は
和
銅
元
年
籍
よ
り
一
塁
前
の
造
籍
、
却
ち
大
宝
二
年
度
の
書
籍
以
後
、
和
銅
元
年
に
至
る
ま
で
の
戸
及
び
戸
口
の
変
動
を
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
載
し
た
「
戸
口
損
益
帳
」
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
三
点
で
あ
る
が
、
か
か
る
基
本
的
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
さ
ら
に
本
文
書
の
作
成
手
続
き
、
及
び
作
成
目
的
な
ど
の
点
が
問
題
と
な
る
。
本

稿
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
同
文
書
に
示
さ
れ
た
各
戸
毎
の
変
動
の
記
載
が
、
後
の
「
計
帳
歴
名
」
や
「
計
帳
手
抄
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
別

項
記
載
を
取
り
纒
め
た
も
の
と
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
私
見
に
照
ら
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な

見
解
に
は
全
く
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
尤
、
仮
に
当
時
の
「
計
帳
手
実
」
に
も
類
似
の
別
項
記
載
が
あ
り
、
国
衙
で
は
そ
れ
に

よ
っ
て
こ
の
種
の
文
書
を
作
成
し
た
と
見
る
な
ら
ば
、
霊
亀
二
年
以
前
に
は
後
の
「
計
帳
歴
名
」
に
相
当
す
る
文
書
が
な
く
、
た
だ
後
の
「
目

録
」
に
相
当
す
る
文
書
の
み
が
計
帳
と
し
て
京
進
さ
れ
た
と
い
う
私
見
も
、
何
ら
矛
盾
な
く
成
立
し
得
る
こ
と
に
な
る
が
、
恐
ら
く
そ
の
よ
う

な
考
え
も
事
実
に
反
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
同
文
書
の
記
載
が
計
帳
別
項
を
累
加
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
は
、
特
に
村
尾
次
郎
氏
の
強
調
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
岸
俊
男
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⑳

氏
も
一
応
同
様
の
指
摘
を
行
な
っ
て
お
ら
れ
る
。
た
だ
岸
幾
の
場
合
　
大
宝
二
年
戸
籍
に
お
け
る
美
濃
・
陸
奥
型
と
西
海
道
型
と
の
書
式
の
相

異
が
、
浄
御
原
令
と
大
宝
令
と
の
相
異
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
の
関
係
も
あ
り
、
後
述
す
る
如
く
、
必
ず
し
も
同
文
書
の
記
載
を
計
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

別
項
の
集
積
と
の
み
見
散
す
必
要
の
な
い
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
や
や
不
明
確
さ
が
感
じ
ら
れ
も
す
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く

と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
指
摘
の
根
拠
は
、
戸
口
損
益
帳
の
異
動
の
記
載
様
式
と
計
帳
別
項
の
そ
れ
と
の
類
似
、
と
り
わ
け
両
者
と
も
生
益
に
つ
い

て
の
記
載
を
含
ま
な
い
と
い
う
特
徴
的
な
一
致
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
表
面
上
の
類
似
を
指
摘
す
る
前
に
、
ま
ず
考
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
し
　
　
も
　
　
も

み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
何
故
戸
口
損
益
帳
が
生
益
者
の
記
載
を
含
む
必
要
が
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
こ
に
戸
口
損
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

帳
独
自
の
理
由
が
見
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
も
は
や
そ
の
記
載
を
特
に
計
帳
別
項
の
集
積
と
見
倣
す
べ
き
必
然
性
は
無
く
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
こ
の
問
題
は
、
同
文
書
が
如
何
な
る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
か
と
い
う
点
と
深
く
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
ず
第
一
に
注
意
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
陸
奥
国
か
ら
太
政
官
へ
申
送
さ
れ
た
文
書
だ
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
よ
り
し
て
、
そ
れ
は
和
銅
元
年
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

籍
の
準
備
資
料
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
中
央
に
お
け
る
戸
籍
勘
会
の
為
の
資
料
と
見
倣
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
戸
令
造
戸
籍
条
に

「
其
籍
至
レ
官
。
並
即
先
乗
後
勘
。
」
と
あ
り
、
同
籍
軽
羅
の
古
記
が
「
郡
別
勘
思
置
掌
在
耳
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
京
進
さ
れ
た
戸
籍
は

民
部
省
に
お
い
て
先
籍
と
対
比
校
勘
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
戸
口
損
益
帳
は
そ
の
際
に
必
要
な
文
書
と
し
て
、
戸
籍
に
添
え
て
京
進
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
文
書
は
和
銅
元
年
の
編
戸
に
よ
っ
て
新
た
に
確
定
さ
れ
た
戸
を
基
準
と
し
て
、
即
ち
編
戸
の
結
果
生
じ
た
新
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

里
の
編
成
に
従
っ
て
遅
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
も
ま
た
、
同
文
書
が
中
央
で
の
戸
籍
勘
会
に
用
い
ら
れ
る
資
料
と
し
て
適
合
的
で

あ
り
こ
そ
す
れ
、
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
戸
口
損
益
帳
の
作
成
目
的
が
以
上
の
如
く
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
同
文
書
に
生
益
者
の
記
載
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
い
わ
ば
当
然

の
こ
と
と
し
て
理
解
し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
大
宝
二
年
籍
後
の
生
益
者
は
全
て
和
銅
元
年
籍
で
は
六
歳
以
下
で

あ
り
、
戸
口
損
益
帳
に
よ
っ
て
検
す
る
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
が
前
籍
後
の
生
益
者
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
処
理
し
得
る
か
ら
で
あ

る
。
律
令
国
家
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
既
に
前
籍
に
登
載
さ
れ
た
者
の
そ
の
後
の
異
動
、
及
び
隠
首
・
括
出
離
で
あ
り
、
そ
の
実
態
を
纒
め
記
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計帳制度試論（鎌田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
文
書
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
事
足
り
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
戸
口
損
益
帳
が
生
益
者
の
記
載
を
省
略
し
た
こ
と
に
そ
れ
な
り

の
理
由
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
も
は
や
同
文
書
が
計
帳
別
項
記
載
を
累
加
記
録
し
た
も
の
と
、
特
に
考
え
る
べ
き

理
由
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
両
氏
と
も
触
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
と
同
種
の
文
書
と
見
ら
れ
る
天
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

五
年
の
右
京
戸
口
損
益
帳
に
お
い
て
、
割
往
者
に

　
　
　
　
　
粥
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
初
位
下

　
上
件
二
口
以
天
平
三
年
帳
割
往
左
京
五
条
四
坊
戸
主
鳥
取
連
嶋
麻
呂
芦
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
、
、
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

と
い
う
よ
う
な
、
異
動
年
の
計
帳
に
基
づ
く
注
記
の
見
ら
れ
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
陸
奥
国
の
そ
れ
は
、
死
亡
こ

そ
そ
の
年
次
を
明
記
す
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
移
出
・
嫁
出
馬
な
ど
に
つ
い
て
は
、

　
○
大
宝
二
年
籍
後
移
出
里
内
戸
主
大
伴
部
意
弥
戸
戸
主
為
甥

　
○
大
宝
二
年
籍
後
嫁
出
往
郡
内
郡
上
里
戸
主
君
子
部
波
尼
多
戸
戸
主
同
族
阿
佐
麻
呂
為
妻

と
い
う
よ
ヴ
に
、
漠
然
と
「
大
宝
二
年
籍
後
」
、
と
い
う
よ
う
な
蓑
現
を
と
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
岸
氏
自
ら
「
年
次
の
明
ら
か
な
計
帳
に
よ

