
八
・
九
世
紀
伊
勢
神
郡
の
再
編
成
過
程
と
領
域
性
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史
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理
学
的
試
論
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【
要
約
】
　
い
わ
ゆ
る
伊
勢
神
宮
の
維
持
基
盤
の
ひ
と
つ
で
あ
る
伊
勢
神
郡
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
、
従
来
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
中
で
も
、
八
世
紀
末
頃
の
神
郡
の
変
化
は
神
郡
の
神
域
化
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
時
系
列
的
な
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
筆
者
は

領
域
性
と
い
う
視
座
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
議
論
を
深
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
領
域
性
と
は
図
・
∪
．
Q
D
ρ
。
犀
に
よ
れ
ば

「
地
理
的
範
域
に
対
し
て
制
限
を
加
え
制
御
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
・
諸
現
象
・
諸
関
係
に
作
用
・
影
響
を
及
ぼ
し
、
管
理
し
よ
う
と
す
る
個

人
な
い
し
集
団
の
上
質
」
で
あ
り
、
地
理
学
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
視
角
に
立
っ
た
研
究
が
近
年
盛
ん
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
を
踏

ま
え
て
、
具
体
的
な
分
析
を
お
こ
な
う
。
ま
ず
、
神
郡
に
お
け
る
人
間
の
編
成
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
成
立
期
に
お
い
て
は
様
々
な
属
性
の
人
問
が
存
在

し
た
可
能
性
な
い
し
一
般
民
戸
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
神
郡
が
、
八
黒
黒
中
の
或
る
蒔
点
ま
で
に
神
郡
領
域
を
単
位
と
し
た
分
類
に
墓
つ

い
て
編
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
神
郡
領
域
の
領
域
性
の
性
質
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
次
に
神
智
と
い
う
神
郡
領
域
を
画
す
る
境
界
を
取
り
上
げ
、
神
堺
の
実
体
、
神
殿
を
め
ぐ
る
排
除
な
ど
を
検
討
す
る
。
そ
の
結
果
を
受
け
て
、

神
器
に
強
く
現
れ
る
規
制
の
形
成
を
具
体
的
に
把
握
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
基
礎
と
し
て
帰
属
意
識
の
創
出
と
い
っ
た
領
域
性
の
戦
略
的
使
用
が
な

さ
れ
た
可
能
性
を
想
定
す
る
。
以
上
の
分
析
を
通
じ
て
、
八
・
九
世
紀
伊
勢
神
郡
の
再
編
成
過
程
に
お
け
る
領
域
性
と
い
う
空
聞
の
論
理
が
伊
勢
神
郡
と

い
う
社
会
を
形
づ
け
て
い
る
有
り
様
と
伊
勢
神
郡
の
社
会
の
構
造
が
空
間
を
規
定
す
る
有
り
様
の
連
接
を
明
ら
か
に
す
る
。
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周
知
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
伊
勢
神
宮
は
、
律
令
制
度
の
も
と
で
極
め
て
重
要
視
さ
れ
た
神
社
で
あ
り
、
そ
の
維
持
基
盤
と
し
て
神
郡
・
神
　
9
7



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

戸
・
神
田
が
与
え
ら
れ
て
い
た
（
図
一
参
照
）
。
し
か
し
な
が
ら
神
郡

や
神
戸
な
ど
は
律
令
制
の
下
で
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
律
令
制

が
動
揺
し
始
め
る
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
神
宮
自
身
が
そ
の

強
化
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
神
宮
に
距
離
的
に
近

接
す
る
伊
勢
神
郡
は
そ
の
近
接
性
ゆ
え
に
独
特
の
位
置
付
け
が
な
さ

れ
、
特
有
の
歴
史
を
展
開
し
た
。

　
伊
勢
神
郡
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
、
従
来
多
く
の
研
究
が
積

　
　
　
　
　
　
　
②

み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
古
代
史
研
究
者
は
、
例
え
ば
高

島
弘
志
が
神
郡
司
の
機
能
変
化
か
ら
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

か
け
て
神
郡
が
変
質
し
た
こ
と
を
想
定
す
る
な
ど
、
八
世
紀
末
が
神

郡
の
展
開
の
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
ぼ
共
通
し
た
見
解
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

提
示
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
八
世
紀
末
の
変
化
に
つ
い
て
熊
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

亮
介
は
神
域
化
と
い
う
側
面
か
ら
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
氏
の
歴
史
事
象
の
時
系
列
的
分
析
は
後
述
す
る
よ
う
な
観
点

か
ら
見
た
場
合
、
議
論
を
深
化
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
筆
者
は
領
域
性
と
い
う
視
座
を
導
入
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
地

理
学
で
は
領
域
性
と
い
う
概
念
は
古
く
か
ら
政
治
地
理
学
な
ど
で
論

で
ノ
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⑥

及
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
近
年
、
従
来
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
問
題
意
識
の
下
、
領
域
性
に
つ
い
て
の
研
究
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の

中
で
、
菊
9
U
．
ω
㊤
。
瞠
は
領
域
性
を
「
地
理
的
玉
垂
に
対
し
て
制
限
を
加
え
糊
御
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
・
諸
現
象
・
諸
関
係
に
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

用
・
影
響
を
及
ぼ
し
、
管
理
し
よ
う
と
す
る
個
人
な
い
し
集
団
の
性
質
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
ω
ρ
。
犀
は
全
て
の
領
域
に
共
通
し
て
発
生

し
得
る
領
域
性
の
性
質
と
し
て
、
①
タ
イ
プ
で
は
な
く
エ
リ
ア
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
、
②
境
界
を
通
じ
て
領
域
性
は
示
さ
れ
る
こ
と
、

③
領
域
に
た
い
す
る
排
除
の
傾
向
の
強
化
、
の
三
つ
の
基
本
的
性
質
を
指
摘
し
、
そ
れ
か
ら
七
つ
の
性
質
が
派
生
的
に
生
じ
る
と
論
じ
た
。

さ
ら
に
ω
㊤
。
騨
は
領
域
性
の
性
質
の
結
合
に
よ
っ
て
一
四
の
影
響
が
発
生
す
る
と
し
、
ど
の
性
質
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
が
生
じ
る

か
を
マ
ト
リ
ク
ス
の
形
で
示
し
て
い
る
。
地
理
学
に
お
い
て
。
。
ρ
。
閃
の
定
義
は
現
在
の
と
こ
ろ
最
も
明
確
な
領
域
性
概
念
の
定
義
で
あ
り
、

ω
碧
匿
以
外
の
論
者
の
領
域
性
概
念
の
理
論
的
考
察
を
参
照
し
つ
つ
も
、
本
稿
で
は
Q
。
差
障
の
定
式
化
を
領
域
性
概
念
の
基
本
的
定
義
と
し
て

採
用
し
て
お
き
た
輸
・

　
筆
者
が
こ
の
視
角
を
採
用
す
る
意
図
は
、
領
域
性
と
い
う
空
閾
の
論
理
が
社
会
を
形
づ
け
て
い
る
有
り
様
と
社
会
の
溝
造
が
空
間
を
規
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
有
り
様
の
連
接
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
視
点
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
域
化
と
い
う
面
か
ら
論
及
さ
れ
て
い
た
事

象
を
も
包
摂
し
、
神
郡
を
編
成
し
た
権
力
の
問
題
と
し
て
「
神
域
化
」
を
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
次
章
以
降

で
は
領
域
性
概
念
を
鍵
と
し
て
、
歴
史
事
象
の
時
系
列
的
分
析
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
み
、
八
・
九
世
紀
の
伊
勢
神
郡
と
い
う
空
間
と
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
展
開
し
た
人
間
集
団
の
活
動
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
く
。

①
　
④
高
嶋
弘
志
〔
「
神
郡
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
意
義
」
『
日
本
古
代
政
治
史
論

　
考
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
三
〕
は
神
郡
の
特
徴
と
し
て
神
郡
司
任
用
の
特
鋼
措

置
・
神
郡
の
畿
外
性
・
神
郡
神
社
の
神
格
と
そ
の
奉
呈
氏
族
の
三
点
を
あ
げ
て
い

　
る
。
神
郡
司
任
用
の
特
別
措
置
と
は
養
老
七
年
目
七
二
三
）
の
太
政
官
符
に
よ
っ

　
て
神
郡
司
に
限
り
、
三
等
親
以
上
の
連
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
律

　
無
二
家
が
神
郡
に
同
族
支
配
を
許
し
た
理
由
と
し
て
神
郡
司
が
一
般
行
政
だ
け
で

な
く
早
早
に
も
関
与
し
て
い
た
た
め
と
説
明
ざ
れ
て
い
る
。
二
番
目
は
⑤
平
野
博

之
〔
「
神
郡
t
そ
の
成
立
期
を
中
心
と
し
て
」
九
州
史
学
…
一
　
…
九
五
九
〕
が

主
張
し
た
説
で
あ
る
。
平
野
は
神
郡
は
神
郡
神
の
神
格
の
高
さ
と
い
う
要
因
の
み

に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
の
で
は
無
く
、
神
が
畿
内
以
外
の
遠
隔
地
に
存
在
し
て
い

た
た
め
、
神
郡
が
設
け
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
三
点
目
は
、
神
郡
神
社
は
極
め

て
格
の
高
い
神
社
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
神
郡
神
は
出
雲
氏
・
紀
氏
・
度
会
氏
等
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の
地
方
氏
族
、
中
臣
や
忌
部
氏
等
の
中
央
祭
祀
氏
族
に
よ
っ
て
、
独
占
的
か
つ
世

　
襲
的
に
奉
斎
さ
れ
て
い
た
事
を
指
す
。
次
に
、
神
田
と
は
「
版
穫
を
神
社
の
諸

　
経
費
に
あ
て
る
た
め
の
田
」
〔
『
角
川
日
本
史
辞
典
第
二
版
』
角
川
謬
店
　
一
九
七

　
四
〕
で
あ
り
、
神
宮
に
は
延
喜
式
に
よ
れ
ば
計
三
六
町
　
段
の
神
田
が
存
在
し
て

　
い
た
。
ま
た
、
神
戸
は
『
角
川
日
本
史
辞
典
第
二
版
』
に
よ
れ
ば
、
「
神
社
に
属

　
し
そ
の
経
済
を
支
え
た
特
定
の
戸
」
で
あ
る
が
、
詳
細
は
本
稿
第
二
章
を
参
照
。

②
　
そ
の
量
は
極
め
て
膨
大
で
あ
る
が
、
一
九
八
酋
年
ま
で
の
神
宮
関
係
の
著
書
・

　
論
文
の
一
覧
が
田
中
卓
『
伊
勢
神
宮
の
創
紀
と
発
展
』
国
書
刊
行
会
　
一
九
八
五

　
三
九
二
～
四
七
二
頁
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

③
前
掲
第
面
革
注
一
④

④
④
熊
田
亮
介
「
律
令
制
下
伊
勢
神
宮
の
経
済
的
基
盤
と
そ
の
特
質
i
神
郡
を
中

　
心
と
し
て
」
『
日
本
古
代
史
研
究
』
吉
用
弘
文
館
　
一
九
八
○
⑤
大
関
邦
男
「
神

　
郡
に
つ
い
て
一
伊
勢
神
郡
を
翻
心
に
一
」
日
本
歴
史
四
七
〇
　
一
九
八
七
　
な
ど
。

⑤
前
掲
第
一
章
四
）
③

⑥
＠
上
田
元
「
領
域
性
概
念
と
帰
属
意
識
一
中
概
念
の
展
開
と
そ
の
メ
タ
地
理
学

　
的
反
省
」
人
文
地
理
三
八
－
三
一
九
八
六
⑤
｝
・
を
9
9
卿
ン
戸
u
①
鴛
①
α
・

　
、
、
目
9
℃
9
＜
震
o
h
σ
q
8
σ
q
奏
喝
げ
図
嚇
霞
9
く
け
Φ
塔
潔
。
曙
昌
p
℃
①
ω
8
0
冨
｝
一
㌶
⑦
．
、

　
q
累
≦
一
冥
口
く
竃
〉
客
貼
り
Q
。
り
◎
上
田
元
「
瞥
志
野
市
に
お
け
る
住
民
参
加
の
制

　
度
と
そ
の
領
域
性
」
地
理
学
評
論
六
二
A
…
六
　
一
九
八
九
④
竃
・
〇
三
ω
ぎ
冒

　
俸
∪
．
罫
o
Q
日
一
夢
o
P
、
．
ω
訂
「
巴
ω
零
8
”
U
オ
置
巴
ω
℃
p
8
自
器
㊤
誘
8

　
O
o
呂
州
g
き
ユ
日
霞
ユ
8
識
騨
一
〇
『
σ
Q
四
三
鑓
鉱
。
筏
、
d
累
石
H
署
類
吋
竃
〉
賭
お
8

　
③
杉
浦
直
「
旧
藩
境
地
域
に
お
け
る
空
爆
組
識
と
領
域
性
…
北
上
市
鬼
柳
・
相
去

　
地
区
の
調
査
か
ら
」
人
文
地
理
璽
二
i
五
　
一
九
九
　
　
な
ど
。

⑦
饗
U
．
ω
p
9
．
鵠
§
話
コ
↓
。
三
ε
ユ
旦
搾
団
“
〉
目
げ
8
曙
、
〉
．
〉
．
〉
．
○
■
お
ム

　
お
。
。
。
。
”
即
U
．
の
p
。
門
、
出
q
ヨ
碧
3
三
8
鼠
旦
一
望
”
一
富
穿
8
藁
ρ
民
三
ω
8
曙
．
．

　
O
固
き
げ
嵩
α
σ
q
o
q
昌
一
く
。
話
｛
4
勺
周
。
こ
。
m
δ
。
。
①

⑧
ω
p
・
。
犀
は
排
除
と
い
う
遠
心
的
側
面
の
み
を
指
摘
す
る
が
、
第
三
章
で
示
す
如
く

　
筆
者
は
表
裏
の
側
面
と
し
て
領
域
内
で
の
求
心
力
の
発
生
を
想
定
し
て
い
る
。

⑨
　
o
Q
p
鼻
の
領
域
性
の
定
義
は
領
域
性
を
戦
略
と
し
て
と
ら
え
て
お
り
、
明
示
的
に

　
は
空
間
が
社
会
を
形
付
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
そ
れ
を
遂

　
行
ず
る
主
体
と
し
て
の
社
会
の
存
在
が
暗
示
的
に
含
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

　
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
言
う
空
間
と
は
単
な
る
物
理
的
空
間
で
は
な
く
、
社
会
に

　
よ
っ
て
彫
琢
さ
れ
た
結
果
物
と
し
て
の
空
間
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
主
に
領

　
域
と
い
う
語
、
そ
し
て
そ
の
作
用
を
領
域
性
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
て
い
く
。

⑩
棚
橋
光
男
の
研
究
〔
「
中
世
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
の
支
配
機
構
と
領
主
裁
判
権

　
に
つ
い
て
」
日
本
史
研
究
　
三
九
・
一
四
〇
　
一
九
七
照
〕
は
中
世
伊
勢
神
郡
を

　
取
り
上
げ
、
領
域
性
と
密
接
に
関
連
し
た
観
点
か
ら
分
析
を
加
え
た
も
の
と
見
る

　
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
本
稿
と
は
考
察
の
対
象
時
代
が
異
っ
て
い
る
も
の
の
興
味

　
深
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
後
の
棚
橋
の
研
究
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
特
に
こ

　
の
観
点
を
推
し
進
め
る
か
た
ち
で
の
研
究
の
深
化
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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第
二
章
　
神
郡
に
お
け
る
人
間
の
編
成
原
理
と
そ
の
変
化

本
稿
が
対
象
と
す
る
伊
勢
神
郡
と
は
度
会
郡
と
多
気
郡
（
多
気
郡
か
ら
分
立
し
た
飯
野
郡
も
九
世
紀
末
に
神
郡
と
な
っ
た
）

　
　
　
　
　
　
①

の
総
称
で
あ
り
、
現
在

の
三
重
県
伊
勢
市
、
松
阪
市
・
鳥
羽
市
の
一
部
、
多
気
郡
・
度
会
郡
と
い
っ
た
行
政
区
域
に
相
当
す
る
（
図
二
）
。
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こ
れ
ら
の
地
域
は
元
来
、
在
地
の
有
力
な
豪
族
で
あ

り
内
宮
外
宮
両
方
の
神
職
で
あ
っ
た
度
会
残
の
勢
力
圏

で
あ
り
、
ひ
と
ま
と
ま
り
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

②る
。
す
な
わ
ち
令
欄
以
前
の
神
郡
に
お
い
て
は
在
地
の

豪
族
、
度
会
氏
が
神
宮
の
祭
祀
権
と
通
常
の
郡
行
政
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
両
方
を
掌
握
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、