っ
て
異
動
を
書
い
て
い
る
ら
し
く
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
文
書
が
既
に
存
在
す
る
計
帳
別
項
を
累
加
記
録
し
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
む
し
ろ
積
極
的
に
示
す
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
で
は
そ
れ
は
、
和
銅
元
年
以
前
に
お
い
て
、
計
帳
と
称
さ
れ
る
べ
き
何
ら
の
文
書
も
存
在
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
移
出
・
嫁
出
往
な
ど
の
漠
然
と
し
た
注
記
の
在
り
方
に
対
し
て
、
死
亡

の
み
が
何
故
そ
の
年
次
を
明
記
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
亡
以
外
の
異
動
に
う
い
て
も
、
も
し
そ
の
年
次
が
正
確
に
掘
握
さ
れ

て
い
た
な
ら
、
当
然
右
京
戸
口
損
益
帳
の
よ
う
に
そ
れ
を
明
記
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
事
実
は
、
死
亡
と
そ
れ
以
外
の
異
動
と
の
問
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

そ
れ
が
発
生
し
た
時
点
に
お
け
る
国
衙
で
の
取
り
扱
い
上
の
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
せ
し
め
る
。
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
死
亡
な
ど
は
そ

も
　
　
も
　
　
も

の
都
度
正
確
に
国
衙
で
把
握
・
記
録
さ
れ
た
に
対
し
、
移
出
や
嫁
出
往
な
ど
の
異
動
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
厳
密
に
は
行
な
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
故
に
こ
そ
、
　
「
大
宝
二
年
籍
後
扁
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
注
記
し
か
行
な
い
得
な
か
っ
た
も
の
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と
思
わ
れ
る
。
で
は
両
者
の
間
に
何
故
そ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
当
時
の
計
帳
制
度
の
実
・
際
を
窺
い

知
る
重
要
な
鍵
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
当
時
は
「
計
帳
詳
言
」
の
作
成
な
ど
は
勿
論
の
こ
と
、
令
の
規
定
通
り
に
「
計
帳
手
実
」
を
敵
う
こ
と
さ
え
満
足
に
は
行
な
わ
れ
て
い

な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
別
項
記
載
の
有
無
な
ど
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
年
の
「
計
帳
手
実
」
が
存
在
す
る
限
り
、
死

亡
以
外
の
異
動
も
そ
の
年
次
を
正
確
に
把
握
で
き
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
亡
の
み
は
そ
の
年
次
が
正
確

に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
和
銅
元
年
以
前
に
お
い
て
、
後
の
「
記
帳
目
録
」
に
相
当
す
べ
き
文
書
の
み
が
作
成
・
驚
愕
さ

れ
て
い
た
と
み
て
、
始
め
て
理
解
し
得
る
と
こ
ろ
と
な
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
死
亡
は
一
国
の
統
計
的
文
書
と
し
て
の
「
渇
録
」
上
に
お
い
て
、

そ
の
数
字
に
変
動
を
及
ぼ
す
類
の
異
動
で
あ
る
の
に
対
し
、
移
出
や
嫁
出
往
な
ど
は
、
そ
れ
が
一
国
一
郡
の
範
囲
で
行
な
わ
れ
る
限
り
、
国
郡

全
体
の
口
数
に
は
何
ら
の
変
化
も
齋
さ
ず
、
従
っ
て
「
目
録
」
の
表
面
に
は
全
然
現
わ
れ
て
こ
な
い
異
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
延
喜
主
計
式
に
掲

げ
ら
れ
た
書
式
で
は
、
　
「
口
若
干
蓋
附
昌
某
国
こ
　
「
口
若
干
女
出
嫁
二
菓
国
一
」
　
「
口
若
干
二
郷
」
な
ど
の
項
目
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
国
の
範
闘
を
越
え
、
或
い
は
郡
の
境
界
を
出
で
て
の
移
動
を
意
味
し
て
お
り
、
郡
内
の
そ
の
よ
う
な
動
き
を
示
す
項
目
は
、
同
文
書
の

性
質
か
ら
し
て
有
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
現
存
の
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
断
簡
に
意
え
る
移
動
は
、
全
て
同
一
郡
内
・
同
一
里
内
に
留
ま
っ
て
お

り
、
よ
っ
て
そ
れ
は
、
毎
年
の
「
計
帳
」
　
（
「
鼠
録
」
）
の
上
に
は
全
く
表
わ
す
必
要
の
な
い
異
動
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
毎
年
の
造
三
時
に
は
、

国
郡
司
ら
は
基
本
的
に
～
国
一
郡
内
の
口
数
に
変
動
を
齎
す
よ
う
な
異
動
の
み
を
調
査
す
れ
ば
事
足
り
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

記
録
は
必
然
的
に
国
衙
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
現
存
の
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
断
簡
に
お
い
て
、
死
亡
の

み
が
そ
の
年
次
を
明
記
さ
れ
、
移
出
や
遅
出
往
な
ど
が
漠
然
と
「
大
宝
二
年
籍
後
世
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
理
由
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
以
上
、
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
に
つ
い
て
の
検
討
の
結
果
、
大
宝
令
に
毎
年
京
進
ず
る
べ
く
規
定
さ
れ
た
計
帳
が
、
後
の
「
大
愚
図
録
」
に
相

当
す
る
も
の
だ
と
い
う
叙
上
の
見
解
が
裏
付
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
内
容
で
の
計
帳
が
、
実
際
に
も
大
宝
令
施
行
後
す
ぐ
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に
は
行
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
計
帳
制
度
の
変
遷
に
関
す
る
以
上
の
私
見
は
一
層
強

化
さ
れ
た
も
の
と
思
う
が
、
少
な
く
と
も
同
文
書
が
私
兇
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
だ
け
は
明
白
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ

こ
で
少
な
く
と
も
令
の
規
定
が
十
分
に
は
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
恐
ら
く
国
郡
司
ら
は

前
回
の
戸
籍
を
基
準
と
し
な
が
ら
、
必
要
な
限
り
で
そ
の
後
の
異
動
を
毎
年
調
査
し
、
統
計
文
書
と
し
て
の
「
計
帳
」
を
作
成
・
京
進
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
と
す
れ
ば
、
律
令
舗
初
期
の
個
別
人
身
支
配
に
と
っ
て
、
六
年
一
度
の
造
籍
と
、
そ
の
籍
年
間
の
異
動
を
具
体
的
に
取
り
纒

め
た
こ
の
戸
口
損
益
帳
の
よ
う
な
文
書
と
の
存
在
が
、
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。

計帳制度試論（鎌田）

①
『
大
日
本
古
文
書
』
　
1
三
九
一

②
『
大
日
本
古
文
書
』
一
－
四
四
〇

③
出
雲
国
計
会
帳
に
よ
れ
ば
、
天
平
五
年
置
至
難
玉
帳
準
依
綱
連
意
美
麻
呂
は
、

　
八
月
十
九
日
付
の
多
数
の
公
文
を
帯
び
て
発
遣
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
同
日
か
、

　
そ
れ
と
あ
ま
り
隔
た
ら
な
い
時
期
に
同
國
を
発
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
万

　
葉
集
』
巻
十
七
－
三
九
六
〇
二
二
九
六
一
の
左
注
に
、
　
「
有
以
二
天
平
十
八
年
八

　
月
一
橡
大
伴
宿
称
池
主
事
二
大
追
使
開
赴
配
向
京
師
ご
と
見
え
、
さ
ら
に
岡
じ
く
巻

　
十
九
－
四
二
五
〇
の
題
詞
に
「
便
附
二
大
帳
使
一
巡
二
八
月
五
日
一
感
レ
入
用
京
師
一
心

　
（
中
略
）
干
レ
時
大
伴
宿
称
家
持
作
歌
一
首
」
と
あ
っ
て
、
天
平
十
八
年
目
大
伴

　
池
主
、
天
平
勝
宝
三
年
の
大
伴
家
持
い
ず
れ
も
八
月
に
上
道
し
て
い
る
こ
と
が
知

　
ら
れ
る
。

④
表
示
し
た
通
り
、
養
老
令
で
は
、
雑
令
度
地
条
の
長
さ
の
単
位
と
し
て
の
「
里
」

　
を
除
け
ば
、
あ
と
は
必
ず
行
政
単
位
と
し
て
の
意
味
に
お
い
て
の
み
「
里
」
の
字

　
を
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
「
郷
」
の
字
は
、
例
え
ば
「
二
郷
」
　
「
狭

　
郷
」
　
（
田
野
無
憂
条
な
ど
）
　
「
郷
土
」
　
（
田
令
口
分
条
な
ど
）
「
郷
之
老
者
」
「
郷

　
飲
酒
礼
」
　
（
儀
制
令
春
時
祭
圏
条
）
な
ど
の
よ
う
に
、
漠
然
と
地
方
、
郷
土
と
い

養老令における黒の用例

戸
令

　
〃

　
〃

　
〃

　
〃

　
ク

賦
役
令

　
ク

　
〃

　
〃雑

令
為
黒
　
条

定
郡
　
条

取
坊
令
条

戸
逃
走
条

造
戸
籍
条

飯
寡
　
条

調
薄
暑
近
二

丁
匠
往
来
条

調
物
　
条

斐
陀
国
条

当
地
　
条

以
二
五
十
戸
一
二
ノ
里
。
毎
レ
里
二
二
長
一
人
一

郡
以
二
廿
里
以
下
。
十
六
里
以
上
一
滴
二
大
郡
幻

若
当
至
当
坊
無
レ
人
。
繰
下
貰
聞
比
里
程
坊
一
計
用
上

三
等
以
上
視
。
謂
二
心
里
居
住
者
而

里
豊
岡
レ
巻
。
　
（
中
略
）
縫
油
注
二
其
郡
美
里
其
年
籍
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

若
無
二
近
親
一
台
二
坊
里
一
安
賄
。
（
中
略
）
付
二
村
里
一
安
養

鯉
注
口
国
郡
里
戸
主
姓
名
年
月
日
押

付
二
巴
便
郡
里
一

匹
曽
唖
牌
三
里
【

毎
レ
里
。
二
二
二
丁
十
人
司

度
ソ
地
。
五
尺
為
ソ
歩
。
三
百
歩
レ
里
。

　
　
　
註
①
『
令
集
解
』
吉
記
に
よ
れ
ぽ
、
大
宝
令
で
は
「
二
二
坊
里
一
」
と
な
つ

　
　
　
　
て
い
た
こ
と
が
、
知
ら
れ
る
。
す
ぐ
上
に
「
当
千
郡
司
」
と
あ
る
の

　
　
　
　
に
よ
っ
て
「
坊
」
を
「
村
」
に
改
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
た
意
味
で
使
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
公
式
令
詔
勅
頒
言
条
に
「
凡
詔
勅
頒

行
。
関
二
百
只
事
剛
者
。
行
南
至
レ
郷
。
皆
令
三
貫
長
坊
長
巡
コ
歴
部
内
司
云
々
」
と

あ
る
の
な
ど
は
、
そ
の
こ
と
を
最
も
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
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大
宝
令
で
は
、
古
記
に
よ
る
限
り
、
戸
令
評
註
条
に
「
狭
麗
」
と
見
え
、
田
蒙
兄

　
郷
条
に
「
狭
郷
」
と
あ
る
よ
う
に
、
後
渚
の
　
般
的
な
意
味
で
の
使
用
法
に
「
郷
」

　
と
「
里
」
の
不
統
一
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
造
計
帳
条
の
「
里
」
な
ど

　
は
、
あ
る
い
は
厳
密
な
行
政
単
位
と
し
て
の
「
里
」
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、

　
養
老
令
編
纂
時
の
修
正
で
は
、
恐
ら
く
、
明
確
に
行
敷
単
位
と
は
断
定
し
難
い
よ

　
う
な
「
里
」
は
全
て
「
郷
」
の
字
に
改
め
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
（
な

　
お
僧
尼
令
取
童
子
条
、
厩
心
事
軍
団
窟
馬
調
習
条
、
　
捕
亡
令
囚
及
征
人
条
に
は

　
「
郷
里
」
な
る
用
法
が
見
ら
れ
、
集
解
の
散
失
し
て
し
ま
っ
た
捕
毒
筆
を
除
い
て

　
は
、
い
ず
れ
も
古
聖
に
よ
っ
て
、
大
宝
令
で
も
「
郷
羅
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と

　
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
ま
た
、
必
ず
し
も
厳
密
な
行
政
区
画
を
意
味
す

　
る
も
の
と
は
見
な
い
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
）

⑤
「
『
輪
講
』
戸
令
・
戸
籍
・
計
帳
」
（
中
）
（
『
日
本
歴
史
』
一
五
二
）
。

⑥
古
諾
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
岸
俊
男
氏
に
よ
っ
て
、
一
応
天
平
十
年
正
月

　
～
同
年
三
月
の
聞
に
ま
で
狭
め
ら
れ
て
い
る
（
「
班
田
園
と
条
里
制
」
1
一
『
魚
澄

　
先
生
古
稀
記
念
国
史
学
論
叢
』
駈
収
）
。
し
か
し
野
村
忠
夫
琉
が
特
に
強
調
さ
れ

　
て
い
る
よ
う
に
（
「
令
集
解
雑
感
」
一
『
新
訂
増
補
下
塵
大
系
』
月
報
3
9
）
、
現

　
在
の
令
集
鰐
諸
説
の
成
立
年
代
措
定
の
手
続
ぎ
は
、
根
本
的
な
再
検
討
を
必
要
と

　
す
る
よ
う
で
あ
り
、
古
詑
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
も
一
応
の
閣
安
と
し
て
理
解
さ

　
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑦
試
製
は
し
が
き
註
①
a
論
文

⑧
岸
氏
は
し
が
き
註
①
b
論
文
の
補
注
⑳

⑨
『
大
日
本
吉
文
書
』
　
⊥
二
五
一

⑩
『
大
日
本
古
文
書
』
一
一
罫
＝
～
五
二
二

⑪
後
述
す
る
よ
う
に
、
山
背
国
愛
宕
郡
計
帳
忍
法
の
本
体
は
天
平
四
年
度
の
も
の

　
で
あ
る
か
ら
、
廿
四
年
間
と
な
る
。

⑫
原
島
礼
二
「
京
畿
計
帳
の
逃
注
記
に
つ
い
て
」
（
同
氏
著
『
日
本
古
代
社
会
の

　
基
礎
構
造
』
所
収
）

⑬
　
戸
二
戸
逃
走
条
集
解
に
よ
れ
ば
、
三
周
穴
年
の
除
帳
期
限
に
つ
い
て
は
、
逃
亡

　
の
月
日
に
か
か
わ
ら
ず
逃
亡
年
を
第
｝
年
と
し
、
囚
年
（
七
年
）
の
計
帳
に
至
っ

　
て
除
く
と
い
う
説
と
、
必
ず
三
度
（
六
度
）
の
計
帳
を
経
て
、
次
の
計
帳
時
に
除

　
く
と
い
う
説
と
が
あ
る
。
私
は
繊
雲
累
計
会
帳
に
「
神
亀
五
年
以
来
逃
亡
帳
」
と

　
　
　
　
　
　
　
も

　
並
ん
で
「
逃
亡
満
六
年
帳
」
な
る
文
書
の
見
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
者
の
見
解