全
国
的
な
律
令
体
舗
の
成
立
と
軌
を
一
に
す
る
形
で
、

孝
徳
朝
の
建
網
や
天
悪
業
の
飯
野
郡
の
分
離
独
立
な
ど

が
行
わ
れ
、
度
会
郡
・
多
気
郡
・
飯
野
郡
と
い
う
律
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

制
下
の
地
方
支
配
組
織
と
し
て
確
立
す
る
に
至
っ
た
。

度
会
氏
は
七
世
紀
頃
に
は
中
央
祭
祀
氏
族
で
あ
る
中
臣

氏
の
務
め
る
大
神
宮
司
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に

な
り
、
新
興
の
荒
木
田
氏
に
よ
っ
て
内
宮
禰
宜
の
地
位

　
　
　
　
⑤

を
追
わ
れ
た
。
そ
し
て
従
来
占
め
て
い
た
郡
司
の
地
位

か
ら
も
疎
外
さ
れ
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
一
連
の
動
向
の
政
策
的
意
図
は
祭
祀
・
行
政
の
両
面

に
権
力
を
も
っ
て
い
た
度
会
氏
の
権
力
の
分
断
・
削
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
変
化
は
、
在
地
の
豪
族
で
あ
る
度
会
幾
に
よ
っ

　　　20万分の1地勢図「伊勢」（醐土地理院1昭和56年編集，昭稲63年修正）を40％縮小

　　　　　　　　　　　　第2図　伊勢神郡の概観図
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て
担
わ
れ
て
い
た
神
宮
祭
祀
の
在
り
方
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
や
や
図
式
的
に
説
明
す
る
な
ら
ば
、
元
来
、
氏
族
的
な
結

合
体
の
上
に
築
か
れ
て
い
た
神
宮
祭
祀
は
、
律
令
糊
の
成
立
が
氏
族
的
な
結
合
体
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
基
盤
を
危
う
く
す

る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
宮
祭
祀
は
新
た
な
基
盤
を
必
祭
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
選
択
肢
は
律
令
体
欄
に
限
ら
れ

て
お
り
、
必
然
的
に
そ
れ
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
を
領
域
の
問
題
に
引
き
付
け
て
考
え
て
み
た
い
。
氏
族
の
勢
力
圏
と
は
血
縁
性
を
も
つ
と
い
う
意
識
を
共
有
す
る
構
成
員
が
分
布
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

範
囲
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
社
会
的
関
係
が
領
域
を
決
定
す
る
社
会
で
あ
る
と
言
い
得

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
律
令
制
は
そ
の
完
成
さ
れ
た
形
に
お
い
て
国
郡
の
様
な
領
域
的
な
枠
組
み
が
社
会
的
関
係
の
広
が
り
を
限
定

す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
伊
勢
神
郡
に
お
い
て
は
、
前
の
段
階
が
度
会
氏
と
い
う
在
地
氏
族
が
勢
力
を
も
っ
て
祭

祀
を
行
っ
て
い
た
段
階
で
あ
り
、
後
の
段
階
が
中
央
派
遣
の
祭
祀
氏
族
で
あ
る
中
臣
氏
な
ど
に
よ
っ
て
律
令
体
制
に
基
づ
い
た
祭
祀
が
遂
行
さ

れ
た
段
階
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
律
令
に
則
っ
た
政
治
行
政
が
や
が
て
弛
緩
し
、
調
庸
の
粗
悪
化
・
未
進
や
浮
浪
人
の
頻
出
が
示
す
よ
う
な
動
揺
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
律
令
に
基
づ
く
体
制
の
衰
微
・
変
容
に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
王
朝
国
家
の
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
議
論
が
行
わ
れ
て

　
⑧

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
律
令
に
基
づ
く
人
身
支
配
と
土
地
支
配
の
重
層
的
な
支
配
シ
ス
テ
ム
が
行
き
詰
ま
り
、
一
〇
世
紀
ご
ろ
に
は
人
身
へ
の

賦
課
が
土
地
へ
の
賦
課
へ
と
転
換
，
・
再
編
さ
れ
、
土
地
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
身
を
も
間
接
的
に
掌
握
す
る
体
制
に
変
化
し
た
と
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
先
立
つ
九
世
紀
こ
ろ
に
は
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
国
司
は
国
内
の
全
て
の
領
域
と
人
間
を
掌
握
す
べ
く
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

逸
し
始
め
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
を
ど
の
よ
う
な
原
理
で
編
成
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
限
定
し
て
述
べ
る
な
ら
、

国
や
郡
と
い
っ
た
領
域
を
単
位
と
し
た
人
間
の
把
握
・
支
配
と
、
公
民
・
二
戸
・
封
戸
・
浮
浪
人
な
ど
と
い
っ
た
人
間
の
属
性
を
基
礎
と
し
て

人
身
を
把
握
す
る
欄
度
で
あ
る
戸
の
編
成
に
よ
る
支
配
と
に
よ
る
重
層
的
な
編
成
原
理
か
ら
、
領
域
の
原
理
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
、
居
住
す

る
領
域
に
も
と
づ
い
て
、
人
間
の
属
性
に
対
し
て
は
従
来
ほ
ど
重
視
す
る
こ
と
な
く
、
一
括
し
て
人
間
に
支
配
を
加
え
る
と
い
う
方
式
へ
の
変

102 （102）
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化
の
時
代
と
し
て
本
稿
が
対
象
と
す
る
年
代
を
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
伊
勢
神
郡
に
つ
い
て
考
え
て
行
く
。
伊
勢
神
郡
に
お
い
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
を

考
え
る
際
に
注
目
す
べ
き
な
の
が
神
戸
と
神
郡
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。
神
郡
と
神
芦
の
関
係
に
つ
い
て
の
有
力
な
見
解
に
『
故
事
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

苑
』
の
「
神
郡
ト
ハ
、
全
郡
皆
中
帯
ナ
ル
ヲ
云
フ
」
と
い
う
通
説
的
理
解
が
あ
っ
た
。
現
在
で
は
田
中
卓
や
平
野
博
之
ら
に
よ
っ
て
、
神
芦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

数
が
一
路
全
て
を
占
め
る
と
考
え
る
に
は
少
な
す
ぎ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
こ
の
解
釈
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
伊
勢
神
郡
に
つ
い
て
は

黒
氏
共
そ
の
神
戸
数
の
多
さ
を
理
由
と
し
て
神
郡
内
の
全
て
の
戸
が
神
戸
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
お
り
、
伊
勢
神
郡
に
限
っ
て
は
『
故
事
類

苑
』
の
解
釈
は
説
得
力
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
通
説
に
対
し
て
熊
田
は
神
戸
で
は
な
い
駅
戸
な
ど
が
度
会
郡
に
存
在
し
て
い
た
点
を
指
摘
し
、
神
郡
内
が
完
全
に
神
戸
の
み
か
ら
成
り

立
・
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
主
張
し
や
ま
た
戸
数
を
限
・
て
設
定
さ
れ
る
神
戸
か
ら
騰
さ
れ
る
神
郡
は
・
戸
数
が
一
定
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
資
料
に
見
ら
れ
る
神
郡
の
戸
数
が
変
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
郡
が
神
戸
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
否
定
し

た
。
さ
ら
に
「
神
社
周
辺
に
存
在
」
し
「
神
社
祭
祀
を
支
え
る
、
従
属
性
の
強
い
、
祭
祀
専
業
集
団
」
で
あ
り
神
戸
条
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
神
島
と
、
黒
黒
封
の
形
で
与
え
ら
れ
「
封
戸
の
実
体
は
黒
戸
で
あ
り
封
戸
制
は
公
戸
の
一
部
を
割
い
て
そ
の
租
庸
調
を
封
主
に
給
す
る
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

与
制
度
」
で
あ
る
封
戸
と
を
区
別
す
る
見
解
に
立
っ
て
、
神
郡
内
の
民
戸
を
神
戸
と
呼
称
し
た
資
料
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
神
郡
内
の
笹
戸

は
封
戸
で
あ
る
と
は
言
え
て
も
神
戸
と
は
言
い
が
た
い
と
し
た
。
そ
し
て
神
郡
は
神
戸
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
一
般
岩
戸
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

な
っ
て
お
り
、
そ
の
一
般
民
芦
が
大
宝
二
年
置
段
階
で
郡
を
単
位
と
し
て
神
宮
の
封
と
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
た
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
み
い
っ
た
神
郡
と
神
戸
の
問
題
を
考
え
る
上
で
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
神
郡
や
神
戸
に
関
係
す
る
呼
称
例
と
神
郡
及
び
神
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
戸
数
の
変
化
の
資
料
で
あ
る
だ
ろ
う
。
表
一
は
九
世
紀
宋
以
前
の
神
宮
に
関
連
す
る
人
間
の
呼
称
例
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
神
戸
・
神
郡

と
い
う
用
語
の
区
別
に
つ
い
て
は
熊
田
も
検
討
を
加
え
「
諸
所
に
散
在
す
る
神
戸
を
“
神
戸
”
あ
る
い
は
“
神
芦
百
姓
”
と
総
称
す
る
例
は
」

多
く
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
「
神
郡
内
の
裾
捌
を
“
神
戸
”
ま
た
は
“
神
戸
欝
姓
”
と
呼
ぶ
例
は
、
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
、
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＊
　

神
郡

を
単

位
と

す
る

例

第
一
表
呼
称
資
料
一
覧

呼
称

資
料

年
月

日
呼

称
例

内
容

出
典

持
統

6（
692）

閏
5・

丁
米

ネ
申
護
景
雲
ラ
己
（
76
7
）
4
・
14

宝
亀
5（

774）
　
7・

23

宝
亀

5（
7
74

）
8・

2
7

宝
養

亀
6（

77
5）

　
5
　

・
朔

延
暦

11
（

79
2）

7
・

3

麺
…
暦
1
1
（
7
9
2）

7
・
　
3

延
暦

1
6
（

79
7
）

　
8
・

2
1

二
神

郡

伊
勢

国
多

気
郡

入
外

正
七

位
下

敢
磯

部
忍
国

ニ
ケ

神
郡

逃
走

百
姓

神
郡

否
姓

／
多

気
度

会
二

箇
神

郡
百

姓

伊
勢

国
多

気
郡

人
外

正
七

位
下

敢
磯

部
米
国

神
郡

神
郡

百
姓

神
郡

諜
丁

度
会

郡
山

九
人

二
箇

郡
歌

人
。

歌
女

。
、

二
箇
郡
黙
人
。
歌
女
。

赤
引
生
糸
四
十
斤
。
神
郡
会
郡
。
調
先
糸
。

．
郡
内
諸
百
姓
等

神
郡

度
会

郡

赤
緯
御
調
糸
滑
鈎
。
依
例
度
会
郡
所
思
。

度
会

郡

度
会

郡
諸

郷
菅

姓
等

度
会

郡
箔

丁

赤
引

糸
の

徴
収

を
許

す

銭
な

ど
を

献
じ

て
叙

位
さ

れ
る

逃
亡
神
郡
百
姓
の
口
分
田
田
租
神
税
化

逃
亡
神
郡
百
姓
の
口
分
田
田
租
神
税
化

導
引

姓
を

賜
る

斎
王
の
祓
の
費
用
・
寮
の
乾
銘
の
調
達

斎
］

1の
祓

の
費

用
・

寮
の

乾
蕩

の
調

達

太
神

宮
御

厨
な

ど
の

修
理

に
充

て
ら

れ
る

禰
宜

の
作

る
導

引
糸

を
使

っ
た

衣
を

着
る

6月
の

祭
に

参
加

9月
の
祭
に
参
加

赤
壁

糸
の

徴
収

私
家
を
祓
清
め
，
調
糸
を
持
参

年
祈

料
の

赤
引

糸
を

用
意

す
る

6月
の
月
次
祭
の
準
備

月
次

祭
の

蟄
を

進
上

す
る

神
嘗

祭
に

雑
御

蟄
を

進
め

る

土
師

物
忌

と
共

に
膳

器
を

つ
く

る

日
本

書
紀

留
日

本
紀

神
宮

雑
例

腹

甲
聚
三
代
格

続
日

本
紀

類
聚

三
代

格

類
聚
三
代
罐

切
太

暦
早

引
　

神
璽

官
符

内
宮

儀
式

帳
　

99頁

内
宮

儀
式

帳
124頁

内
宮

儀
式

帳
124：

頁

内
宮

儀
式

帳
132頁

内
宮

儀
式

帳
132頁

内
宮
儀
式
帳
148頁

：

内
宮

儀
式

帳
150頁

内
宮

儀
式

娠
152頁

内
宮

儀
式

帳
171頁

外
宮

儀
式

帳
2G2頁

（畑雲）寸O目
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一
幽

”u
娠

無
賃

瓢
美

質

　
　

出
戸

人
井

多
気

郡
司

貢
上

州

　
　

二
箇

郡
歌

人
。

歌
女

。

　
　