　
を
採
費
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
現
存
「
計
帳
歴
名
」
に
見
え
る
和
銅
元
年
の

　
逃
亡
が
実
際
に
除
帳
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
年
次
は
、
鑑
亀
元
年
で
あ
っ
た
と
考

　
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
計
帳
の
逃
注
記
に
つ
い
て
は
別
に
詳
論
す
る
つ
も
り
で

　
も
あ
り
、
論
理
的
に
は
一
ち
の
場
合
が
有
り
得
る
の
で
。
こ
こ
で
は
一
応
両
者
併

　
記
す
る
形
を
と
っ
た
。
ま
た
こ
こ
で
除
帳
と
い
う
の
は
勿
論
「
計
帳
歴
名
」
の
存

　
在
を
前
提
ど
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
第
～
節
で
詳
論
し
た
よ
う
に
、
「
計
帳
」

　
の
語
は
「
豊
実
」
か
ら
「
目
録
」
ま
で
、
そ
の
全
過
程
に
黙
る
幅
広
い
内
容
を
含

　
む
も
の
で
あ
ウ
、
従
っ
て
除
帳
と
は
、
一
般
的
に
「
計
帳
」
に
よ
る
支
配
の
対
象

　
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
慧
味
に
外
な
ら
な
い
。
　
「
計
帳
署
名
」
が
作
成
さ
れ
る
よ

　
う
に
な
る
以
前
に
あ
っ
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
国
衙
段
階
で
は
前
回
の
戸
籍

　
が
公
表
支
配
上
の
基
本
的
役
割
を
果
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
基
に
し

　
て
、
年
々
京
進
さ
れ
る
人
罠
動
態
を
数
的
に
表
現
し
た
目
録
様
文
書
か
ら
、
逃
亡

　
後
満
薄
墨
を
経
過
し
た
浮
逃
が
数
的
に
「
除
帳
」
さ
れ
た
と
見
て
一
向
に
差
支
え

　
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
国
衙
で
掌
握
さ
れ
て
い
た
浮
野
が
、
　
「
計
帳
歴
名
」
の

　
作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
養
老
元
年
以
後
は
同
文
書
に
注
記
さ
れ
、
そ
の
際
、
既

　
に
行
な
わ
れ
て
い
た
除
帳
処
綴
の
停
止
に
よ
っ
て
、
和
釦
元
年
以
来
の
浮
逃
が
一

　
挙
に
「
歴
名
」
上
に
注
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑭
　
　
『
大
日
本
古
文
書
』
…
一
三
〇
五
～
三
〇
八

⑮
平
氏
は
し
が
き
註
①
b
論
文

⑮
虎
尾
俊
哉
「
所
謂
『
陸
奥
隅
戸
籍
』
に
つ
い
て
」
　
（
『
歴
史
』
九
）

　
　
岸
氏
は
し
が
き
謎
①
b
論
文

　
　
村
尾
次
郎
「
所
謂
『
陸
奥
圏
戸
籍
』
に
現
わ
れ
た
辺
地
村
落
の
状
態
」
　
（
『
芸
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林
』
嵩
上
二
）

　
　
同
氏
「
陸
奥
國
戸
口
損
益
帳
断
簡
二
紙
片
の
配
列
－
岸
俊
男
氏
に
問
ふ
…
」

　
（
『
続
目
本
紀
研
究
』
三
－
八
）

　
　
虎
羅
氏
「
再
び
所
謂
『
陸
奥
国
籍
』
に
つ
い
て
」
　
（
『
歴
史
』
十
三
）

　
　
今
江
広
道
「
所
謂
『
陸
奥
国
戸
籍
』
残
簡
に
つ
い
て
」
　
（
『
書
陵
部
紀
要
』
九
）

　
　
詳
解
「
所
謂
〃
陸
奥
國
戸
籍
”
残
簡
調
査
概
報
」
　
（
『
譲
陵
部
紀
要
』
十
）

⑰
本
文
書
が
陸
奥
國
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
得
る
点
に
つ
い
て
は
、
岸
氏

　
註
⑯
第
二
論
文
。
同
文
書
が
京
進
さ
れ
て
以
後
の
経
路
に
つ
い
て
は
、
岸
氏
は
し

　
が
き
註
①
C
論
文
。
な
お
こ
れ
ら
の
公
文
類
を
一
括
し
て
金
光
明
寺
写
経
所
に
払

　
下
げ
た
官
司
に
つ
い
て
は
、
氏
は
さ
ら
に
申
務
省
の
可
能
性
を
上
げ
て
お
ら
れ
る
。

⑱
今
江
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
（
同
氏
註
⑯
論
文
）
、
本
文
書
作
成
の
基
準
時
は
和

　
銅
元
年
の
編
戸
時
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
際
に
作
成
さ
れ
た
の
は
い
つ
か
厳
密
に

　
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

⑲
　
虎
羅
氏
は
、
本
文
書
を
和
銅
元
年
戸
籍
の
代
用
雁
准
籍
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
同

　
氏
註
⑯
論
文
）
が
、
後
の
記
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
私
は
氏
説
に
賛
意

　
を
表
し
難
い
。

⑳
村
尾
氏
註
⑯
第
一
論
文
。

⑳
　
岸
氏
は
し
が
き
註
①
b
論
文
。

㊧
　
大
宝
二
年
籍
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
様
式
を
浄
御
原
令
と
大
宝
令
の
相
違
に
求
め

　
る
見
解
は
、
つ
と
に
川
上
多
助
氏
の
示
唆
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
同
氏
は
し
が

　
き
註
①
論
文
）
。
岸
氏
は
さ
ら
に
、
同
年
の
陸
奥
騒
戸
籍
が
美
濃
型
で
あ
る
こ
と

　
を
推
定
せ
ら
る
る
に
及
ん
で
、
そ
の
見
解
を
三
極
的
に
継
承
し
（
同
氏
は
し
が
ぎ

　
識
①
a
論
文
）
、
以
後
西
海
道
戸
籍
に
関
す
る
注
目
す
べ
き
事
実
を
明
ら
か
に
さ

　
れ
て
、
そ
の
点
を
さ
ら
に
補
強
し
て
お
ら
れ
る
ハ
同
氏
は
し
が
き
註
①
e
論
文
）
。

　
そ
の
場
合
、
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
が
連
年
の
計
帳
鋼
項
の
記
載
様
式
に
拠
っ
た
と

　
す
れ
ば
、
和
鋼
元
年
頃
ま
で
、
陸
奥
で
は
浄
御
原
令
に
よ
る
書
式
が
計
帳
に
も
適

　
用
さ
れ
て
行
な
わ
れ
た
と
い
う
難
点
を
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係

　
も
あ
り
、
氏
は
、
後
述
す
る
右
京
戸
口
損
益
候
の
記
載
と
同
文
書
の
記
載
と
の
相

　
異
、
養
老
元
年
の
大
計
帳
式
の
頒
下
、
或
い
は
現
存
計
帳
歴
名
・
手
実
の
逃
註
記

　
の
逃
亡
年
次
に
見
ら
れ
る
特
徴
な
ど
を
挙
げ
て
、
必
ず
し
も
岡
文
書
の
記
載
を
計

　
幌
別
項
記
載
の
累
加
と
の
み
見
る
必
要
の
な
い
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
ゆ

⑳
　
こ
の
点
に
ま
さ
し
く
注
目
せ
ら
れ
た
の
は
虎
尾
氏
で
あ
る
（
岡
氏
注
⑯
第
｝
論

　
文
）
。
　
し
か
し
同
文
書
を
和
語
元
年
籍
の
代
用
軽
羅
籍
と
さ
れ
た
氏
の
所
論
に
は

　
従
い
難
い
。

⑳
　
そ
れ
が
中
央
に
お
け
る
戸
籍
勘
会
の
資
料
で
あ
る
こ
と
を
叢
記
的
に
主
張
し
て

　
お
ら
れ
る
の
は
今
江
琉
で
あ
る
（
岡
氏
註
⑯
論
文
）
。
た
だ
私
は
、
同
文
書
が
和

　
銅
元
年
造
籍
に
利
用
さ
れ
た
可
能
性
を
全
や
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う

　
な
可
能
性
を
仮
に
認
め
て
も
、
同
文
書
の
基
本
的
作
成
意
図
が
、
中
央
で
の
戸
籍

　
勘
会
に
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

㊧
　
大
宝
二
年
籍
と
和
銅
元
年
籍
に
戸
憲
の
変
動
が
な
く
、
た
だ
そ
の
戸
口
に
つ
い

　
て
の
み
異
動
が
あ
る
場
合
、
同
文
書
で
は

　
　
戸
主
三
枝
部
母
浦
戸

　
　
一
戸
‡
一
弟
飾
繭
忍
年
推
六
　
　
　
正
丁

　
　
戸
主
姑
古
奈
年
六
十
王
　
老
女
　
上
件
二
人
大
宝
二
年
死

　
と
い
う
よ
う
な
記
載
法
を
と
り
、
戸
主
自
身
に
変
動
の
あ
る
場
合
、
ま
た
分
析
戸

　
の
場
合
に
は
、
そ
の
新
戸
主
を
あ
げ
て

　
　
戸
主
占
部
掴
琢
至
重
四
　
正
丁
　
大
宝
二
年
籍
戸
主
占
部
古
癖
弥
戸
戸
主
子
今

　
　
　
為
戸
主

　
の
よ
う
に
、
い
き
な
り
そ
の
異
動
の
溢
記
を
附
す
。

⑳
勿
論
、
生
益
者
が
さ
ら
に
そ
の
後
他
戸
に
移
動
す
る
と
い
う
複
雑
な
場
合
も
想

　
定
し
得
る
。
実
例
を
上
げ
れ
ば
、
山
背
國
愛
宕
郡
雪
下
窃
盗
脹
歴
名
の
出
雲
臣
広

　
足
並
別
項
に
、

　
　
大
石
主
事
百
嶋
年
参
歳
　
緑
子

　
　
宍
人
阿
美
並
年
難
拾
壱
歳
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（
「
略
）

　
　
　
右
七
人
割
来
附
余
部
郷
戸
主
宍
人
鏡
開
戸
口

　
と
見
え
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
大
石
主
寸
百
嶋
は
神
亀
元
年
に
生
ま
れ
、
次

　
の
籍
年
（
神
亀
平
年
）
以
前
に
さ
ら
に
移
動
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
場

　
合
に
も
、
本
文
中
に
宍
人
阿
美
売
が
「
母
」
と
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
前
籍
後
の

　
生
益
者
は
結
局
新
籍
で
は
い
ず
れ
か
の
戸
に
属
し
、
戸
主
ま
た
は
他
の
戸
口
と
の

　
続
柄
を
註
記
さ
れ
て
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
全
く
問
題
は
な
い
こ
と
に

　
な
る
。
穣
令
国
家
に
と
っ
て
は
、
生
益
者
が
ど
こ
で
生
ま
れ
た
か
な
ど
問
題
で
は

　
な
く
、
そ
れ
が
確
実
に
戸
籍
に
登
載
さ
れ
、
所
属
戸
、
姓
名
、
年
令
、
戸
内
で
の

　
続
柄
な
ど
が
把
握
で
き
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

⑳
　
現
存
の
戸
口
損
益
帳
断
簡
に
は
、
口
慰
・
括
首
な
ど
、
前
籍
登
載
者
以
外
の
異

　
動
が
見
ら
れ
ぬ
が
、
そ
れ
が
本
来
記
載
対
象
外
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
断
定
で
き

　
な
い
。
或
い
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
刷
簿
が
作
成
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
（
後
の
大
帳
枝
文
に
は
、
そ
れ
ら
の
諸
帳
が
存
在
す
る
。
）

⑱
　
　
『
火
日
本
古
文
轡
』
｝
1
五
〇
二
～
五
〇
四
。

㊧
　
岸
古
註
①
b
論
文

⑳
　
今
江
氏
は
、
陸
奥
騒
戸
口
損
益
帳
の
記
載
が
全
て
大
宝
二
年
籍
へ
の
注
記
に
基

　
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
岡
氏
註
⑯
論
文
）
が
、
必
ず
し
も
そ
う
考
え
ね
ば
な

　
ら
な
い
理
由
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
こ
に
述
べ
た
死
亡
な
ど
の
異
動

　
の
記
録
は
、
或
い
は
そ
の
よ
う
な
形
で
行
な
わ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。

⑳
　
陸
奥
圏
戸
口
損
益
帳
は
、
そ
の
註
記
に
「
郡
内
郡
上
里
戸
主
」
　
「
里
内
戸
主
」

　
な
ど
と
見
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
は
遠
別
に
、
或
い
は
郡
別
に
成
巻
さ
れ

　
た
文
書
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
岡
じ
「
移
出
」
・
「
嫁
出
潮
」
な
ど
で
も
、

　
他
国
・
他
郡
へ
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
移
動
年
次
は
明
記
さ
れ
た
の
で
は
な
か

　
ろ
う
か
。
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四

　
前
節
ま
で
に
お
い
て
は
、
養
老
元
年
の
　
「
大
計
帳
式
」
　
の
頒
下
を
軸
と
し
て
、
八
世
紀
初
頭
以
来
の
計
帳
調
度
の
変
化
の
在
り
方
を
論
じ

て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
最
後
に
、
養
老
元
年
を
以
て
制
定
さ
れ
た
「
秦
荘
」
と
「
歴
名
」
と
か
ら
な
る
計
帳
鰯
度
の
そ
の
後
の
推

移
の
方
向
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
患
先
そ
れ
に
つ
い
て
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
・
正
倉
院
文
書
中
の
所
謂
「
讃
岐
早
戸
編
」

　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
因
幡
国
戸
籍
田
な
ど
の
文
書
が
、
戸
籍
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
計
帳
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
に
隅
類
の
「
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

郡
未
詳
戸
籍
」
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
八
世
紀
後
半
の
文
書
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
最
も
計
帳
で
あ
る
可
能
性
の
強
い

の
は
「
讃
岐
国
戸
籍
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
計
帳
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
勿
論
「
計
帳
歴
名
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
讃
岐
の
そ

れ
が
ご
く
わ
ず
か
の
断
簡
に
過
ぎ
ぬ
為
、
比
較
的
よ
く
遺
存
し
て
い
る
「
因
幡
国
戸
籍
」
に
つ
い
て
神
亀
～
天
平
年
間
の
「
計
帳
歴
名
」
と
比
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べ
て
み
れ
ば
、
戸
毎
の
統
計
部
や
別
項
記
載
の
な
い
こ
と
等
、
既
に
そ
の
書
式
の
簡
略
化
が
見
出
さ
れ
る
。
尤
も
、
こ
れ
ら
は
計
帳
と
し
て
の