二
箇

二
二

入
。

歌
女

。

　
　
郡
内
人
夫

弘
仁

8
（

817）
12
・

25

貞
観

8
（

866）
正

・
2
4

貞
観

8（
8
66）

5・
2
6

貞
観
8
（
8
6
6）

7
・

4

寛
平

9
（

897）
12
・

22

度
会
郡
郷
中

二
箇

神
郡

人
夫

多
気

度
会

二
箇

神
郡

二
箇

郡
歌

人
。

歌
女

等

度
会

郡
郷

々
川

州

二
箇

神
郡

人
夫

二
箇

田
歌

人
。

歌
女

川

神
郡

百
姓

等

神
郡

入

神
郡

百
姓

太
神

宮
封

冊
気

度
会

両
州

百
姓

度
会

多
気

飯
野

三
箇

神
郡

諸
人

度
会

郡
人

神
郡

人

神
郡

人

度
会

郡
二

見
郷

磯
部

川
童

男

新
宮
の
造
営
に
関
与

御
馬

飼
内

人
が

率
い

る

6月
の
祭
に
参
加

9月
の

祭
に

参
加

月
次

祭
に

年
朝

川
と

川
州

糸
を

進
め

る

月
次

祭
の

為
，

蟄
を

進
め

る

月
次

祭
の

為
，

庸
米

を
進

め
る

月
次

祭
の

為
，

明
曳

調
川

を
進

め
る

門
の

内
で

侍
っ

て
川

州
等

を
歌

う

神
嘗

祭
の

為
，

蟄
を

進
め

る

神
嘗

祭
の

為
，

庸
米

を
進

め
る

門
の

内
で

侍
っ

て
川

州
等

を
歌

う

百
姓
の
訴
訟
の
決
断
権
を
宮
司
に
移
譲

禰
宜

の
資

人
の

任
用

疫
病

で
多

く
死

ぬ

賑
給

を
受

け
る

神
宮
検
非
違
使
の
設
置

神
宮
神
官
の
任
用
規
定

斎
王
参
入
時
の
浮
橋
の
営
作

曲
川
州
人
の
任
用
規
定

戸
座

の
任

用

外
宮

儀
式

帳
218：

頁

外
宮

儀
式

帳
251頁

夕
F宮

f幾
式
二
二
　
255頁

外
宮

儀
式

帳
256頁

外
宮

儀
式

帳
271頁

外
宮

儀
式

帳
274頁

外
宮

儀
式

帳
275頁

外
宮

儀
式

帳
278頁

外
宮

儀
式

帳
280頁

タ
ト

宮
儀

式
感

長
294頁

外
宮

儀
式

帳
295頁

外
宮

儀
式

帳
299頁

類
聚
三
代
格

三
代

実
録

類
聚

国
史

三
代
実
録

類
聚
三
代
格

大
神

宮
式

大
神

宮
二

二
橋

条

大
神

宮
川

宮
川

州

斎
宮

式

（のOH）　助O目



＊
　

神
郡

と
神

芦
を

併
記

す
る

例

弘
仁

3（
8
21）

5・
辛

酉

懸
川

州
一

千
四

tijff七
個

日
中

略
）

度
会
郡
九
百
廿
束
。
多
気
郡
廿
東
。

神
麻

績
百

束
。

大
半

斤
。

細
税

百
束

。
神

服
織

八
十

束
。

大
半

斤
。

細
税

八
十

束
。

飯
野

神
戸

十
一
束
。
大
半
斤

十
束
。

細
筆

十
把

。
飯

高
神

戸
六

束
。

萱
二

神
芦

六
束

。

安
濃
神
戸
六
束
。
鈴
鹿
神
戸
六
束
。

河
曲
神
戸
六
束
。
桑
名
神
芦
六
束
。

伊
賀

神
戸

蹴
束

。
細

税
。

尾
張

神
戸

廿
束

。

三
河
神
戸
十
束
。
遠
江
神
戸
廿
束
。

二
神

郡
所

々
神

戸
人

夫
等

二
箇

神
郡

。
井

国
々

所
々

神
戸

多
気

郡
井

神
戸

人
夫

黒
黒

七
十

絵
尺

所
所

神
戸

人
夫

。

井
二

箇
神

郡
郷

々
人

夫
等

二
四

稲
六

百
七

十
束

。
「

伊
勢

国
神

戸
六
百
十
束
。
伊

賀
。

尾
張

。
三

三
川

。
遠

江
四

国
神

戸
六
十
束
。
」

多
気
郡
度
会
郡
二
箇
神
郡
。

国
々

所
々

神
戸

人
夫

。

所
所

神
戸

人
夫

。
井

二
箇

神
郡

中
々

人
夫
等

二
箇

神
郡

。
圏

国
処

処
神

戸

伊
勢
国
多
気
。
度
会
。
及
飯
野
。

飯
高

等
七

郡
神

戸
百

姓
等

三
箇

神
郡

井
六

慮
神

戸
百

姓

神
嘗

祭
に

縣
税

稲
を

供
進

す
る

神
嘗

祭
で

榊
を

進
め

る

神
嘗

祭
に

縣
税

稲
を

進
め

る

斎
館

の
廻

防
佐

簸
を

持
え

る

月
次

祭
の

為
，

榊
を

進
め

る

神
嘗

祭
の

為
の

縣
税

稲
を

進
め

る

神
嘗
祭
に
御
調
荷
前
（
絹
）
を
進
め
る

神
嘗

祭
の

為
，

榊
を

進
め

る

神
嘗

祭
の

為
，

縣
税

稲
を

進
め

る

斎
喜

を
乱

し
，

逃
散

。
正

税
出

挙
笑

施

御
厨

官
人

の
採

用

内
儀

宮
開

帳
168頁

内
宮

儀
式

鰻
171頁

内
宮

儀
式

帳
174頁

外
宮

儀
式

帳
198頁

外
宮

儀
式

帳
274頁

外
宮

儀
式

帳
288頁

外
宮

儀
式

帳
289頁

外
宮

露
式

帳
294：

頁

タ
ト
宮
儀
式
4長

296頁

類
聚
圏
史

大
神

宮
式

鳥
子

名
山

（㊤〇一）りOH
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三
神

郡
笄

六
慮

。
及

諸
国

神
戸

者

三
三
神
郡
及
神
戸
百
姓

神
郡

i洋
神

戸

神
郡

井
神

戸
百

姓

正
税

出
挙

の
禁

止

臨
身

規
定

斎
宮
仕
丁
の
採
用
規
定

斎
宮
仕
丁
の
採
用
規
定

大
神
宮
式
神
戸
条

大
神
宮
式
斑
身
条

斎
宮

式
写

料
節

料
条

民
部

式

N
　
神
戸
　
の
　

例

大
宝
2（

70
2）

8
・
川
副
　
圃
　
．
　
冒
　
■
　
幽
　
．
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
P
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，

　
，

　
，

　
，

　
曹

　
，

　
曽

　
噛

　
．

　
冒

　
．

　
一

　
■

　
　

　
，

　
7

続
出

ホ
紀

大
和

国
宇

陀
神

戸
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
，
　
　
，
　
　
，
　
　
－
　
　
，
　
　
9

_戸
司
が
掛
川
を
訴
え
る

ｾ神
宮

諸
雑

事
記

天
平

2
（

73
0）

7
・

癸
亥

_
戸

市
調

曲
物

@斎
宮
の
年
料
に
あ
て
る
こ
と
を
停
止
す
る

r　
噛
　
髄
　
曽
　
髄
　
■
　
■
　
．

ｱ日
本
紀

伊
仙

神
戸

の
検

田
太

神
宮

諸
雑

事
記

延
暦
1
0（

791
）
12

・
26

神
戸

焼
失
し
た
神
宮
の
再
建
の
差
出

仁
安

四
年

公
卿

勅
使

田

娃
暦

1
1（

7
92）

7・
3

類
聚
三
代
格

曾
　
　
　
　
　
　
曹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
曾
　
　
　
　
「
　
曹
　
幽
　
幽
　
．
　

．
　

■
　

．
　

一
　

．
　

一
　

，
　

，
　

甲
　

■
　

，

志
摩

国
神

戸
百

姓
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

，
芬

Rを
だ

す

志
摩

国
神

戸
百

姓
O節

祭
に
川
州
蟄
を
進
め
る

煖
{儀

式
帳
99頁

■
　
甲
　
9　

甲
　
，
　
，
　
，
　
　
9
　
曾
　
，
　
r
　
■
　
●
　
曽
　
■
　
，
　
曹
　
幽
　
曹
　
．
　
冒
　
．
　
「
　
■
　
．

国
々

所
々

神
戸

百
姓

湯
貴
糾
…
蟄
及
び
神
酒
等
を
進
め
る

内
宮

儀
式

帳
101頁

，
　

　
　

．
　

．
　

冒
　

幽
　

．
　

■
　

．
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
匿
　
．
　
「
　
．
　
．
　
．

志
摩
国
神
戸
百
姓
　
　
　
　
　
　
　
　
P
　
P　

甲
　
，
　
，
　
甲
　
■
　
　
，
　
■
　
，
　
，
　
，
　
，
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曹

月
次

祭
に

生
蟄

を
進

め
る

内
宮

儀
式

脹
152頁

処
々

神
戸

神
嘗

祭
に

荷
前

物
を

だ
す

内
宮

儀
式

帳
167頁

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
．

　
　

一
　

　
．

　
　

一
　

　
P　

　
．

ﾉ賀
。

尾
張

。
三

河
。

遠
江

。
四

箇
国
神
戸

_嘗
祭
に
荷
前
物
を
す
す
め
る

　
　

　
　

．
　

「
　

醒
　

幽
　

冒
　

．
　

．
　

醒
　

■
　

幽
　

一
　

甲
　

，
　

，
　

，
　

，
　

¶
　

，
　

，
　

噛
　

r　
’

　
髄

　
曹

　
冒

　
．

　
噛

　
噛

煖
{儀

式
帳
167頁

，
　

，
　

，
　

甲
　

，
　

■
　

，
　

，
　

，
　

■
　

．
　

　
　

　
　

　
，

　
，

　
髄

　
幽

　
曹

　
．

　
幽

　
一

　
．

　
．

　
冒

　
．

　
．

　
一

　
．

，
　
，
　
9
　
幽
　
，
　
髄
　
．
　
．
　
．
　
．
　
醒
　
．
　
．
　
「
　
，
　
，
　
．
　
甲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
9
　
曾
　
■

　
，

　
曹

　
幽

　
「

　
髄

　
．

　
．

　
．

　
一

　
，

三
三
酒
器
℃
拾
参
缶
。
　
伊
勢
国
十
五
缶
。
　
ネ
申

月
艮

織
。

　
神

麻
績

二
缶
。

度
会

宮
根

倉
物

忌
供

奉
一

曲
。

伊
賀
国
神
戸
二
缶
。
尾

（ト9）卜OH



張
。
三
河
。

]遠
三
国
神
戸
寄
一
缶
。
蟹
廿
七
（
鎌
）
荷
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
曾
　
・
　
・
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110 （110）

　
贈
雛
”
蘭
沸
蕪
㊦
瑚
購
㌶
婁
酵
汁
函
母
㊦
び
㊦
4
猷
ぴ
。

神
郡
内
の
民
芦
は
「
神
郡
人
」
「
神
郡
百
姓
」
と
呼
称
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
表
一
の
資
料
を
見
る
限
り
、
そ
の
想
定
は
妥
当
で
あ

る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
資
料
の
大
半
は
八
世
紀
末
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
限
界
を
持
っ
て
い
る
。

　
表
二
は
神
郡
及
び
神
戸
の
戸
数
の
変
化
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
神
宮
の
封
の
芦
数
の
総
計
の
初
見
は
宝
亀
＝
年
（
七
八
○
）

　
　
⑯

で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
ほ
ぼ
後
の
神
宮
の
封
戸
数
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
宝
亀
一
一
年
以
前
の
神
戸
数
や
そ
の
増
減
の
有
無
は
不
明

で
、
何
時
の
段
階
で
こ
の
よ
う
な
数
に
な
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
上
に
あ
げ
た
よ
う
な
二
つ
の
資
料
的
制
約
か
ら
、
神
郡
設
置
の
時
点
か

ら
神
郡
は
全
て
の
戸
が
神
戸
で
あ
る
と
い
う
神
郡
1
1
全
神
戸
説
や
、
大
宝
二
年
号
七
〇
二
）
に
郡
を
単
位
と
し
て
封
と
さ
れ
た
と
す
る
熊
田
説
な

ど
、
幾
つ
か
の
想
定
の
成
り
立
つ
所
以
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
よ
っ
て
以
下
、
そ
の
よ
う
な
想
定
の
う
ち
、
そ
の
成
立
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
『
日
本
書

紀
』
持
統
六
年
（
六
九
二
）
閏
五
月
丁
芸
濃
の
、
先
に
持
統
天
皇
が
免
じ
た
当
年
の
伊
勢
国
の
調
役
の
う
ち
、
二
神
郡
の
早
引
糸
は
祭
祀
に
必
要

な
た
め
徴
集
す
る
こ
と
を
許
し
た
記
事
で
あ
る
。
も
し
、
神
寺
の
封
戸
は
公
民
と
異
な
り
減
免
な
ど
の
皇
沢
に
浴
す
る
事
の
な
か
っ
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

指
摘
に
従
う
な
ら
ば
、
一
旦
は
調
役
の
免
除
に
あ
ず
か
っ
た
当
時
の
二
神
郡
に
は
神
戸
及
び
神
社
封
芦
以
外
の
要
素
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い

と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
平
城
宮
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
は
「
伊
勢
此
度
會
郡
縫
椅
郷
貫
米
町
斗
［
口
」
と
い
う
も
の
が
あ



八・九世紀俳勢神郡の再編成過程と領域性（堀）

　
次
に
神
郡
に
は
神
戸
な
ど
は
存
在
せ
ず
、
一
般
論
戸
か
ら
成
り
立
つ

郡
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
検
討
す
る
。
こ
の
点
に
関
係
す
る
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

平
野
邦
雄
の
見
解
で
あ
る
。
平
野
は
神
郡
が
大
化
前
代
の
ミ
ヤ
ケ
の
実

体
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
土
地
（
領
域
）
の
支
配
を
目
的
と
す
る

も
の
で
」
「
田
租
の
徴
収
を
第
一
義
と
し
、
神
宮
司
は
郡
司
を
か
ね
、

神
郡
の
田
租
を
直
接
に
検
納
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い

る
。
平
野
の
説
は
部
民
制
と
ミ
ヤ
ケ
制
の
違
い
を
神
郡
と
神
戸
の
関
係

⑲り
、
神
郡
の
庸
米
が
中
央
に
送
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
木

簡
か
ら
は
直
接
、
そ
の
木
簡
の
年
代
は
分
か
ら
な
い
が
、
同
時
に
出
土

し
た
木
簡
か
ら
判
断
す
る
な
ら
、
神
護
景
雲
を
中
心
と
し
た
、
上
限
を

神
亀
五
年
（
七
二
八
）
、
下
限
を
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
と
す
る
年
代
に
想

　
　
　
⑳

定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ご
く
穏
当
に
判
断
す
る
な
ら
こ
の
木
簡
は
度

会
郡
か
ら
中
央
へ
庸
が
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
、
神

郡
が
必
ず
し
も
神
戸
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高

い
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
神
郡
は
そ
の
成
立
当
初
か
ら

神
戸
の
み
か
ら
な
っ
て
い
た
と
す
る
神
郡
1
1
全
神
戸
説
や
、
大
宝
二
年

の
段
階
で
神
郡
内
の
一
般
民
戸
は
そ
の
田
租
調
庸
が
神
宮
に
与
え
ら
れ

る
封
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
と
す
る
熊
田
説
は
成
り
立
ち
難
い
だ
ろ

⑳、
つ
。

第2表神郡並びに神芦の戸数の変遷

神亀6年（729）

宝亀11年（780）

延暦年間

弘仁12年（821）

延喜式編纂時

神宮定例集絹
・纂時

伊　　勢　　園

度会多気鰯観紹小計

伊勢以外の国
紳和1・・尾・陣江小・

総計

課丁130人1）

1023

944

8752）

65
撃P・・卜・1・・4・

186

ISI

1130

1006

出典

『志摩國

輪鷹帳2

『続日本
紀』

・・7
p・・417・卜52

447 315 210 152

1i93

1124

66　1　is　1　20　1　40　1　20　1　40

66　1　is　i　20　1　40　1　20　1　40

201

201

『新抄格

勅符抄2

『類聚三

代格i

ieg43）
P　ll／eqllSg．t“S

13・54・ ?讐
1）　この課丁数を神戸の標準丁数の2丁で割るなら，65戸となる。〔第2章注25参照〕

2）弘仁12年8月22日の官符に記載される。他麟の神戸131戸が出した5250東を個数で割ると1
戸当たり約40束となる。そして伊勢国が出した35000束を40で割ると，875戸という数値が得ら

れる。

3）　『延喜式』九条家本の注記にみえる戸数の解釈については熊田の見解に従う。〔第1章注4）
参照〕

4）新神戸および新口神戸については本表に記載していない。
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に
お
い
て
追
求
し
た
も
の
で
あ
り
、
神
戸
と
神
郡
の
原
理
の
相
違
と
い
う
観
点
は
極
め
て
興
味
深
い
。
し
か
し
、
馬
の
立
論
の
根
拠
に
は
幾
つ

か
の
聞
題
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
平
野
が
あ
げ
た
よ
う
な
根
拠
か
ら
で
は
な
く
、
表
一
に
掲
げ
た
よ
う
な
呼
称
例
に
お
い
て
、
先
の
熊
田
の
指
摘

に
も
あ
っ
た
よ
う
に
神
郡
内
の
人
間
を
神
戸
の
名
で
読
ん
だ
例
は
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
神
郡
内
に
は
神
戸
が
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
可
能

性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
の
問
題
と
し
て
は
、
本
来
神
戸
か
ら
選
ば
れ
る
神
職
が
神
郡
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

か
ら
選
ば
れ
る
こ
と
や
、
他
の
六
つ
の
神
郡
の
大
半
で
神
郡
内
に
神
戸
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
等
説
明
し
が
た
い
点
が
あ
る
も

の
の
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
伊
勢
神
郡
と
他
の
六
つ
の
神
郡
と
の
間
に
は
違
い
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
明
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
の
は
神
郡
内
が
基
本
的
に
一
つ
の
属
性
の
人
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
場
合
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
、
複
数
の
属
性
の
人
間
が
神
郡
内
に
存
在
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
熊
田
の
神
戸
と
神
社
封
戸
を
区
別
す
る
見
解
に
従
う
な

ら
、
八
世
紀
末
以
前
の
神
郡
内
に
存
在
し
た
可
能
性
の
あ
る
人
間
の
層
性
は
、
神
戸
、
神
社
封
戸
、
一
般
民
戸
の
三
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
①
神
戸
と
神
社
封
戸
の
混
在
、
②
神
戸
と
一
般
塗
樽
の
混
在
、
③
神
社
封
戸
と
一
般
下
戸
の
混
在
、
④
神
戸
と

神
社
封
戸
と
一
般
民
戸
の
混
在
の
四
つ
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
八
世
紀
末
以
前
の
段
階
で
の
可
能
性
と
し
て
は
、
先
の
資
料
な
ど
が
示
す

と
こ
ろ
が
ら
、
②
③
④
の
三
つ
が
考
え
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
可
能
性
を
絞
り
込
む
こ
と
は
資
料
的
な
制
約
か
ら
困
難
で
あ
る
。
ま

た
、
神
戸
や
神
社
封
戸
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
や
、
そ
れ
ら
が
神
宮
と
結
び
付
く
よ
う
に
な
っ
た
正
確
な
時
期
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
な
点

が
多
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
神
郡
の
戸
数
変
動
の
原
因
や
本
来
神
戸
か
ら
点
茶
さ
れ
る
神
職
が
神
郡
か
ら
採
用
さ
れ
る

理
由
が
他
の
六
神
郡
の
状
況
と
も
整
合
的
な
形
で
説
明
可
能
と
な
る
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
八
世
紀
末
以
前
の
神
郡
の
人
間
構
成
に
つ
い
て
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
四
つ
の
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
次

に
は
八
世
紀
末
以
降
の
神
郡
の
構
成
に
つ
い
て
考
え
て
行
き
た
い
。

　
八
世
紀
末
以
降
の
神
郡
と
神
戸
の
関
係
に
つ
い
て
は
幾
つ
か
の
資
料
か
ら
そ
の
関
係
を
窺
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
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の
段
階
の
神
戸
と
神
郡
の
関
係
に
つ
い
て
、
現
存
す
る
資
料
の
範
囲
で
判
断
す
る
な
ら
ば
、
神
郡
内
の
戸
は
現
実
的
に
は
、
特
に
神
宮
経
済
の

上
で
、
神
戸
に
か
な
り
近
い
存
在
と
な
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
ま
ず
、
神
郡
内
の
大
半
の
戸
が
神
戸
な
い
し
神
社
封
戸

と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
判
断
し
得
る
資
料
と
し
て
宝
亀
一
一
年
の
伊
勢
太
神
宮
封
一
〇
二
三
戸
と
い
う
数
と
後
の
神
郡
と
神
戸
の
戸
数
と

が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
離
れ
て
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
神
郡
内
に
存
在
す
る
人
間
に
対
し
て
神
戸
の
規
定
が
適
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
る
例
と
し
て
は
、
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）
一
二
月
二
五
日
付
の
太
政
官
符
の
第
六
項
目
で
神
郡
百
姓
等
の
不
法
に
対
し
て
延
暦
二
〇
年
（
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

〇
一
）
五
月
一
四
日
付
の
太
政
官
符
の
一
部
が
引
用
さ
れ
、
「
神
戸
百
姓
有
二
犯
失
一
者
。
行
斎
之
外
決
罰
如
レ
法
。
」
と
い
う
神
戸
百
姓
に
対
す

る
規
定
が
神
郡
百
姓
に
適
用
さ
れ
て
い
る
例
、
弘
仁
一
二
年
（
八
二
一
）
八
月
二
二
日
付
の
太
政
官
符
が
所
引
す
る
延
暦
二
〇
年
七
月
一
日
の
官

符
に
お
い
て
神
祇
令
の
神
黒
蟻
が
引
か
れ
、
神
郡
田
積
の
間
題
と
か
ら
め
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
例
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
神

郡
内
の
戸
と
神
戸
と
の
神
宮
経
済
上
の
位
置
付
け
が
同
一
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
面
で
の
同
一
化
と
い
う
こ
と
を
も

端
的
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
に
、
八
世
紀
の
神
郡
は
一
般
柵
戸
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
想
定
す
る
場
合
、
八
世
紀
後
半
の
段
階
で
神
郡
に
存
在
す
る
一
般
民

戸
が
神
戸
な
い
し
神
社
封
戸
と
神
宮
経
済
上
の
位
置
付
け
に
お
い
て
同
一
化
し
た
こ
と
を
推
測
し
得
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
八
世
紀
の
神
郡
に
様
々
な
属
性
の
人
間
の
混
在
を
想
定
す
る
場
舎
に
お
い
て
も
、
八
世
紀
後
半
の
段
階
で
は
、
神
郡
内
の
ほ
と
ん
ど

の
戸
が
神
戸
な
い
し
神
社
封
戸
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
神
郡
に
お
い
て
は
基
本
的
に
神
戸
な
い
し
神
社
封
戸
の
み
が
存
在

し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
神
戸
と
神
社
封
戸
は
「
天
平
一
一
年
春
封
戸
の
田
租
が
全
給
と
な
り
、
こ
の
点
で
神
戸
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
差
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
同
一
五
年
に
封
戸
の
忌
数
と
丁
数
が
改
訂
さ
れ
た
こ
と
、
加
え
て
神
社
に
封
戸
が
充
て
ら
れ
た
こ
と
等
」

が
原
因
と
な
っ
て
、
経
済
的
な
側
面
に
お
い
て
比
較
的
同
質
な
実
体
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
て
八
・
九
世
紀
に
あ
ら
わ
れ
る
神
郡
百
姓
と
い
う
呼
称
を
考
え
る
な
ら
、
こ
れ
は
基
本
的
に
神
郡
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
神
戸
・
神
社
封
戸
な
ど
が
そ
の
属
性
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
郡
な
い
し
郷
と
い
っ
た
領
域
的
な
単
位
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
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⑳

呼
称
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
か
な
り
大
胆
な
考
察
を
行
っ
て
き
た
が
、
不
分
明
な
八
世
紀
の
伊
勢
神
郡
と
神
芦
の
関
係
に
つ
い
て
は
先
に
あ
げ
た
四
通
り
の
可
能

性
を
さ
ら
に
ま
と
め
る
な
ら
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
存
在
形
態
が
想
定
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
郡
は
一
般
民
戸
か
ら
な
る

郡
で
あ
っ
た
可
能
性
と
、
神
郡
内
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
を
も
つ
人
間
集
団
が
存
在
し
た
可
能
性
の
二
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
八
世
紀
宋
以
降

に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
神
郡
内
の
戸
は
神
戸
と
比
較
的
同
体
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
神
郡
百
姓
と

い
う
呼
称
は
神
郡
内
に
存
在
し
た
様
々
な
階
層
の
人
間
を
そ
の
層
性
に
し
た
が
っ
て
支
配
す
る
際
に
使
用
さ
れ
た
呼
称
で
は
な
く
、
領
域
に
よ

っ
て
分
類
し
、
支
配
す
る
際
に
現
れ
た
呼
称
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
領
域
性
の
性
質
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
「
種
類
に
よ
っ
て
分
類
す
る

こ
と
や
数
え
上
げ
る
こ
と
の
必
要
を
省
き
、
領
域
を
単
位
と
し
て
支
配
す
る
こ
と
を
行
っ
て
い
た
」
可
能
性
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
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①
　
伊
勢
神
郡
は
九
世
紀
末
以
降
、
員
弁
郡
（
天
慶
三
：
九
四
〇
）
三
重
郡
（
硲
和

　
二
”
九
月
二
）
安
濃
郡
（
天
延
元
…
九
七
三
）
朝
明
郡
（
寛
仁
元
“
一
〇
一
七
）

　
飯
高
郡
（
文
治
元
”
　
一
八
五
）
の
計
八
郡
に
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
五

　
神
郡
と
神
宮
の
膝
元
で
あ
る
神
三
郡
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

②
　
　
『
神
宮
雑
例
集
隔
　
第
四
神
封
事

⑧
　
大
関
邦
男
「
古
代
伊
勢
神
宮
の
財
政
構
造
」
国
史
学
一
一
…
八
　
一
九
八
六

④
　
　
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
　
一
千
神
郡
度
会
多
気
飯
野
三
箇
郡
本
記
事

⑤
前
掲
第
　
章
二
）
一
三
五
～
一
四
二
頁
但
し
、
引
用
部
分
は
『
神
宮
の
創

　
祀
と
発
展
』
と
題
し
て
、
一
九
五
九
に
神
宮
司
庁
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。

⑥
前
掲
第
二
皐
二
）
…
三
五
～
一
四
二
頁

⑦
国
’
≦
●
の
。
旨
、
、
認
識
勺
。
堅
塁
巴
○
お
餌
巳
N
p
試
。
胤
、
〉
ω
ω
0
9
p
鼠
8
0
h
》
ヨ
⑦
学

　
｛
o
雪
Ω
①
o
σ
q
舞
℃
『
①
夏
菊
。
。
。
o
ロ
『
8
勺
p
需
『
署
ρ
o
。
お
コ

⑧
坂
本
賞
三
『
日
本
王
朝
圏
家
学
試
論
』
東
大
出
版
会
一
九
七
二
な
ど

⑨
西
別
府
元
日
「
平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
…
弘
仁
期
を
中
心
と
し
て
」

　
史
学
研
究
＝
二
七
　
～
九
七
七

⑩
　
　
『
故
事
岬
愚
婦
』
神
舐
部
山
ハ
∴
1
太
神
宮
十
神
領

⑪
前
掲
第
一
章
二
）
一
六
五
～
二
〇
四
頁
、
前
掲
第
一
章
一
）
⑤

⑫
前
掲
第
一
章
四
）
④

⑬
熊
田
亮
介
門
神
戸
に
つ
い
て
」
文
化
三
八
－
三
・
四
一
九
七
五

⑭
前
掲
第
一
章
四
）
④

⑯
熊
田
は
管
見
の
限
り
の
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
の
「
懸

　
税
稲
六
百
七
十
束
伊
勢
国
神
戸
六
首
十
束
。
伊
賀
。
尾
張
。
三
河
。
遠
江
四
国
神

　
戸
穴
十
束
。
」
と
い
う
記
載
を
あ
げ
て
、
「
内
宮
で
の
懸
税
稲
の
貢
納
主
体
は
、
神

　
郡
・
神
戸
・
臣
服
織
・
神
電
器
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
お
り
、
外
宮
の
場
合
も
、

　
右
の
記
事
以
外
は
内
宮
と
岡
じ
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
し
て
、
誤
記
の
可
能
性
が
あ

　
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
内
宮
に
神
服
織
・
神
麻
続
の
納
め
た
懸
税
稲

　
は
大
半
斤
で
そ
れ
ぞ
れ
八
十
束
と
百
束
で
あ
り
、
同
じ
く
外
宮
に
は
四
十
束
と
四

　
十
束
で
あ
る
（
細
愚
臣
は
同
数
な
の
で
除
く
）
。
ま
た
、
伊
勢
国
以
外
の
園
に
あ

　
る
神
戸
が
納
め
た
懸
税
稲
は
内
宮
が
五
十
束
十
細
工
三
十
束
で
あ
り
、
外
宮
が
六

　
十
束
で
あ
る
。
そ
し
て
、
伊
勢
國
の
七
神
戸
が
内
宮
に
納
め
た
懸
税
稲
は
合
計
す
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る
と
四
十
七
束
で
あ
り
、
二
神
郡
の
納
め
た
血
税
稲
は
九
百
四
十
束
で
あ
る
の
に

　
対
し
て
、
外
宮
の
方
は
六
百
十
束
が
伊
勢
国
神
戸
の
負
撞
に
な
っ
て
お
り
、
伊
勢

　
国
の
七
つ
の
神
戸
が
六
百
十
束
の
懸
税
稲
す
べ
て
を
負
担
し
た
と
は
見
難
い
だ
ろ

　
う
。
よ
っ
て
こ
れ
は
神
郡
と
神
戸
を
併
せ
て
神
戸
の
名
で
呼
ん
だ
も
の
と
見
る
べ

　
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
も
し
仮
に
誤
記
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は

　
神
郡
内
の
戸
が
神
戸
と
認
識
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
だ

　
ろ
う
。

⑯
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
＝
年
（
七
八
○
）
五
月
壬
辰
条

⑰
　
以
後
、
駅
戸
な
ど
を
除
い
て
神
郡
内
の
構
成
を
考
え
る
も
の
と
す
る
。

⑱
　
上
田
正
昭
『
日
本
古
代
国
家
論
究
』
評
伝
上
房
　
一
九
六
七
　
1
一
第
五

⑲
　
平
壌
宮
木
簡
四
六
五
六
、
ま
た
、
｝
大
平
｝
七
年
（
七
四
五
）
　
一
〇
月
四
に
、
神
郡

　
で
あ
る
上
総
国
安
房
郡
か
ら
中
央
に
進
め
ら
れ
た
調
の
木
星
（
平
城
宮
木
簡
一
二
三

　
七
）
、
年
紀
不
明
の
上
総
国
凋
落
郡
（
安
房
郡
）
の
調
の
木
簡
（
平
平
城
木
簡
一
一
二

　
九
〇
）
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
一
〇
月
に
神
郡
で
あ
る
鹿
島
郡
か
ら
正
倉
院

　
に
収
め
ら
れ
た
調
庸
の
例
な
ど
が
報
告
ざ
れ
て
い
る
。

⑳
　
　
『
平
城
宮
木
簡
四
　
解
説
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
　
一
九
八
六
九
頁

⑳
別
の
問
題
と
し
て
熊
田
は
神
郡
内
の
罠
戸
が
神
戸
で
あ
る
か
封
戸
で
あ
る
か
に

　
つ
い
て
は
断
定
を
避
け
て
い
る
が
、
行
論
か
ら
窺
う
限
り
で
は
神
郡
内
に
は
氏
が

　
言
う
と
こ
ろ
の
神
戸
は
存
在
し
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
点
が
あ
る
。

　
も
し
熊
田
の
い
う
ご
と
く
従
属
性
の
強
い
比
較
的
少
数
の
神
戸
と
経
済
的
な
意
味

　
合
い
が
強
い
と
さ
れ
る
神
社
封
戸
を
分
け
る
な
ら
ば
、
少
数
の
従
属
性
の
強
い
祭

　
紀
専
業
集
団
た
る
神
戸
が
神
宮
に
距
離
的
に
近
接
す
る
神
郡
内
に
設
定
さ
れ
ず
、

　
琉
が
経
済
的
側
面
が
強
い
と
さ
れ
る
神
社
封
戸
の
み
か
ら
神
郡
が
成
り
立
っ
て
い

　
た
と
考
え
ら
れ
る
の
か
が
説
明
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

⑱
　
平
野
邦
雄
『
大
化
前
代
政
治
過
程
の
研
究
隠
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
五

禽
）
特
に
、
平
野
が
神
郡
内
に
神
戸
が
存
在
し
な
い
と
考
え
る
根
拠
で
あ
る
『
神
宮

　
雑
例
集
』
第
四
神
縦
笛
に
記
載
さ
れ
る
神
戸
の
内
訳
に
関
す
る
記
田
の
解
釈
に
つ

　
い
て
は
疑
聞
が
あ
る
。
平
野
は
こ
の
記
事
を
検
討
し
て
、
本
神
戸
に
「
神
郡
で
あ

　
る
度
会
・
多
気
二
郡
、
そ
し
て
こ
の
と
き
は
公
郡
で
あ
っ
た
が
、
も
と
は
神
郡
の

　
性
格
を
も
ち
、
の
ち
に
は
神
郡
に
編
入
さ
れ
る
飯
野
郡
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
」

　
に
注
験
し
て
い
る
。
し
か
し
、
飯
野
郡
に
神
戸
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
贅
料
は

　
存
在
し
て
お
り
、
飯
野
郡
に
本
神
戸
が
存
在
し
て
い
な
い
の
は
、
飯
野
郡
が
元
は

　
神
郡
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
薪
神
戸
・
運
筆
神
戸
が
施
入
さ
れ
る
以
前
に
飯

　
野
郡
が
神
郡
化
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
飯
野
郡
と
飯
野
神
戸
の
事
例
を
も
っ
て
神

　
郡
内
に
本
来
、
神
戸
が
存
在
し
な
か
っ
た
証
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑳
　
　
『
和
名
類
聚
抄
』
に
お
い
て
名
草
郡
・
意
宇
郡
・
安
房
郡
に
神
戸
郷
が
存
在
す

　
る
こ
と
や
、
香
取
郡
の
神
戸
大
槻
郷
と
い
う
郷
名
、
『
風
土
記
』
の
鹿
島
郡
の
部

　
分
に
み
ら
れ
る
穴
戸
の
神
戸
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
多
気
郡
・
度
会
郡
以
外
の
神

　
郡
に
神
戸
が
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

⑮
　
大
関
（
前
掲
第
二
章
三
）
は
『
皇
太
，
神
宮
儀
式
帳
』
お
よ
び
『
止
由
気
宮
儀
式

　
帳
』
の
分
析
か
ら
、
神
宮
の
祭
祀
に
使
用
す
る
品
々
の
調
達
に
つ
い
て
は
、
神
郡

　
を
単
位
と
し
た
調
達
、
神
職
に
よ
る
調
達
、
諸
眼
軸
に
よ
る
調
達
、
　
の
三
つ
の

　
基
本
パ
タ
ー
ン
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
神
郡
と
関
係
し
て
い
た
の
が
神

　
郡
を
単
位
と
し
た
調
達
の
パ
タ
ー
ン
と
神
職
自
ら
に
よ
る
謁
達
の
パ
タ
ー
ン
で
あ

　
る
。
こ
の
よ
う
な
神
郡
内
に
存
在
す
る
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
は
神
郡
が
複
数
の
属
性

　
を
も
つ
人
間
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑳
　
『
類
聚
三
代
格
』
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）
｝
二
月
二
五
日
付
太
政
官
符
「
応
唱

　
多
気
・
度
会
両
郡
雑
務
預
工
大
神
宮
司
一
事
」

⑳
　
『
類
聚
三
代
格
』
延
暦
二
〇
年
（
八
○
～
）
　
一
〇
月
　
九
日
付
太
政
官
符

　
「
応
レ
加
レ
決
『
罰
神
郡
司
一
事
」

⑱
　
　
『
類
聚
三
代
格
』
弘
仁
＝
一
年
（
八
二
一
）
八
月
一
　
二
障
付
太
政
官
符
「
応
レ

　
令
三
伊
勢
大
神
宮
司
検
『
納
神
郡
田
租
一
事
」

⑳
　
前
掲
第
二
章
＝
二
）
、
な
お
、
こ
れ
と
近
い
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
時
野
谷

　
滋
「
神
戸
の
丁
数
と
租
数
」
『
神
道
史
論
叢
瀧
川
政
次
郎
先
生
米
寿
記
念
論
文
集
』

（115）151



　
国
書
刊
行
会
一
九
八
四
が
あ
る
。

⑳
郷
は
原
理
的
に
は
領
域
を
も
た
な
い
単
位
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
或
る
郷
に
属