確
証
が
無
い
為
、
一
応
の
参
考
に
と
ど
む
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
「
計
帳
歴
名
」
の
簡
略
化
と
い
う
傾
向
は
、
ま
た
別
個
の
よ
り
重

要
な
形
を
と
っ
て
、
早
く
も
天
平
初
年
に
は
始
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
第
一
節
で
天
平
五
年
の
「
右
京
計
帳
」
に
つ
い
て
触
れ
た
際
、
そ
れ
が
各
戸
提
出
の
「
手
実
」
を
京
職
で
継
ぎ
合
わ
せ
、
墨
年
の
「
計
帳
歴

名
」
に
代
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
い
た
が
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
京
職
で
「
計
帳
公
名
」
の
作
成
を
省
略
し
よ
う
と
し
た

意
図
が
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
同
じ
く
天
平
五
年
の
も
の
と
さ
れ
る
山
背
国
愛
宕
郡
計
帳
歴
名
に
も
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
形
で
の
一
層

甚
し
い
省
略
の
跡
が
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
同
文
書
の
本
体
は
国
衙
に
留
め
ら
れ
て
い
た
天
平
四
年
度
の
「
計
帳
急
転
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

後
一
年
間
の
死
亡
な
ど
を
追
記
し
て
、
天
平
五
年
の
「
計
帳
歴
名
」
に
代
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
も
天
平

五
年
度
に
お
け
る
「
計
帳
学
名
」
の
作
成
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
の
省
略
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
同
年
が
籍
年
で
あ
る
と
い
う
事
実
と
深
く
か

か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
戸
籍
の
作
成
と
殆
ど
変
わ
り
な
い
労
力
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
「
計
帳
罪
名
」
の
作
成
を
、
毎
年
、
し
か
も
戸
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

よ
り
は
遙
に
短
期
間
で
行
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
国
郡
司
に
と
っ
て
非
常
な
負
担
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
そ
の
為
に
同
文
書
の
作
成

は
、
養
老
元
年
の
「
大
計
帳
式
」
船
下
後
ま
だ
閥
も
な
い
天
平
年
間
に
お
い
て
、
既
に
高
年
を
中
心
と
し
て
省
略
さ
れ
る
傾
向
を
見
せ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
早
川
庄
八
氏
は
、
出
雲
国
恩
会
陰
に
お
い
て
、
天
平
五
年
八
月
に
当
国
を
出
発
し
た
の
が
計
帳
使
で
は
な
く
大
鷺
使
で
あ
り
、
そ
の
持
参
し

た
文
書
も
、
わ
ず
か
に
大
帳
二
巻
と
そ
の
枝
文
に
過
ぎ
ぬ
と
述
べ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
「
計
帳
」
と
「
大
占
」
の
性
質
・
関
係
を
知
る
上
で
の
手

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

懸
り
が
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
も
や
は
り
天
平
五
年
と
い
う
特
殊
な
年
次
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
　
「
大
腸
」
も
「
計
帳
し
も
同
一
内
容
を
指
す
別
称
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
「
目
録
」
と
「
営
門
」
と
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

出
雲
国
緊
急
帳
の
記
事
は
、
天
平
五
年
の
同
国
で
は
、
た
だ
「
目
録
」
の
み
を
京
肥
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
同
年
の
出
雲

国
で
は
、
右
京
職
や
山
背
国
の
よ
う
に
、
或
い
は
手
空
を
継
ぎ
合
わ
せ
、
或
は
前
年
度
の
戸
冠
を
利
用
す
る
と
い
っ
た
形
で
の
簡
略
化
さ
え
行

39 （607）



な
わ
れ
ず
、
当
年
の
「
計
帳
嘉
名
」
は
全
く
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
見
敬
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
出
雲
国
の
例
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
天
平
五
年
度
の
「
計
帳
歴
名
」
作
成
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
状
態
は
、
ほ
ぼ
全
国
的
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
　
「
目

録
」
と
「
歴
名
」
と
を
一
体
と
し
て
京
進
ず
る
計
帳
欄
度
は
、
か
か
る
「
歴
名
」
の
箇
略
化
、
な
い
し
は
消
減
と
い
う
方
向
に
お
い
て
次
第
に

衰
退
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
終
末
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
が
、
延
喜
主
計
式
に
は
も
は
や
単
に
「
目
録
」
の
書
式

が
掲
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
（
前
述
の
玉
帳
式
と
対
比
せ
よ
）
、
　
「
繍
帳
」
の
図
会
手
続
き
な
ど
か
ら
見
て
も
、
九
世
紀
末
頃
に
は
「
画
名
」
は
も

う
殆
ど
作
成
さ
れ
る
こ
と
が
無
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
『
政
事
要
略
』
巻
五
十
七
、
交
替
雑
事
雑
公
文
の
条
に
上
げ
ら
れ
た
「
私
案
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

帳
枝
文
」
の
中
に
も
、
　
「
事
事
」
は
存
在
せ
ず
、
単
に
「
目
録
帳
」
の
み
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
「
計
帳
合
名
」
が
次
第
に
作
成
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
単
に
そ
れ
が
国
郡
司
ら
に
と
っ
て
の
負
担
で
あ
っ

た
と
言
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
恐
ら
く
「
目
録
」
の
各
項
目
毎
に
つ
い
て
の
詳
細
な
別
文
書
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
情
を
も
考
慮
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
既
に
娼
郷
国
計
会
帳
に
は
「
郷
戸
課
丁
帳
」
を
始
め
と
し
て
、
　
「
括
出
帳
」
　
「
走
還
帳
」
　
「
蒸
留
碑
帳
」
「
逃
亡
満
六
年
帳
」

「
神
亀
五
年
以
来
逃
亡
帳
」
　
「
割
付
白
幡
下
し
　
「
争
戸
帳
」
　
「
高
幡
人
帳
」
　
「
高
年
良
著
疾
以
上
帳
」
な
ど
の
多
数
の
大
楽
創
意
の
名
が
見
え

て
お
り
、
先
に
触
れ
た
『
政
事
要
略
』
の
「
私
案
大
田
枝
文
」
の
中
に
も
、
さ
ら
に
「
雑
色
人
帳
」
　
「
多
男
父
帳
」
　
「
中
男
帳
」
な
ど
を
見
出

し
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
次
第
に
「
歴
名
」
の
存
在
意
義
を
薄
れ
さ
せ
、
そ
の
衰
退
を
早
め
た
大

き
な
要
因
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
女
性
を
中
心
と
す
る
不
課
口
を
も
含
む
と
こ
ろ
の
「
計
帳
歴
写
し
が
次
第
に
作
成
さ

れ
な
く
な
り
、
課
役
に
関
わ
る
項
目
を
中
心
に
纒
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
枝
文
が
そ
れ
と
交
替
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
律
令
制
的
公
民
支
配
の
一

つ
の
変
化
の
方
向
を
見
出
し
得
る
よ
う
に
思
う
が
、
や
が
て
偽
籍
の
激
化
を
伴
な
い
な
が
ら
、
殆
ど
百
年
忌
個
別
人
身
支
配
を
維
持
で
き
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

な
っ
た
時
点
で
は
、
そ
れ
は
単
に
「
匿
録
」
に
よ
る
課
口
の
観
念
的
・
数
量
的
把
握
に
留
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

①
『
大
三
門
古
文
欝
』
一
－
瓢
＝
七
主
婦
八
。

②
『
大
日
本
古
文
書
』
一
－
三
㎝
七
～
三
二
二
。

③
讃
岐
国
戸
籍
に
つ
い
て
は
、
「
正
倉
院
戸
籍
調
銃
概
報
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
八