　
す
る
集
団
が
多
く
居
住
す
る
幸
島
を
郷
の
領
域
と
し
て
と
ら
え
て
お
き
た
い
。

⑳
封
戸
の
呼
称
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
表
…
に
示
し
た
よ
う
に
、
大
同
年

　
間
の
『
新
鼻
溝
勅
雲
上
』
や
『
延
喜
式
』
で
は
、
封
戸
の
名
称
に
よ
っ
て
度
会
神

　
郡
・
多
気
神
郡
と
諸
国
神
戸
が
一
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
ま
た
、

「
太
神
宮
封
多
気
度
会
両
神
郡
百
姓
」
と
い
う
例
や
、
飯
野
郡
一
封
　
戸
や
伊
賀
國
封

戸
と
い
っ
た
神
芦
や
神
郡
に
置
き
換
え
可
能
な
例
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
か
ら
封
戸
と
い
う
呼
称
が
神
戸
に
属
す
る
人
間
と
神

郡
に
属
す
る
入
間
を
統
合
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
と
、
神
戸
百
姓
な

い
し
神
郡
百
姓
と
い
う
表
現
に
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
の
二
通
り
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
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第
三
章
　
神
郡
領
域
の
排
他
性
と
内
部
結
集

　
領
域
性
の
一
つ
の
性
質
と
し
て
外
部
か
ら
の
接
近
を
排
除
す
る
と
同
時
に
内
部
問
の
関
係
を
緊
密
化
す
る
性
向
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
章
で
は

ま
ず
接
近
の
排
除
か
ら
分
析
し
、
そ
の
後
で
範
域
内
の
関
係
の
強
化
・
糾
合
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
の
両
者
は
表
裏
の
関
係
で
あ
り
両
者
を
明

確
に
分
け
て
論
じ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
区
分
は
便
宜
的
な
も
の
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
最
初
に
断
っ
て
お
く
。

第
一
節
　
神
域
意
識
の
具
現
化
と
接
近
の
排
除

　
ま
ず
社
会
を
形
付
け
る
空
間
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
注
目
し
、
領
域
の
具
体
的
形
態
で
あ
る
神
室
に
つ
い
て
考
察

し
た
い
。
具
体
的
に
は
神
堺
の
現
地
比
定
を
行
っ
た
上
で
、
領
域
性
に
基
づ
い
た
接
近
の
排
除
の
問
題
を
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
騨
）
　
神
堺
を
め
ぐ
っ
て

　
延
暦
二
三
年
（
八
〇
四
）
に
内
宮
か
ら
神
祇
官
に
提
出
さ
れ
た
解
文
で
あ
る
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
「
基
層
以
東
石
井
庸
。
赤
井
嵩
。
朝
熊

嵩
。
黄
揚
嵩
。
尾
垂
嵩
等
為
二
山
堺
甘
子
比
奈
多
島
、
峯
島
、
志
婆
埼
、
酒
手
島
、
阿
鼠
壁
岐
島
、
大
島
、
屋
島
、
歌
島
、
笠
幡
毛
島
、
石
島
、

牛
島
、
小
島
等
為
二
海
堺
喝
以
南
志
摩
瀬
上
豊
山
嵩
。
錦
山
坂
並
為
瓢
山
型
幻
以
西
伊
勢
國
飯
高
下
樋
小
河
、
排
煙
二
神
之
遠
藤
喝
平
入
参
太
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

宮
駅
使
鈴
口
塞
。
飯
野
郡
礒
部
河
三
二
神
近
堺
喝
以
北
海
藻
。
」
と
あ
っ
て
、
神
堺
と
い
う
も
の
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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『
皇
太
神
富
儀
式
帳
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
神
神
は
内
宮
祭
神
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
神
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
実
に
は
度
会
郡
お
よ

び
多
気
郡
（
飯
野
郡
）
の
二
な
い
し
三
郡
と
周
辺
と
の
境
界
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
行
政
に
関
係
す
る
郡
堺
と
神
堺
は
そ
の
認
識
の
仕
方
に

お
い
て
は
異
な
っ
て
お
り
、
領
域
性
の
観
点
を
採
用
す
る
本
稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
側
面
と
関
係
す
る
神
堺
と
、
神

堺
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
境
界
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
神
郡
領
域
か
ら
の
排
除
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
神
堺
を
構
成
し
て
い
る
山
や
川
、
島
の
考
証
は
『
太
神
宮
儀
式
解
』
を
著
し
た
中
川
経
雅
や
『
神
宮
典
略
』
を
著
し
た
薗
田
守
良
等
の
手
に

よ
っ
て
江
戸
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
そ
の
成
果
を
参
照
し
つ
つ
、
神
堺
の
現
地
比
定
を
行
っ
て
行
き
た
い
。

　
ま
ず
、
東
の
海
堺
の
島
々
は
志
摩
国
費
志
郡
に
属
す
る
島
々
で
あ
る
。
個
々
の
島
が
現
在
ど
の
島
に
当
た
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
諸

説
あ
る
も
の
の
、
定
説
は
存
在
し
て
い
な
い
（
表
三
、
図
三
）
。

　
次
に
山
堺
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
朝
熊
嵩
は
現
在
も
有
名
な
朝
熊
山
で
あ
る
。
黄
楊
嵩
や
石
井
嵩
の
位
置
を
示
す
よ
う
な
史
料
は
全
く
存
在

し
て
お
ら
ず
、
先
学
も
ほ
と
ん
ど
考
証
を
行
っ
て
い
な
い
。
赤
木
嵩
に
つ
い
て
中
川
は
そ
の
位
置
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も

『
加
茂
五
郷
地
誌
』
白
木
村
の
項
に
「
赤
木
嵩
村
の
西
に
峙
ち
（
略
）
白
木
川
は
赤
木
嵩
の
麓
に
発
し
」
「
唯
私
称
に
出
ず
る
も
の
は
赤
木
嵩
な

④り
。
」
と
あ
り
、
赤
木
嵩
は
白
木
村
の
西
方
の
山
に
当
た
る
と
考
え
得
る
。
薗
田
は
「
伊
勢
国
境
の
方
に
白
木
屋
と
云
塵
あ
り
。
赤
も
白
も
同

義
な
れ
ば
、
古
今
の
華
語
に
も
あ
ら
ん
か
」
「
此
は
志
摩
国
五
三
村
に
出
た
る
道
な
り
と
い
ふ
」
と
述
べ
て
お
り
、
先
の
推
定
と
一
致
し
て
い

る
。
た
だ
、
『
神
宮
典
略
』
は
文
化
末
年
が
ら
天
保
初
年
に
著
さ
れ
た
書
物
で
あ
り
、
『
加
茂
青
郷
地
誌
』
は
明
治
一
七
年
こ
ろ
に
ま
と
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
『
神
宮
典
略
』
の
記
述
が
『
加
茂
五
器
地
誌
』
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
赤
木
嵩
の
位
置
を
示
す
手
掛
か
り
は
他
に
は
な
く
、
一
応
、
白
木
村
の
西
方
に
あ
る
山
が
赤
木
嵩
で
あ
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。
尾
垂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

峯
に
つ
い
て
の
資
料
と
し
て
は
『
類
聚
国
史
』
天
平
宝
字
三
（
七
五
九
）
一
〇
月
一
五
日
の
　
「
於
レ
是
遷
二
尾
垂
劃
於
葦
淵
一
っ
」
と
い
う
記
述
が
重

要
で
あ
る
。
こ
の
記
事
か
ら
判
断
す
る
限
り
尾
垂
と
葦
淵
は
全
く
異
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
比
較
的
近
接
し
て
い
る
何
ら
か
の

つ
な
が
り
が
あ
る
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
葦
淵
と
尾
垂
を
関
連
し
た
も
の
と
し
て
考
察
を
進
め
る
。
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第3i表　東の海門の島々の比定地一覧

大神宮儀式解 神　宮　典　略 私 案

北畑奈多島

施島

志婆埼

酒瀧島

蔭婆良離島

大島

屋島

歌島

都久毛島

石島

牛島

小島

二見浦立石崎から小浜

村へ渡る難問にある島

神島

柴が崎

坂手島か～

飛島

不明，臼取か～

不明

不明

筑海島

不明

浮島

不明，嶋山か～

陽田郷に属する島か～

神島にて粟御子神社の中島

高波により水没

二見町松下北方の海辺

阿婆良伎の崎から見える島々

阿婆良伎の崎から押える島々

阿婆良伎の崎から見える島々

阿婆良伎の崎から見える島々

阿婆良伎の崎から見える島々

阿婆良伎の綺から見える島々

阿婆良伎の崎から見える島々

H向島

神島～

柴が綺

坂手島～

飛島

不明

不明

神島～

大筑海島，小筑海島

不明

牛島

不明

　　　　　　　　　　　　轡

譲L＿」5臨蔑
”i）i

　　　　　　　　　　　　　　　　矢島

織織

！趣

旨難
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’t

　　　　　　大字は，島々の比定
　　　　　　小字は，関連する可能性のある小宇名の位置を示す

　　　　　　輯製20万分の1地図「LLI田」（参謀盆地測量局1明治19年）

　　　　　　　　　　　　第3國東の海堺の島々の比定

都久鴇　　　　玲

　　　　　　　　　～　　地島？

　　　　　　　　　1　歌島？
　　　　　　　　　”t．．　｝
　　　　　　　　　　瓦㍉　　ノ
　　　　　　　　　　　悔’
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八・九世紀伊勢神郡の再編成過程と領域性（堀）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
さ
て
董
淵
は
現
在
の
度
会
郡
南
勢
町
押
釦
な
い
し
島
羽
市
堅
神
付
近
に
比
定
す
る
二
説
が
あ
る
。
薗
田
や
井
坂
丹
羽
太
郎
は
前
者
の
説
を
と

っ
て
お
り
、
吉
田
東
伍
や
大
西
源
一
は
後
者
を
主
張
し
て
い
る
。
現
状
で
は
前
者
の
説
が
よ
り
通
説
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
が
、
以
下
に
述

べ
る
よ
う
な
理
由
か
ら
再
考
の
余
地
が
あ
る
。
第
一
に
斎
館
に
類
似
す
る
字
名
は
南
二
藍
に
多
数
存
在
し
て
お
り
、
地
名
の
類
似
の
み
を
根
拠

と
し
て
押
淵
を
南
勢
町
葦
淵
に
比
定
す
る
こ
と
は
早
計
で
あ
る
。
第
二
に
南
勢
町
押
詰
が
神
郡
へ
編
入
す
る
だ
け
の
重
要
性
を
も
つ
場
所
で
あ

っ
た
か
が
疑
問
で
あ
る
。
先
の
『
類
聚
国
史
』
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
の
記
事
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
境
変
更
後
に
神
宮
に
奉
幣
が
行
わ

　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
国
境
変
更
の
動
き
は
神
宮
と
関
連
を
も
つ
勢
力
が
神
宮
の
権
威
を
背
景
に
し
て
主
張
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
餌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

金
事
度
会
郡
か
ら
志
摩
国
へ
の
官
道
は
度
会
駅
家
か
ら
志
摩
国
華
部
駅
家
・
磯
部
駅
家
を
経
て
志
摩
国
府
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（
図

二
）
、
志
摩
国
府
を
目
指
す
主
要
官
道
が
南
勢
町
押
淵
を
経
由
し
て
い
た
と
考
え
た
場
合
、
か
な
り
遠
回
り
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
公
式
の
駅

で
あ
る
鴨
部
・
磯
部
駅
家
を
設
け
る
必
要
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
上
、
地
形
か
ら
見
て
も
そ
の
よ
う
な
押
淵
を
経
由
す
る
よ
う
な
ル
ー

ト
は
想
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
尾
垂
に
は
劉
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
刻
は
国
境
を
横
切
る
主
要
道
の
上
に
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
尾
垂
が
主
要
官
道
沿
い
の
国
境
付
近
に
存
在
し
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、

よ
っ
て
尾
垂
お
よ
び
葦
淵
を
官
道
か
ら
遠
く
離
れ
た
南
勢
町
押
淵
に
比
定
す
る
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
主
要
官
道
と
の
関
連
で
考
え
る
な

ら
、
現
在
の
伊
勢
市
朝
熊
町
の
尾
谷
、
二
七
、
減
上
と
い
っ
た
小
字
名
が
注
目
を
引
く
。
ま
た
、
近
世
の
段
階
で
現
在
の
島
羽
市
街
を
流
れ
る

妙
慶
川
が
伊
勢
国
と
志
摩
国
と
の
境
界
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
区
は
地
形
上
、
峠
を
な
し
て
お
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
に
先
に
の
べ
た
主
要
官
道
が
通
過
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
、
輩
淵
や
尾
垂
を
示
す
よ
う
な
決
定
的
資
料
は
な
い
も
の
の
、
現
在
の

島
羽
市
堅
神
を
中
心
と
し
て
伊
勢
市
朝
熊
町
東
部
の
山
間
部
や
島
羽
市
街
地
付
近
に
葦
淵
及
び
尾
垂
準
が
あ
っ
た
と
推
測
し
て
お
く
方
が
合
理

的
で
あ
る
だ
ろ
う
（
図
四
）
。

　
次
に
南
側
の
愛
読
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
南
側
の
神
堺
の
記
事
を
中
川
は
「
志
摩
國
鵜
椋
嵩
。
錦
山
歪
み
な
浮
説
を
為
す
。
」
と
読
み
、
西

諸
嵩
と
錦
山
坂
が
神
堺
を
な
し
て
い
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
薗
田
は
「
志
摩
一
意
椋
嵩
。
錦
山
さ
か
な
ら
び
に
山
堺
を
為
す
。
」
と
読
み
、
「
鵜
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椋
嵩
と
錦
山
の
坂
が
並
び
た
る
に
あ
ら
ず
。
」
と
説
明
し
、
鵜
椋
嵩
か
ら
錦
山
ま

で
が
屏
風
の
如
く
連
な
っ
て
堺
を
な
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ

ば
、
地
形
に
即
し
て
言
う
な
ら
連
な
っ
た
山
々
が
志
摩
国
と
度
会
郡
と
の
境
界
を

形
成
し
て
い
た
と
言
え
る
が
、
そ
の
山
々
の
中
で
鵜
椋
嵩
と
錦
山
の
二
つ
が
特
に

名
前
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
領
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
…
ク
に
よ

る
認
知
と
関
連
し
て
、
こ
の
二
つ
の
山
が
度
会
郡
か
ら
志
摩
国
へ
の
交
通
路
と
関

連
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
西
側
の
境
界
で
あ
る
磯
部
河
・
下
樋
小
河
に
つ
い
て
は
中
川
と
薗
田
に
加
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

御
巫
清
直
や
大
西
ら
も
比
定
を
行
っ
て
お
り
、
諸
説
が
林
立
し
て
い
る
。
そ
の
中

で
も
大
西
は
詳
細
に
先
行
研
究
を
批
判
検
討
し
た
上
で
、
ほ
ぼ
妥
当
な
説
を
提
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
本
稿
で
も
磯
部
河
は
飯
野
郡
と
多
気
郡
と
の
境
で
あ
り

当
時
の
櫛
田
川
本
流
で
あ
っ
た
現
在
の
祓
川
に
比
定
し
た
い
。
し
か
し
飯
高
郡
と

飯
野
郡
の
境
た
る
下
樋
小
河
は
大
西
と
異
な
り
、
内
閣
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
『
櫛

田
川
下
流
古
鐘
』
及
び
空
中
写
真
判
読
か
ら
真
盛
川
に
あ
て
た
い
。

　
以
上
、
神
堺
の
具
体
的
な
位
躍
の
検
討
を
行
っ
た
が
、
そ
の
結
果
を
図
示
し
た

の
が
図
五
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
側
の
神
堺
は
神
郡
と
志
摩
国
巡
志
郡
と
の
境

界
を
示
し
、
南
側
の
神
堺
は
神
郡
と
志
摩
国
英
虞
郡
と
の
境
界
、
酉
側
の
神
堺
は

神
郡
と
俸
勢
国
飯
野
郡
な
い
し
飯
高
郡
と
の
境
界
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
無
腰
に
よ
れ
ぽ
、
孝
養
は
山
や
川
、
島
と
い
っ
た
基
本
的
に
目
立
っ
た
自

曳でミ遣瀬鋳灘〃馳’～レま慧π，鈴葱ぎ歳煙響乏～ミこるh浅識藁憾恥鼠（∩聡箒お嚇憎冴】螂i，押

○印は尾垂劃比定候補地

5万分の1地形図「答志」（国土地理院：明治23年測図，昭和29年発行）及び
「鳥羽」（国土地理院：賜治25年測図，昭和41年発行）を50％縮小。

　　　　　　　　　　　第4図　尾垂i則比定地案図
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八・九世紀伊勢神郡の再編成過程と領域性（堀）

然
地
形
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
が
尾
垂
峯
が
劃
の
存

在
す
る
よ
う
な
主
要
交
通
路
の
付
近
に
あ
っ
た
こ

と
は
、
神
堺
が
交
通
網
と
関
連
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
目
立
っ
た
自
然
地
形
や
交
通
路

と
の
関
係
に
よ
っ
て
領
域
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
は
、

「
主
要
な
場
所
と
そ
れ
ら
を
結
ぶ
交
通
路
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
領
域
を
認
知
す
る
」
と
い
う

動
物
行
動
学
の
影
響
を
受
け
た
領
域
性
の
議
論
に

お
け
る
領
域
認
知
の
方
法
に
ほ
ぼ
適
合
す
る
も
の

　
　
⑬

で
あ
り
、
興
味
深
い
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
具
体
的
な
神
堺
の
検
討

の
上
に
立
っ
て
、
以
下
、
濃
霧
と
い
う
境
界
に
お

い
て
示
さ
れ
た
伊
勢
神
郡
の
領
域
性
の
具
体
的
な

事
例
の
幾
つ
か
を
検
討
す
る
。
『
皇
太
神
宮
儀
式

帳
』
及
び
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
に
は
禰
宜
以
下

の
神
官
が
伊
勢
国
と
志
摩
国
と
の
堺
の
海
に
赴
い

て
御
蟄
を
調
達
す
る
行
事
が
年
に
三
回
行
わ
れ
て

昌
，
轟
、

　
～

D
㍉ド

、・肉

詰

　　　　輯製20万分の1地図「山田」（参謀陸地測量局：朗治19年）を50％縮小

　　　　A－1：東の神気（山堺）　A－2：東の神堺（海堺）　B：南の神堺
　　　　C－1：西の神堺（近堺）　C－2：西の神堺（遠堺）　D：北の神堺

　　　　　　　　　　第5図神堺推定図
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い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
東
海
堺
の
海
域
が
こ
の
漁
が
行
わ
れ
る
伊
勢
と
志
摩
と
の
堺
に
当
た
る
と
思
わ
れ
、
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に

「
志
摩
国
随
伴
伊
勢
露
国
一
二
之
神
堺
之
神
祭
物
」
と
あ
る
神
堺
の
神
祭
と
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
神
器
で
の
漁
が
神
隠
の
神
聖

性
ゆ
え
に
行
わ
れ
た
の
か
、
漁
が
行
わ
れ
る
地
点
が
聖
篭
に
な
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
神
事
の
た
め
の
蟄
と
神
聖
と
い
う
境
界
に
現
れ
る
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

聖
性
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
付
い
て
い
た
と
推
測
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
齎
の
神
堺
に
関
連
す
る
規
制
に
つ
い
て
は
「
以
西
伊
勢
國
飯
高
下
樋

小
河
、
此
稔
雛
神
之
遠
堺
叩
導
入
参
太
神
宮
駅
使
鈴
口
塞
。
飯
野
郡
礒
部
河
蝕
二
神
近
堺
2
や
「
凡
駅
使
入
二
太
神
宮
堺
一
斗
。
到
二
干
飯
高
郡
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

樋
小
川
一
半
二
鈴
三
つ
」
「
若
朝
使
来
者
。
先
馬
二
神
軸
力
外
つ
ト
食
後
入
。
不
二
卜
食
一
世
。
堺
細
行
レ
事
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
斎
王
や
勅
使
が
神

郡
に
入
る
際
に
は
直
前
で
祓
を
行
っ
た
こ
と
が
主
に
平
安
時
代
の
文
献
史
料
な
ど
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
制
が
い
つ
頃
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

存
在
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
知
り
得
な
い
が
、
こ
の
種
の
規
制
は
か
な
り
後
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
中
世

を
通
じ
て
川
が
神
領
と
国
領
の
境
で
あ
り
続
け
た
だ
け
で
な
く
、
幕
末
期
に
お
い
て
も
現
在
の
松
阪
市
西
黒
部
付
近
の
里
老
の
言
葉
に
よ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

「
此
川
ハ
神
宮
ノ
外
陛
ニ
テ
飯
野
・
飯
高
ノ
郡
堺
ナ
ル
故
、
川
ヨ
リ
東
ノ
田
川
ハ
興
野
ヲ
ソ
・
カ
ス
、
西
二
椰
ル
事
ナ
シ
」
と
い
う
規
制
が
残

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
規
制
は
神
域
意
識
が
具
体
的
な
形
態
を
と
っ
て
神
堺
と
い
う
墾
と
俗
の
境
で
現
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
次

項
で
は
そ
の
排
除
規
綱
形
成
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
　
排
除
の
歴
史
的
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
神
郡
で
あ
る
度
会
・
多
気
（
の
ち
飯
野
）
郡
の
支
配
に
特
に
強
く
関
係
し
て
い
た
の
は
、
内
外
宮
の
薦
巻
心
の
神
宮
神
職
を
統
括
し
祭
祀
の
円

滑
な
遂
行
を
本
務
と
す
る
大
神
宮
司
と
、
度
会
郡
な
ど
が
属
す
る
伊
勢
国
の
支
配
権
を
握
る
伊
勢
国
司
で
あ
る
。
郡
司
は
通
常
の
郡
の
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

国
司
の
配
下
と
し
て
在
地
支
配
を
行
う
存
在
で
あ
る
が
、
神
郡
に
お
い
て
は
巡
察
へ
の
関
与
を
理
由
と
し
て
怠
慢
を
引
き
起
こ
し
、
大
神
宮
司

等
の
勢
力
と
結
び
付
く
傾
向
も
あ
っ
た
。
ま
た
斎
王
の
居
地
で
あ
る
斎
宮
の
事
務
を
司
る
斎
宮
寮
の
長
官
と
伊
勢
国
司
と
が
兼
任
さ
れ
る
例
が

　
　
　
⑳

多
く
あ
り
、
斎
宮
寮
は
八
・
九
世
紀
に
は
政
治
的
に
国
司
と
深
く
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
が
活
量
神
郡
の
支
配
に
関
与
す
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八・九世紀伊勢神郡の再編成過程と領域性（堀）

る
主
な
存
在
で
あ
る
。

　
さ
て
神
祇
令
の
規
定
に
よ
れ
ば
神
戸
の
調
庸
及
び
田
租
は
す
べ
て
国
司
が
検
校
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
諸
国
の
神
里
の
調
理
田
租
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

は
国
司
の
手
を
経
て
大
神
宮
司
に
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
の
『
伊
勢
国
計
会
帳
』
や
『
類
聚
三
代
格
』
所
収

の
弘
仁
一
二
年
（
八
二
一
）
の
官
符
に
引
用
さ
れ
て
い
る
延
暦
二
〇
年
（
八
〇
一
）
の
官
符
に
よ
れ
ば
八
世
紀
末
の
段
階
で
国
司
が
神
郡
の
調
庸
田

租
の
徴
納
及
び
神
郡
二
等
の
考
選
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
八
世
紀
の
神
郡
の
行
政
は
国
司
－
郡
司
の
系
統
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
㊧

と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
弘
仁
一
二
年
の
太
政
官
符
に
引
用
さ
れ
て
い
る
延
暦
二
〇
年
七
月
一
日
の
官
符
に
よ
り
、
神
郡
の
調
庸
田
租

は
国
司
の
検
校
か
ら
国
司
神
主
共
に
関
与
す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
事
が
分
か
る
。
ま
た
延
暦
二
四
年
（
八
〇
五
）
に
は
神
宮
側
が
天
下
貴
社
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
点
に
訴
え
て
国
司
の
検
校
を
排
除
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
に
は
他
園
の
神
税
を
も
っ
て
神
宮
書
紀
の
料
の
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

を
補
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
再
び
國
司
が
神
宮
経
済
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
一
二
月
一
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
崇
に
よ
っ
て
国
司
に
よ
る
神
郡
の
正
税
出
挙
並
び
に
刑
罰
が
停
止
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
大
神
宮
司
に
は
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）
に
神
郡
雑
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
、
弘
仁
一
二
年
に
は
神
郡
田
租
の
検
納
が
委
ね
ら
れ
た
。
弘
仁
八
年
の
太
政
官
符
で
委
ね
ら
れ
た
雑
務
の
内
容
は
神
社
の
修
理
、
溝
池
の
修

理
、
桑
・
漆
の
催
殖
、
正
倉
・
官
舎
の
修
理
、
百
姓
訴
訟
の
霊
歌
の
六
力
条
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
本
来
、
国
司
の
任
務
で
あ
っ
た
が
、
神
郡

で
は
決
罰
権
を
停
め
ら
れ
、
神
郡
の
人
閾
を
雑
筆
に
使
役
し
て
任
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
国
司
の
交
替
事
務
に
も
支
障
を
生
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
た
め
、
神
郡
雑
務
が
大
神
宮
司
に
委
譲
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
弘
仁
年
間
の
二
つ
の
宮
符
に
よ
っ
て
、
大
神
宮
司
が
排
他
的
な
神
郡
支
配
を
確
立
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
『
続
日
本
記

紀
』
の
承
和
一
二
年
（
八
四
五
）
六
月
八
日
条
の
記
事
は
斎
宮
寮
の
頭
・
助
に
大
神
宮
並
び
に
多
気
度
会
両
神
郡
の
雑
務
の
検
校
を
行
う
よ
う
に

命
じ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
斎
宮
寮
は
本
来
、
伊
勢
に
あ
っ
た
斎
王
に
関
す
る
全
て
の
雑
務
を
取
り
仕
切
る
機
構
で
あ
り
、
神
郡
の
行
政
と

は
関
係
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
延
暦
一
〇
年
（
七
九
一
）
以
後
、
平
安
時
代
の
初
め
に
は
連
続
し
て
斎
宮
寮
の
長
官
と
伊
勢
国
司
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

兼
官
が
成
立
し
て
い
た
。
、
当
時
の
伊
勢
国
の
守
で
あ
る
永
峯
高
名
は
承
和
＝
年
（
八
四
四
）
に
斎
宮
寮
権
頭
を
兼
ね
て
お
り
、
よ
っ
て
、
こ
の
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承
和
一
二
年
の
勅
の
意
図
す
る
所
は
、
稲
本
紀
昭
が
指
摘
す
る
よ
う
に
斎
宮
寮
1
1
国
府
に
よ
る
大
神
宮
司
な
ど
の
神
宮
勢
力
に
対
す
る
抑
圧
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
国
司
で
は
な
く
斎
宮
寮
に
雑
務
を
預
か
ら
せ
た
の
は
、
神
郡
を
神
域
と
す
る
意
識
が
影
響
を
与
え
て
、
直
接
に
神
郡
の
行
政
を
行
う

こ
と
を
困
難
に
し
、
斎
宮
寮
を
経
由
し
て
間
接
的
に
神
郡
を
支
配
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
本
来
は
国
司

が
支
配
下
の
郡
司
に
対
し
て
行
う
管
理
は
太
政
宮
一
国
司
－
郡
司
と
い
う
行
政
系
統
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
神
郡
を
神
域
と
し
て
主
張
す
る
領

域
性
の
作
用
に
よ
っ
て
、
俗
曲
た
る
国
司
の
管
轄
領
域
と
聖
画
た
る
大
神
富
司
の
管
轄
領
域
の
間
曲
へ
と
問
題
の
す
り
替
え
が
行
わ
れ
た
た
め

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
り
替
え
と
は
ω
蓉
閃
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
「
支
配
玉
と
非
支
配
者
と
の
関
係
へ
の
注
目
を
「
そ
れ

が
こ
の
地
の
規
則
で
あ
る
」
と
か
「
こ
こ
で
は
こ
れ
を
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
文
言
が
示
す
よ
う
な
領
域
へ
の
注
鼠
へ
と
お
き

か
え
て
し
ま
う
」
よ
う
な
領
域
性
の
一
つ
の
性
質
で
あ
る
。

　
大
神
宮
司
と
伊
勢
国
司
と
の
闇
に
は
直
接
的
な
支
配
関
係
は
な
い
が
、
伊
勢
神
郡
を
掌
握
す
る
た
め
に
は
神
郡
司
を
監
督
す
る
伊
勢
国
司
と

対
立
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
伊
勢
国
司
と
度
会
郡
司
・
多
気
郡
司
の
関
係
と
大
神
宮
司
と
両
郡
司
の
関
係
を
比
較
し
た

場
合
、
制
度
的
に
は
伊
勢
国
司
の
方
が
よ
り
強
い
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
大
神
宮
司
が
下
位
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
伊
勢
国
司

，
と
の
関
係
、
ひ
い
て
は
朝
廷
と
の
関
係
に
お
い
て
、
神
郡
が
ア
マ
テ
ラ
ス
神
の
た
め
の
神
域
で
あ
り
、
俗
権
の
管
轄
範
囲
外
で
あ
る
と
い
う
主

張
、
す
な
わ
ち
、
或
る
空
間
の
内
部
に
あ
る
事
物
へ
の
注
目
を
由
る
物
事
の
存
在
す
る
空
間
の
問
題
へ
と
す
り
替
え
る
こ
と
、
を
行
う
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
っ
て
、
大
神
宮
司
は
弘
仁
八
年
の
太
政
宮
符
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
伊
勢
国
司
側
の
譲
歩
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
、
そ
の
行
政
官

と
し
て
の
権
力
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
排
他
的
な
空
間
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
神
郡
と
い
う
空
間
を
媒
介
と
し
て
大
神
宮
司
が
俗
権
力
た
る
国
司
権
力
の
接
近

に
対
し
て
強
力
な
排
除
・
規
制
を
行
い
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
幾
つ
か
の
資
料
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
な
わ
ち
宝
亀
年
間
は
神
宮
神
職
の
神
事
に
関
係
す
る
犯
穣
に
つ
い
て
専
使
を
つ
か
わ
し
て
処
分
を
行
う
と
す
る
決
定
、
神
郡
内
に
設
け
ら
れ
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⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
太
神
宮
寺
の
排
除
、
神
郡
内
の
寺
田
・
位
田
・
他
郡
百
姓
の
口
分
田
等
の
排
除
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
に
は
逃
亡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
神
郡
百
姓
の
口
分
田
地
子
を
国
司
が
正
税
に
混
合
し
て
い
た
の
を
改
め
て
神
税
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
が

後
の
神
宮
側
の
領
域
性
主
張
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
『
平
安
遺
文
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
延
長
七
年
（
九
二
九
）
七
月
一
四
日
付
の
勘
注
の
中
に
あ
る

「
獄
則
件
郡
部
中
押
レ
可
レ
有
二
嫌
悪
壁
厚
中
依
二
大
政
官
去
宝
亀
五
年
七
月
廿
三
日
百
雷
噛
多
気
度
会
両
郡
邸
内
所
在
立
地
、
摺
鉦
明
神
御
崇
ハ

祓
清
為
二
神
地
一
已
了
、
」
と
い
う
記
述
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
ま
た
、
同
様
に
領
域
性
に
関
連
し
た
規
定
と
し
て
『
類
聚
三
代
格
』
に
収
め
ら
れ
た
延
暦
二
〇
年
一
〇
月
一
九
日
付
の
太
政
官
符
に
よ
っ
て

国
司
が
調
庸
租
税
の
徴
収
を
神
事
に
か
ま
け
て
闘
零
す
る
配
下
の
神
郡
司
を
決
罰
す
る
際
に
　
「
神
界
之
外
地
加
決
罰
者
。
」
と
わ
ざ
わ
ざ
伊
勢

神
郡
外
に
神
郡
司
を
連
れ
出
し
て
決
罰
を
加
え
る
こ
と
の
許
し
を
請
う
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
弘
仁
八
年
＝
一
月
二
五
日
付
の
太

　
　
⑳

政
官
符
の
中
で
「
百
姓
有
レ
犯
界
外
重
罰
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
類
似
し
た
措
置
が
百
姓
に
対
し
て
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
動
き
は
神
社
の
も
つ
神
聖
性
が
郡
の
規
模
ま
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
神
社
は
国
家
神
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

皇
家
の
祖
神
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
ア
マ
テ
ラ
ス
神
で
あ
っ
た
た
め
、
郡
の
規
模
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
神
域
的
な
規
制
は
極
め
て
強
固

な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
ま
た
、
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
＝
一
月
二
二
日
に
は
伊
勢
神
郡
に
検
非
違
使
を
置
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
国
検
非
違
使
は
国
司
の
配
下
に

あ
っ
て
国
司
が
直
接
、
在
地
を
掌
握
し
支
配
し
て
行
く
上
で
の
強
制
力
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
国
司
の
在
地
支
配
の
要
で
あ
っ
た
。
伊
勢
神
郡

で
は
伊
勢
講
の
検
非
違
使
は
前
で
の
べ
た
神
職
の
内
部
に
は
力
が
及
ば
ず
、
そ
れ
ゆ
え
大
神
宮
司
の
配
下
に
神
宮
検
非
違
使
が
設
け
ら
れ
る
に