　
一
三
）
　
の
当
該
部
分
参
照
（
担
当
は
赤
松
俊
秀
・
岸
俊
男
両
氏
〉
。
因
幡
国
戸
籍
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に
つ
い
て
は
岸
氏
は
し
が
き
謎
①
a
論
文
。
’
但
し
岸
氏
は
そ
の
後
「
重
層
管
見
」

　
（
『
配
本
歴
史
』
一
一
二
四
号
）
に
お
い
て
、
同
文
書
を
コ
戸
籍
と
も
計
帳
と
も
断
定

　
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

④
そ
の
推
定
さ
れ
る
成
立
年
次
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
漁
民
は
し
が
き
註
①
a

　
論
文
。
「
正
倉
院
戸
籍
調
査
概
報
」
参
照
。
）

　
　
讃
岐
璽
戸
籍
…
一
天
平
宝
字
元
年
四
月
～
宝
亀
四
年
三
月
二
日

　
　
因
幡
國
経
籍
…
1
天
平
宝
宇
元
年
四
月
～
宝
亀
三
年
三
月
措
日

　
　
圏
郡
未
詳
戸
籍
（
『
大
日
本
古
文
書
』
～
）
一
天
平
宝
字
元
年
四
月
～
天
平
神

　
　
　
講
憶
兀
年
四
【
月
｛
十
⊥
ハ
日

⑤
奴
の
移
動
や
、
小
峰
一
億
者
に
つ
い
て
の
追
記
も
見
ら
れ
る
が
、
死
亡
年
月
日

　
に
つ
い
て
、
本
日
の
捌
項
記
載
中
に
見
え
る
も
の
と
、
本
文
中
へ
の
追
記
と
を
比

　
較
す
る
と
、
前
者
は
天
平
四
年
～
月
～
同
年
六
月
ま
で
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者

　
は
天
平
四
年
九
月
～
天
平
五
年
六
月
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。

⑥
戸
令
造
戸
籍
条
に
よ
れ
ば
、
戸
籍
は
磯
目
の
十
一
月
上
旬
か
ら
翌
年
の
五
月
滑

　
日
ま
で
の
問
に
寒
造
す
る
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
計
帳
は
、
手
実
を
貴
う

　
期
限
が
六
月
目
日
で
あ
り
、
太
政
官
へ
の
申
送
期
限
が
入
月
珊
属
で
あ
る
か
ら
、

　
「
撃
砕
」
や
「
目
録
」
の
作
成
は
、
規
定
通
り
行
な
わ
れ
た
と
し
て
も
実
質
一
ケ

　
月
半
程
の
問
に
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
出
雲
国

　
計
会
帳
や
万
葉
集
か
ら
知
ら
れ
る
大
宝
令
施
行
期
の
大
難
使
は
、
全
て
八
月
中
に

　
上
道
し
て
い
る
。
ま
た
天
平
五
年
の
右
京
計
帳
手
勢
で
は
七
月
十
二
瞬
提
出
の
も

　
の
さ
え
あ
る
か
ら
、
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
期
間
は
一
層
短
縮
さ
れ
る
。
た
だ
延
喜

む

す

び

　
左
右
京
職
式
に
よ
れ
ば
、
特
に
京
の
計
帳
手
実
は
六
月
一
日
～
九
月
卦
日
の
問
に

　
責
い
詑
り
、
十
月
卦
臼
ま
で
に
大
帳
を
進
め
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
或

　
い
は
天
平
期
に
も
京
の
計
帳
作
成
は
特
例
的
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
）
。
　
こ

　
の
よ
う
な
期
間
の
短
さ
は
、
　
「
計
帳
歴
名
」
の
作
成
・
性
格
に
一
つ
の
疑
点
を
な

　
げ
か
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
私
は
や
は
り
、
中
央
政
府
の
鞘
当
と
し
て
は
、
こ
れ

　
を
「
目
録
」
と
一
体
と
し
て
八
月
虚
日
ま
で
に
京
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見

　
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
そ
の
実
際
上
の
照
難
さ
の
故
に
、
特
に
籍
年
な
ど
を
中
心

　
と
し
て
、
そ
の
省
略
が
進
ん
で
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

⑦
早
測
氏
第
一
節
註
①
論
文

　
　
　
　
　
　
　
へ

⑧
「
大
帳
」
が
二
巻
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
、
や
や
聞
題
が
残
る
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
が
、
こ
れ
は
全
く
同
一
の
「
目
録
」
を
二
通
京
進
し
た
こ

　
と
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

⑨
　
惟
宗
允
亮
は
「
私
案
大
下
枝
文
」
と
し
て
「
目
録
帳
」
以
下
の
多
数
の
公
文
を

　
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
「
自
讃
帳
」
が
大
帳
壁
文
で
は
な
く
、
大
連
そ
の
も
の
を

　
構
成
す
る
「
目
録
帳
」
．
で
あ
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば

　
「
乗
賃
枝
文
』
と
し
て
、
彼
が
同
じ
く
そ
の
筆
頭
に
「
目
録
帳
」
を
挙
げ
て
い
る

　
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
正
税
目
録
帳
」
自
体
を
意
味
し
て
い
る

　
の
で
あ
る
。

⑩
例
え
ば
『
政
事
要
略
』
巻
五
十
七
翌
翌
の
天
慶
五
年
十
二
月
廿
九
日
官
符
で
は
、

　
「
大
帳
壁
死
」
の
数
の
准
熱
す
べ
ぎ
「
年
中
死
」
の
数
を
、
調
庸
了
数
の
十
分
の

　
一
と
定
め
る
よ
う
命
じ
て
い
る
が
如
き
で
あ
る
。

以
上
、
論
ず
る
と
こ
ろ
多
岐
に
跨
っ
た
が
、
八
世
紀
を
中
心
と
す
る
計
帳
綱
引
の
変
遷
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
そ
の
大
筋
を
明
ら
か
に
し
得
た
よ

う
に
思
う
。
そ
の
中
で
特
に
留
意
す
べ
き
点
は
、
ま
ず
第
一
に
、
大
宝
令
に
本
来
京
進
ず
る
べ
く
規
定
さ
れ
た
計
帳
は
、
後
の
「
大
更
霞
録
」
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に
相
当
す
る
一
国
毎
の
統
計
的
文
書
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
は
後
の
「
計
帳
歴
名
」
を
中
心
と
し
て
計
帳
制
度
を
考
え
が
ち
で

あ
っ
た
為
、
そ
の
実
際
の
施
行
を
、
と
も
す
れ
ば
大
宝
令
の
施
行
時
点
よ
り
お
く
ら
せ
て
考
え
る
傾
向
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本

来
の
計
帳
を
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
稲
銅
元
年
の
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
を
媒
介
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
一
応
大
宝
令
施
行
と
同
時

に
ま
で
遡
ら
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
今
後
は
さ
ら
に
、
大
宝
令
施
行
以
前
に
計
帳
が
実
在
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
も
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
、
ろ
う
。
た
だ
八
世
紀
初
期
の
計
帳
制
度
を
本
稿
の
よ
う
に
想
定
し
た
場
合
、
そ
れ
が
実
際
の
課
役
の

徴
発
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
か
と
い
う
問
題
が
さ
ら
に
検
討
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
、
調
庸
主
微
収
の

実
際
的
な
在
り
方
が
、
計
帳
制
度
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
必
ず
し
も
十
分
野
解
明
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
よ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
不