　
　
　
　
　
　
　
⑬

至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
般
に
領
域
性
の
主
張
の
貫
徹
に
は
一
定
の
領
域
内
の
法
（
規
則
）
を
強
制
す
る
警
察
権
の
存
在
が
極
め
て
重
要
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
は
っ
と
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
よ
っ
て
九
世
紀
末
の
検
非
違
使
設
置
は
神
郡
の
領
域
性
の
一
つ
の
到
達
点
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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第
二
節
帰
属
意
識
と
神
郡
支
配

　
前
節
で
は
、
主
に
先
学
の
成
果
に
導
か
れ
る
形
で
、
大
神
宮
司
が
領
域
性
の
原
理
を
利
用
し
て
外
部
の
勢
力
の
関
与
の
動
き
を
排
除
し
た
こ

と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
令
制
の
動
揺
は
む
し
ろ
在
地
の
変
動
と
の
係
わ
り
に
よ
っ
て
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
神
郡
を
把
握

す
る
上
で
は
在
地
と
の
関
係
を
強
化
す
る
こ
と
が
よ
り
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
領
域
性
の
原
理
に
基
づ
く
領

域
内
の
求
心
力
の
形
成
と
い
う
側
面
か
ら
分
析
を
加
え
た
い
。

　
餌
勢
神
郡
に
お
い
て
国
司
と
同
等
の
権
力
を
掌
握
し
、
神
郡
の
排
他
的
な
支
配
を
目
指
す
大
神
宮
司
に
と
っ
て
、
神
郡
内
に
お
け
る
大
国
荘

等
の
大
規
模
な
荘
園
の
存
在
や
斎
宮
寮
の
在
地
で
の
展
開
は
着
過
し
得
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
神
域
的
規
制
の
完
成
か
ら
排
他
的

な
神
宮
権
威
支
配
の
確
立
の
た
め
に
は
、
領
域
性
に
基
づ
く
支
配
の
さ
ら
な
る
強
化
が
必
要
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
際
に
取
ら
れ
た

領
域
性
の
原
理
に
基
づ
い
た
在
地
編
成
の
戦
略
と
し
て
、
神
宮
祭
祀
の
為
の
神
郡
に
属
す
る
人
間
で
あ
る
と
い
う
帰
属
意
識
の
植
え
付
け
が
あ

っ
た
可
能
性
を
追
求
し
て
行
き
た
い
。
帰
属
意
識
は
Q
。
。
す
な
ど
の
研
究
で
は
或
る
四
域
に
た
い
す
る
精
神
的
一
体
感
、
空
曇
的
な
ア
イ
デ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
領
域
性
が
必
然
的
に
有
す
る
性
質
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
ω
ρ
。
犀
の
見
解
で
は
帰
属
意
識
を

領
域
性
の
内
在
的
性
質
で
は
な
く
領
域
性
の
性
質
の
結
合
の
産
物
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
上
田
元
も
強
調
し
て
お
り
、
茂
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

帰
属
意
識
を
所
与
の
も
の
と
し
て
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
得
る
虚
構
性
の
陥
穽
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
上
田

ら
の
主
張
に
則
っ
て
帰
属
意
識
を
領
域
的
に
定
義
さ
れ
る
社
会
に
お
い
て
　
「
そ
の
領
域
の
統
制
を
主
張
・
実
行
す
る
主
体
が
、
「
空
間
に
対
す

る
帰
属
意
識
」
の
論
理
に
訴
え
る
」
戦
略
と
し
て
と
ら
え
る
。
こ
の
よ
う
に
帰
属
意
識
を
と
ら
え
た
上
で
、
若
干
の
事
例
を
検
討
し
て
先
の
推

定
を
裏
付
け
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
最
初
に
通
常
、
精
神
的
な
紐
帯
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
神
社
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
な
の
が
延
暦
末
期
の

『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
に
記
載
さ
れ
た
神
宮
の
摂
末
社
で
あ
る
。
（
図
六
①
参
照
）
『
儀
式
帳
』
に
記
さ
れ
て
い
る
内
宮
の
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　　　　　　　　　　②　　r類聚神舐本源』所載の神社群の分布

　◎内宮　◎内宮別宮　e内宮摂社　O内宮宋社
　△外宮　△外宮別宮　△外宮摂杜　△外宮末社　★「類聚神紙本源：所載の約蹴（摂末社を除く）

基図は輯製20万分之1地図「山田」（参謀陸地測量局＝明治19年）を50％縮小したもの。

なお，物忌神社，河原饗社，中津山田饗社，阿佐賀社，雷社，落合社，大水社，河田社

は所在地不明

　　　　　　　　　　　　　第6図　神郡内の神社について
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式内社

内宮

内宮別宮

外宮

外宮別宮

官舎神社

「斎宮式諺祈年祭神条所載の神社

「皇太神宮儀式帳i

　　　所載の摂社

　　第六図①参照

匿生写三宮儀式帳」

　　　所載の摂社

　　第六図①参照

内宮末社

長徳検録田社三十三前外式外社

長徳三年八月田社三十三所外宮　　外宮末社

御竃木帳四十七前神社

『類聚神祇本源tl所載の神社（第六図②参照）一

　　第6図③神郡内神往の包括関係

い
て
は
大
神
宮
司
が
修
理
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
類
聚
三
代
格
』
所
収
の
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）

⑱符
に
よ
っ
て
国
司
か
ら
大
神
富
司
に
度
会
・
多
気
郡
の
神
社
の
管
理
が
委
譲
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、

し
て
い
た
摂
末
社
の
管
理
が
延
喜
式
の
段
階
で
は
大
神
宮
司
の
み
の
関
与
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
摂
末
社
は
岡
田
精
司
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
元
来
は
純
粋
に
地
方
神
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
摂
宋
学
の
体
系
を

神
郡
と
い
う
点
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
出
雲
国
意
宇
神
郡
は
極
め
て
式
内
社
を
多
く
有
す
る
神
郡
で
あ
る
が
、
摂
宋
社
の
よ
う
な

階
層
性
を
も
っ
た
神
社
の
体
系
は
も
っ
て
い
な
い
。
基
本
的
に
度
会
郡
一
円
に
展
開
す
る
摂
末
社
の
体
系
は
、
他
に
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
や
や
大
胆
な
憶
測
を
働
か
せ
る
な
ら
ば
、
在
地
衝
撞
と
深
く
結
び
付
い
て
い
る
在
地
の
神
々
を
内
宮
と
外
宮
を
頂
点
と
す
る
体

摂
社
数
は
二
五
社
、
末
社
数
は
一
五
社
、
外
宮
の
摂
社
数
は
一
六
社
、

末
社
数
は
八
社
で
あ
り
、
『
延
喜
式
』
に
記
さ
れ
て
い
る
数
も
こ
れ
と

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
摂
末
社
の
体
系
が
い
つ
頃
に
ど
の
よ

う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
形
成
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
摂
末
社
の
管

理
に
つ
い
て
は
『
儀
式
帳
』
と
『
延
喜
式
』
に
よ
っ
て
、
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
両
宮
の
摂
社
の
内
、
俗
諦
が
造
神
宮
使
に
よ
っ
て
、
三
〇
社
は

損
壊
に
際
し
て
国
司
が
正
税
を
使
っ
て
修
造
す
る
こ
と
が
『
儀
式
帳
』

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
儀
式
帳
』
で
は
摂
社
に
奉
仕
す
る
祝
は

大
神
宮
司
が
ト
定
し
て
、
国
司
に
移
送
す
る
こ
と
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
『
太
神
宮
式
』
造
営
条
で
は
九
社
と
新
た
に
多
気
郡
の

三
社
を
加
え
た
一
二
の
神
社
は
重
税
を
用
い
て
造
営
し
、
不
足
が
あ
っ

た
場
合
、
正
税
を
用
い
る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
神
社
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
月
二
五
日
付
太
政
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
儀
式
帳
』
の
段
階
で
は
国
司
が
関
与

128　（128）



八・九世紀俳勢神郡の再編成過程と領域性（堀）

系
の
下
に
把
握
す
る
こ
と
は
氏
族
と
そ
の
系
譜
を
引
く
神
郡
内
の
人
間
を
精
神
的
に
神
宮
に
帰
属
さ
せ
る
手
段
で
あ
り
、
奈
良
期
～
平
安
初
期

こ
ろ
の
領
域
性
の
原
理
に
墓
つ
い
た
領
域
内
の
糾
舎
と
関
係
し
て
、
神
郡
内
の
神
社
が
内
宮
・
外
宮
を
中
心
と
す
る
体
系
の
一
部
と
し
て
秩
序

付
け
ら
れ
、
『
儀
式
帳
』
に
記
載
さ
れ
た
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

う
か
。
こ
の
よ
う
な
摂
末
社
に
は
様
々
な
祭
に
際
し
て
内
宮
お
よ
び
外
宮
を
経
由
し
て
幣
が
分
与
さ
れ
た
こ
と
が
『
儀
式
帳
』
お
よ
び
『
延
喜

社
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
在
地
の
精
神
的
な
核
で
あ
っ
た
神
社
を
摂
末
社
の
よ
う
な
体
系
の
元
に
取
り
込
む
試
み
と
し
て
神
郡
内
お
よ
び
神
郡
周
辺
の
神
社
が

『
類
聚
東
芝
本
源
』
に
長
徳
三
年
八
月
三
十
三
所
外
宮
・
長
徳
転
輪
田
社
三
十
三
外
式
外
社
・
御
竈
木
帳
四
十
七
前
社
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
い
る
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
六
②
参
照
）
。
こ
れ
ら
の
一
覧
に
載
せ
ら
れ
た
神
社
は
摂
末
社
以
外
の
在
地
の
社
で
あ
る
と
思
わ
れ
、

お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
神
社
の
把
握
は
大
神
宮
司
の
権
力
が
神
郡
内
へ
浸
透
し
て
い
く
過
程
と
周
辺
へ
の
支
配
領
域
の
膨
張
傾
向
を
示
す
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
⑭

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
注
目
し
た
い
の
が
神
璽
と
い
う
呼
称
で
あ
る
。
二
一
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
呼
称
は
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
宝
亀
六
年
（
七
七
五
）
六

月
五
日
に
初
め
て
見
え
る
が
、
よ
り
確
実
な
初
見
は
『
類
聚
三
代
格
』
に
収
め
ら
れ
た
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
一
二
月
二
二
日
付
の
太
政
官
符
と

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
寛
平
九
年
付
の
太
政
官
符
は
神
宮
検
非
違
使
を
設
置
し
、
伊
勢
国
検
非
違
使
に
代
わ
っ
て
神
郡
内
の
警
察
業
務
を
行

う
こ
と
を
決
定
し
た
官
符
で
あ
る
が
、
第
三
章
第
二
節
で
概
観
し
た
よ
う
に
九
世
紀
後
半
に
は
神
郡
の
領
域
性
主
張
が
強
ま
り
、
国
司
の
権
力

が
神
郡
内
に
及
び
難
く
な
る
傾
向
が
設
置
の
背
景
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
宝
亀
六
年
の
記
事
は

神
庫
と
大
神
宮
寺
の
僧
の
対
立
事
件
を
記
す
も
の
で
あ
り
、
大
神
宮
寺
と
い
う
非
神
宮
的
要
素
の
排
除
の
過
程
で
偏
心
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
興
味
を
引
く
。
ま
た
、
農
民
の
呼
称
は
初
期
に
お
い
て
は
神
郡
に
関
連
す
る
局
面
で
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
『
太
神
宮
諸

雑
事
記
』
の
延
長
五
年
（
九
二
七
）
の
志
摩
国
神
戸
と
関
連
す
る
と
見
ら
れ
る
事
例
や
『
平
安
遺
文
』
の
伊
賀
神
戸
の
名
張
山
預
の
職
を
め
ぐ
る

事
件
の
例
な
ど
、
一
〇
世
紀
半
ば
前
に
は
諸
国
に
散
在
す
る
神
戸
に
関
連
す
る
局
面
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
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ち
、
神
民
は
神
郡
、
そ
し
て
後
に
は
幾
つ
か
の
文
献
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
諸
国
の
神
戸
を
含
ん
だ
或
る
一
定
の
領
域
に
存
在
し
て
い
る
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
指
す
呼
称
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
、
さ
ら
に
想
像
を
逞
し
く
す
る
な
ら
ば
、
神
気
と
い
う
呼
称
は
ア
マ
テ
ラ
ス
神
と
い
う
神
話
的
な
象
徴
性
を

も
っ
た
権
威
を
背
後
に
お
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
神
民
と
い
う
呼
称
は
神
郡
を
排
他
的
領
域
と
す
る
大
神

宮
司
の
領
域
性
主
張
と
深
く
結
び
付
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
神
民
に
類
似
す
る
呼
称
と
し
て
皇
民
の
語
が
あ
る
。
皇
民
の
語
は
『
続
日
本
紀
』
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
六
月
辛
酉
条
に

初
め
て
見
ら
れ
る
語
で
あ
り
、
吉
村
武
彦
に
よ
れ
ば
「
土
人
と
浪
人
を
同
じ
皇
民
と
い
う
観
念
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
り
、
必
要
な
も
の
を
徴
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

せ
ん
」
と
す
る
意
図
の
元
で
使
用
さ
れ
た
語
で
あ
っ
た
。

　
浮
浪
人
は
公
民
制
と
い
う
律
令
体
制
か
ら
離
脱
し
た
人
間
で
あ
り
、
王
臣
寺
社
の
荘
園
に
寄
住
し
て
使
役
さ
れ
る
者
か
ら
富
裕
な
者
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
階
層
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
課
役
な
ど
を
忌
避
す
る
浮
浪
人
の
存
在
は
、
戸
と
い
う
人
間
の
単
位
を
基
本
に
据
え
て
、

様
々
な
税
を
収
取
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
律
令
体
制
の
維
持
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
は
こ
れ
を
検
卸
し
て
影
野
等
を
徴
収
す
る

こ
と
を
意
図
し
た
様
々
な
政
策
を
施
行
し
て
い
る
。

　
『
延
喜
式
』
臨
時
祭
神
税
条
や
『
延
喜
式
』
斎
宮
調
庸
雑
物
条
等
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
浮
浪
人
は
伊
勢
神
郡
に
も
存
在
し
て
い
た
。
浮
浪

人
の
中
に
は
傍
観
神
郡
以
外
の
地
か
ら
流
入
し
て
き
た
者
も
い
た
と
考
え
ら
れ
、
浮
浪
人
は
本
来
は
神
宮
祭
祀
の
基
盤
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
律
令
制
度
に
依
存
し
て
神
宮
の
祭
祀
を
支
え
て
き
た
大
神
宮
司
に
と
っ
て
、
神
郡
内
に
存
在
し
な
が
ら
課
役

な
ど
を
果
た
さ
な
い
浮
浪
人
を
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
調
庸
等
を
徴
収
す
る
こ
と
は
、
律
令
政
府
同
様
に
、
神
宮
祭
祀
の
経
済
的
基
盤
を
強
化
す

る
た
め
に
、
有
効
な
方
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
『
延
喜
式
』
臨
時
祭
神
税
条
に
よ
れ
ば
神
郡
の
浮
浪
人
は
慧
智
を
収
奪
さ
れ
る
存

在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
神
祇
官
が
管
轄
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
現
地
で
は
大
神
宮
司
が
浮
浪
人
を
掌
握
し
て

調
庸
を
微
製
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
浮
浪
人
が
収
め
た
調
庸
が
直
接
に
神
宮
祭
祀
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
で
使
用
さ
れ
た
か
に
つ
い

て
は
明
確
で
な
い
。
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八・九世紀伊勢神郡の再編成過程と領域性（堀）

　
も
し
仮
に
、
そ
の
呼
称
の
登
場
の
時
代
と
背
景
、
皇
民
の
語
が
神
話
的
な
象
徴
性
に
訴
え
て
い
る
点
み
ら
み
て
、
皇
民
と
い
う
語
は
神
民
と

い
う
呼
称
の
使
用
と
対
応
す
る
可
能
性
も
考
え
得
る
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
君
民
の
呼
称
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
神
宮
祭
祀

と
い
う
目
的
の
た
め
に
神
宮
祭
祀
の
維
持
者
に
よ
っ
て
、
従
来
の
神
戸
百
姓
や
神
郡
百
姓
と
い
っ
た
本
来
的
に
神
宮
に
奉
仕
し
て
い
た
人
間
に

加
え
て
、
先
に
あ
げ
た
例
の
よ
う
に
浮
浪
人
等
の
元
来
神
宮
祭
祀
と
関
係
の
な
い
人
間
を
神
宮
祭
祀
の
体
系
内
に
組
み
込
む
原
理
と
な
っ
て
い

た
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
こ
の
よ
う
な
神
郡
内
の
帰
属
意
識
の
創
出
は
先
に
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
な
神
郡
内
の
様
々
な
人
間
を
統
一
的
な
原
理
1
そ
し
て
そ

の
原
理
に
基
づ
い
た
呼
称
が
解
読
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
一
の
下
に
統
合
し
、
神
宮
と
い
う
凝
集
の
中
心
に
対
す
る
奉
仕
の
費
用
を
徴
収
す
る