十
分
で
あ
っ
た
計
帳
制
度
の
形
骸
化
な
い
し
は
終
末
の
問
題
を
も
含
め
て
、
調
輝
輝
と
の
緊
密
な
か
か
わ
り
の
中
で
、
よ
り
一
層
考
察
を
深
め

て
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
は
そ
の
よ
う
な
計
帳
綱
度
の
改
定
が
養
老
元
年
と
い
う
時
点
で
行
な
わ
れ
、
新
た
に
「
計
帳
罪
名
」
の
作
成
を
含
む
「
大
計
帳
式
」
の

整
備
に
よ
っ
て
、
年
々
の
公
民
動
態
を
よ
り
正
確
に
把
握
せ
ん
と
す
る
施
策
が
打
出
さ
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
同
時
に
諸
国
に
撫
下
さ
れ

た
「
輸
租
帳
式
」
　
「
青
蕾
簿
式
」
を
め
ぐ
る
事
情
に
つ
い
て
も
、
詔
勅
は
問
題
の
所
在
を
国
司
の
段
階
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る
が
、
そ
の
実
、
背
後
に
は
従
前
の
支
配
を
再
編
強
化
す
べ
き
必
要
に
迫
ら
れ
た
社
会
的
変
動
の
塾
し
を
も
予
想
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
節
に
も
詳
し
く
述
べ
た
よ
う
に
、
霊
亀
～
養
老
初
年
の
時
期
に
は
、
こ
の
「
大
計
帳
式
」
の
零
下
を
含
め
て
、
地
方
行
政
の
統
制
を
よ
り

強
化
せ
ん
と
す
る
律
令
政
府
の
対
応
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
今
後
、
律
令
制
の
形
成
・
変
質
の
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
の
担

っ
た
意
味
を
よ
り
十
分
に
検
討
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
論
じ
残
し
た
点
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
述
べ
た
問

題
と
併
せ
て
全
て
後
考
に
期
す
こ
と
と
し
、
今
は
一
ま
ず
欄
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

補
注

　
成
稿
後
、
概
説
的
で
は
あ
る
が
、
既
に
宮
本
救
氏
に
「
戸
籍
・
計
帳
」
な
る
論
考
の
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
た
（
『
古
代
の
日
本
』
9
所
収
）
。
し
か
し
氏
の
計
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帳
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
①
大
士
1
1
大
計
帳
を
単
に
目
録
様
文
書
の
み
を
指
す
と
見
倣
す
点
、
②
従
っ
て
養
老
元
年
の
大
計
帳
式
頒
下
を
単
に
鼠
二
様
文
書
の

書
式
を
示
し
た
も
の
と
し
、
計
帳
歴
名
の
作
成
を
そ
れ
以
前
に
遡
ら
せ
て
考
え
る
点
、
③
そ
の
結
果
、
大
計
帳
式
頒
下
の
意
義
が
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
こ

と
な
ど
、
今
日
で
の
通
説
的
見
解
に
等
し
く
私
見
と
は
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
本
稿
脱
稿
と
相
前
後
し
て
、
福
岡
猛
志
「
山
背
国
計
帳
の
『
逃
』
注
記
と
計
帳
の
始
期
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
（
『
日
本
福
祉
大
学
研
究
紀
要
』
2
0
・
2
1
）
、

梅
村
喬
「
律
令
制
度
の
収
取
制
度
一
大
帳
勘
会
制
に
つ
い
て
f
」
（
『
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
院
生
論
集
』
2
）
の
二
論
考
が
公
に
さ
れ
た
。
福
岡
茂

の
所
論
は
、
養
老
元
年
の
大
計
帳
式
頒
下
以
前
に
一
切
の
計
帳
制
度
を
否
定
さ
れ
る
ら
し
い
点
に
特
色
が
あ
る
が
、
や
は
り
大
工
と
計
帳
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
全
く
別
箇
に
理
解
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
氏
の
計
帳
制
度
に
つ
い
て
の
所
説
に
も
全
体
的
に
賛
意
を
表
し
難
い
。
梅
村
氏
の
場
合
、
本
稿
と
は
問
題
の

対
象
を
か
な
り
異
に
し
、
本
来
的
計
帳
が
目
録
様
文
書
で
あ
る
こ
と
を
力
説
さ
れ
た
以
外
、
直
接
的
に
計
帳
の
始
期
、
そ
の
制
度
的
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
て
お

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
氏
が
主
た
る
問
題
と
さ
れ
た
大
帳
勘
会
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
大
陸
に
お
け
る
計
帳
の
在
り
方
と
共
に
本
稿
で
は
一
応
考
察
の
外
に

置
い
た
点
で
あ
り
、
結
び
に
蕾
め
記
し
た
諸
点
と
共
に
今
後
考
察
を
深
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
こ
こ
に
併
せ
て
参
考
文
献
と
し
て
附
記
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
・
京
都
市
東

計繰糊度試論（鎌田）
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An　Essay　on　the．Keicho計1長SYstem

　　　　by

M．　Kamata

　　Ithink　the　study　of　Keicho計帳w．as　so　inadequate　compared　with

that　of　Koselei戸籍in　spite　of　the　fact　that　both　were　the　fundamental

i珊titutions　of　the　rule　of　the　Ancient　Ritsuryo　State古代律令国家．

　　．ln．　this　artlcle，　1　will　try　to　clarify　the　reality　and　the　change　of

Keicho　system　after　the　8th　century　when，　we　have　ascertained，　that

sYste．m，　qxisted．

　　．in　the’　first　chapter，　1　will　demonstrate　that，　contrary　to　the　recent

popular　view．．that“Daicho”大li長　was．a　different　document　from
“左eicho，’計帳，　the　former　is　sYIIo！ユymous　w圭th　the　latter，　both　of　which

indicated　the　same　entity　that　was　composed　of“伽肱γo伽”目録and
‘‘

獅P6ん吻yゲ　小名．　ARd　I　will　recognize　tha之l　in　the　Keicleo　system

afζer．　the　Z㍑勧神亀and　Tenpツ。天平peirod　when　various　documellts

like　Ket／cho　existed，　．these　two　documents　were　basically　submitted　to

．thg，，／／，g，eptral　gpyernment　en　bloc．

　　In　t！je．secgpd　chapter，　1　virill　demonstrate　that　Keicho　system．w4s

．1即nρhgd．己by．the　distribution　of‘「1）aikeicho一．5hilei”大計帳式and．wi11

4s『ume．頃at，　at　this　point，　to　mak圭ng　out　and　submission　of“伽肋勿肋”

in／．tbe　former　f〈eicho　system，　making　．of　Refeimyo　newly　became　to　be

addee．　．Moreover，　1　will　trace　the　cause　of　this　change　to　the　tendency

tp．tightep．．the　control　of　the　local　administration　remarkab｝y．

　　In・．t．he　third　．ghapter，　investigating　the　provisions　of　Keicho　in　Taihb－

ryo大宝．ﾟ，　I　will　support　the　conclusion　of　the　previons　chapter，．and

at　the　same　time，　analysing‘‘Matsblnofeuni－leofeho－so紹葱。勿”陸奥園戸口

損益帳as　a　mater至a1，　I　will　assume　that　Keicho　as　the　documents　like

l　£1／hiOsleY，ryOok．”　”　agtF，C11Y　，b9．　．9ailne　tp　be　launched　just　after　the　enactment　of

　　In　the　last　chapter，　1　will　mention　that　the　newly　arranged　Keicho

system　after　the　first　year　of　yδ短養老period　actually　pursued　the

course　of　the　simplification　or　the　omission　of　“　Rekimyo”　soon，　and

further　describe　briefiy　the　end　of　Keicho　system．
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