こ
と
を
容
易
に
す
る
側
面
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
領
域
性
を
明
確
に
戦
略
的
に
使
用
し
た
の
が
田
堵
等
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
平
安
遺
文
』
に
収
め
ら
れ
た
承
平

二
年
（
九
三
二
）
八
月
八
日
付
の
太
政
官
符
案
に
は
「
而
今
得
田
堵
等
解
状
云
、
大
神
宮
司
符
称
、
不
レ
可
レ
有
二
仏
地
神
郡
之
内
隠
者
、
議
事
田
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

利
不
レ
堪
レ
弁
『
進
於
東
寺
一
落
、
」
と
あ
り
、
田
堵
ら
が
東
寺
に
対
し
て
神
郡
の
内
に
は
仏
の
地
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
地

利
を
お
さ
め
る
こ
と
を
拒
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
九
世
紀
後
半
以
降
の
伊
勢
神
郡
に
新
た
に
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
田
堵
た
ち
が
神

郡
内
に
存
在
し
て
い
た
菓
寺
領
の
大
国
荘
悩
天
の
土
地
を
侵
蝕
し
て
い
く
過
程
で
持
ち
出
し
た
の
は
大
神
宮
司
な
ど
の
主
張
し
た
神
域
意
識
で

あ
っ
た
。

　
こ
の
点
を
勘
案
す
る
な
ら
、
支
配
者
で
あ
る
大
神
宮
司
が
お
こ
な
っ
た
囲
い
こ
み
が
成
立
し
、
先
ほ
ど
あ
げ
た
よ
う
な
基
本
的
に
は
上
か
ら

の
呼
称
で
あ
る
神
民
の
呼
称
が
受
容
さ
れ
、
神
富
側
の
意
図
が
成
功
す
る
た
め
に
は
、
特
に
田
堵
の
よ
う
な
在
地
の
中
間
層
の
動
向
が
重
要
な

点
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
伊
勢
神
郡
と
い
う
領
域
か
ら
生
ま
れ
る
利
益
を
外
部
巻
に
奪
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
は
、

権
力
力
老
た
る
大
神
宮
司
と
被
支
配
下
と
の
問
に
何
ら
か
の
歩
み
寄
り
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
本
節
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
大
神
宮

司
側
と
し
て
も
在
地
の
有
力
者
層
を
把
握
す
る
こ
と
は
祭
祀
基
盤
の
維
持
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
大
神
宮
司
の
官
人
体
系
へ
の
組
み
込
み
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等
の
手
段
に
よ
っ
て
在
地
有
力
者
を
自
分
の
体
制
内
に
取
り
込
ん
で
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
領
域
を
単
位
と
し
た
協
同
と

し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
律
令
制
の
動
揺
と
い
う
事
態
に
対
応
す
る
た
め
に
大
神
宮
司
は
伊
勢
神
郡
と
い
う
芸
域
を
単
位
と
し

て
排
他
的
な
プ
ロ
ヅ
ク
を
形
成
し
、
そ
の
内
部
で
独
占
的
な
支
配
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
祭
祀
基
盤
の
維
持
を
図
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
力
を

蓄
え
つ
つ
あ
る
被
支
配
者
の
内
の
有
力
者
は
、
そ
の
時
々
の
情
勢
に
よ
っ
て
、
戦
略
的
に
己
に
有
利
な
側
を
選
択
し
て
行
っ
た
。
そ
し
て
大
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

宮
司
を
選
択
肢
と
し
て
選
ん
だ
場
合
、
そ
の
内
部
へ
と
、
職
を
得
る
形
で
食
い
込
ん
で
行
く
形
で
の
対
応
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
い
わ
ば
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
領
域
性
の
原
理
に
基
づ
い
た
支
配
は
在
地
有
力
者
の
伸
長
と
律
令
体
制
の
衰
退
と
の
相
対
的
な
安
定
の
中

で
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
稲
対
的
安
定
の
崩
れ
た
と
き
に
は
、
ま
た
新
た
な
体
制
の
確
立
が
必
要
と
な
る
よ
う
な
過
渡
的
な
も
の
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
考
察
し
た
よ
う
な
帰
属
意
識
の
創
出
は
領
域
性
の
原
理
に
基
づ
い
た
支
配
の
衰
退
後
に
も
残
り
、
そ

の
後
の
体
制
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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①
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
な
お
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
事
が
『
神
宮
雑
例

　
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
『
儀
式
帳
』
の
資
料
的
な
性
格
に
つ
い
て

　
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
榎
村
寛
之
〔
「
『
神
宮
磯
式
帳
』
に
見
え
る
蟄
史
料
の
信
愚
性

　
に
つ
い
て
」
続
日
木
紀
研
究
二
四
四
　
　
一
九
八
六
〕
が
論
じ
る
よ
う
に
『
儀
式

　
帳
』
の
古
写
本
は
鎌
倉
二
代
の
も
の
で
あ
り
、
特
に
こ
の
部
分
は
後
に
は
神
宮
が

　
神
郡
に
対
し
て
排
他
的
な
支
配
を
主
張
す
る
際
の
根
拠
と
し
て
働
い
た
と
考
え
ら

　
れ
、
全
く
後
世
の
追
尋
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
追
撃
を
確
証
す
る

　
資
料
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
基
本
的
に
延
暦
年
間
に
潮
り
得
る
と
考
え
て
お
き
た

　
い
。
た
だ
し
「
常
入
参
太
神
宮
駅
使
鈴
口
塞
。
」
の
部
分
は
あ
る
写
本
で
は
小
さ

　
い
字
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
や
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
後
世
の
追
筆
で
あ
る
可
．
能

　
性
が
比
較
的
高
い
だ
ろ
う
。

②
中
川
経
雅
『
太
神
宮
儀
式
解
』
（
前
）

③
薗
田
守
良
『
神
宮
典
略
』
（
後
）

④
　
松
本
茂
　
『
島
羽
藩
政
下
の
農
村
』
新
人
物
往
来
社
　
｝
九
八
四
　
六
九
頁

⑤
　
『
類
聚
鼠
史
』
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
一
〇
月
一
五
日

⑥
前
掲
第
三
章
三
、
井
坂
丹
羽
太
郎
『
志
摩
国
旧
地
考
』
精
心
社
一
八
八
三
、

　
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
上
巻
』
冨
書
房
　
　
一
九
〇
〇
、
大
西
源
一
「
志

　
摩
国
彊
域
沿
革
考
」
歴
史
地
理
一
九
1
　
・
二
　
一
九
一
二

⑦
前
掲
第
三
章
五

⑧
　
吉
田
や
大
西
は
こ
の
国
境
降
下
に
よ
っ
て
伊
介
郷
が
度
会
郡
に
編
入
さ
れ
た
と

　
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
関
係
は
現
存
す
る
資
料
の
限
り
で
は
不
明
で
あ
る
と
言
わ

　
ざ
る
を
得
な
い
。

⑨
　
藤
本
利
治
『
歴
史
時
代
の
集
落
と
交
通
路
－
三
重
県
に
つ
い
て
』
地
人
書
房

　
一
九
八
九
　
一
一
二
～
コ
ニ
九
頁

⑩
館
野
和
己
「
臼
木
古
代
の
交
通
政
策
－
本
貫
地
主
義
を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本
政

　
治
社
会
史
研
究
（
中
）
』
塙
書
房
　
一
九
八
四
．
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⑪
現
存
す
る
検
地
帳
、
明
治
期
に
俘
成
さ
れ
た
地
籍
図
等
に
み
ら
れ
る
地
名
に
つ

　
い
て
、
調
査
を
行
っ
た
が
、
有
力
な
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

⑫
◎
御
巫
三
無
「
三
河
考
」
『
神
宮
神
纂
心
膜
』
（
下
）
　
⑤
大
西
源
一
「
伊
勢
神

　
郡
の
北
堺
下
樋
小
揖
及
び
宇
部
川
」
神
道
史
研
究
七
－
二
　
一
九
五
九

課
目
や
い
①
覧
影
霧
雲
．
U
o
ヨ
ヨ
塁
8
嘗
O
酔
頸
二
8
鼠
㊤
嵐
受
窃
O
o
旨
竺
。
ヨ
。
馨
巴

　
ぎ
窯
9
ヨ
§
a
冨
詳
ω
o
o
一
a
ω
け
「
二
〇
言
器
．
〉
■
瓢
．
冒
ω
銭
、
㊦
ユ
。
、
、
切
㊦
げ
餌
〈
一
〇
胃
畦

　
p
蝕
国
帯
く
貯
8
ヨ
。
昇
”
6
笛
¢
ω
o
o
h
o
D
鵠
。
¢
ξ
〉
昌
ぎ
毘
ω
§
ユ
蜜
窪
、
．

　
勺
冨
コ
ロ
遷
℃
お
器
ち
譲
ま
た
、
佐
々
木
高
弘
〔
「
畿
内
の
四
至
」
の
防
御
地
点

　
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
一
関
塞
の
存
在
の
可
能
性
」
歴
史
地
理
学
一
四
二
　
一

　
九
八
な
ど
〕
は
こ
の
よ
う
な
骨
臼
凱
8
二
9
潔
《
（
縄
張
り
行
動
）
の
観
点
か
ら
畿

　
内
と
い
う
領
域
の
考
察
を
試
み
て
い
る
。

⑭
桜
井
勝
之
進
「
蟄
海
神
事
と
境
界
」
社
会
と
伝
承
四
一
一
一
九
六
〇

⑯
『
延
喜
式
』
大
神
宮
駅
使
条
、
郡
政
条

⑯
後
世
の
『
中
右
記
』
な
ど
に
よ
っ
て
も
西
の
神
堺
で
の
祓
が
行
わ
れ
た
こ
と
が

　
確
認
で
き
る
。

⑰
前
掲
第
三
章
一
二
）
③

⑱
　
一
〇
世
紀
に
は
禰
宜
な
ど
の
神
宮
神
職
は
禰
宜
庁
を
形
成
し
、
宮
司
庁
と
対
立

　
関
係
に
入
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
段
階
で
は
禰
宜
等
は
そ
の
補

　
任
権
を
握
り
、
位
階
も
上
位
で
あ
る
宮
司
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑲
前
掲
第
二
章
二
七
）

⑳
　
鼻
聾
政
曼
「
律
令
時
代
に
お
け
る
斎
宮
寮
官
－
伊
勢
国
司
と
の
関
係
を
中
心
と

　
し
て
」
神
道
史
研
究
一
九
一
一
　
一
九
七
一

⑳
『
大
日
本
宵
文
書
』
編
年
文
書
第
廿
四
、
【
蜷
楽
遺
文
』
上
巻

⑳
　
前
掲
第
二
章
二
八
）

㊧
　
伊
勢
神
郡
お
よ
び
神
戸
の
調
縦
お
よ
び
田
租
を
だ
れ
が
ど
の
よ
う
に
管
理
し
て

　
い
た
か
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
変
遷
を
追
う
場
合
に
、
見
逃
し
得
な
い
の
が
、
弘

　
仁
一
二
年
八
月
二
二
日
付
の
太
政
官
符
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
官
符
単
独
で

は
、
い
く
つ
か
の
神
郡
と
神
戸
の
管
理
の
変
遷
過
程
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
国
司
が
管
理
に
関
与
し
て
い
た
「
中
間
」
と
い
う
語
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
時
期

が
何
時
に
あ
た
る
の
か
に
つ
い
て
は
諸
氏
、
説
の
一
致
を
み
な
い
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
荒
井
秀
規
〔
「
神
郡
の
田
租
を
め
ぐ
っ
て
一
伊
勢
爾
神
郡
を
中
心
に
」
地
方

史
協
議
会
編
『
三
重
一
そ
の
歴
史
と
交
流
』
雄
山
閣
　
一
九
八
九
〕
が
諸
氏
の
説

を
検
討
し
て
、
．
（
イ
）
大
宝
令
施
行
（
奈
良
朝
初
期
）
よ
り
、
延
暦
二
〇
年
ま
で
、

あ
る
い
は
同
二
四
年
ま
で
、
（
ロ
）
延
暦
二
〇
年
よ
り
同
二
四
年
ま
で
、
（
ハ
）
弘

仁
六
年
よ
り
同
一
二
年
ま
で
、
の
三
つ
に
整
理
し
た
。
そ
の
上
で
、
氏
は
『
神
宮

雑
雲
集
』
に
収
め
ら
れ
た
宝
亀
五
年
七
月
二
三
臼
と
八
月
二
七
日
の
官
符
を
依
り

所
と
し
て
、
「
宝
亀
五
年
以
前
か
ら
神
郡
内
属
戸
の
口
分
田
田
租
は
國
司
な
ら
ぬ

神
宮
司
に
勘
納
・
支
用
権
が
あ
っ
た
」
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
（
ハ
）
説
で
は
「
神

舐
官
解
の
申
上
さ
れ
た
時
期
と
「
中
間
」
と
が
同
時
期
と
な
る
不
自
然
が
起
こ

る
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
最
終
的
に
「
中
間
」
が
（
ロ
）
に
当
た
る
と
結
論
づ
け
ら

れ
た
。
よ
っ
て
評
説
で
は
、
国
司
が
関
与
し
て
い
た
の
は
延
暦
二
〇
年
～
延
暦
二

四
年
、
弘
仁
六
年
～
弘
仁
一
二
年
の
間
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
他
は
大
神
宮
司
が
勘

納
・
支
見
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
が
見
る
と
こ

ろ
、
（
ロ
）
の
成
立
す
る
可
能
性
よ
り
も
、
氏
が
あ
り
得
な
い
と
し
た
（
イ
）
の
変
遷

が
成
立
す
る
可
能
性
の
方
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
荒
井
が
（
イ
）
説
の

否
定
に
用
い
た
宝
亀
五
年
七
月
二
三
日
の
太
政
官
符
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
官
符

は
『
神
宮
雑
例
集
』
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
度
会
・
多
気
郡
に
あ
る
他
郡

の
百
姓
の
口
分
田
な
ど
を
排
除
す
る
こ
と
と
、
神
郡
の
逃
走
百
姓
の
口
分
田
の
地

名
を
正
税
に
し
て
い
た
こ
と
を
改
め
て
神
上
と
す
る
こ
と
の
二
点
を
命
じ
た
も
の

で
み
る
。
官
符
は
太
政
官
か
ら
伊
勢
太
神
宮
司
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
神

宮
司
が
神
郡
の
田
租
な
ど
の
検
納
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
も
理
解
で
き
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
注
意
し
た
い
の
が
、
最
後
の
「
右
二
条
事
、
国
司
依
レ
件
施
行
。
」
の

一
文
で
あ
る
。
国
司
が
他
郡
百
姓
の
口
分
賑
等
を
割
り
出
し
、
正
税
と
逃
走
し
た

神
郡
苞
姓
の
口
分
団
の
地
予
を
混
合
お
よ
び
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
国
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司
が
神
郡
内
の
賑
租
な
な
ど
の
検
納
に
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て
い
た
た
め
と
見

　
る
ほ
う
が
穏
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
よ
り
重
要
な
点
と
し
て
や
は
り
延

暦
二
年
の
『
伊
勢
国
計
会
帳
』
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
瀧
川
政
次

郎
〔
「
伊
勢
属
計
会
帳
と
大
神
宮
（
上
）
（
下
）
」
神
道
史
研
究
＝
1
四
、
五
一

　
九
六
三
〕
が
明
ら
か
に
ざ
れ
た
よ
う
に
、
延
暦
二
年
目
段
階
…
で
、
伊
勢
國
司
が
道

　
後
の
水
田
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
、
神
郡
司
な
ど
の
考
課
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ

　
と
が
知
ら
れ
る
。
よ
っ
て
以
上
、
二
点
か
ら
（
ロ
）
説
よ
り
も
（
イ
）
説
の
ほ
う
が
妥

　
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
前
掲
第
二
章
二
八
）

⑮
　
前
掲
第
二
章
二
八
）

⑳
　
晶
別
胴
働
第
二
章
∴
一
｛
ハ
）

⑳
　
晶
別
掲
第
一
　
輩
・
二
六
）

⑱
　
前
掲
第
二
章
∴
一
入
）

⑱
前
掲
第
一
章
四
）
◎

⑳
前
掲
第
三
章
二
〇
）

⑳
　
永
高
高
名
は
い
わ
ゆ
る
「
良
吏
」
で
あ
り
、
佐
藤
宗
諄
〔
「
平
安
初
期
の
官
人

　
と
律
令
政
治
の
変
質
」
史
林
四
七
…
五
　
」
九
六
四
〕
が
示
し
た
よ
う
な
「
良
吏

　
論
」
に
よ
る
な
ら
ば
、
｛
虚
名
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
積
極
的
な
国
内
管
理
を
行
っ

　
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
稲
本
紀
昭
「
斎
宮
寮
と
そ
の
経
済
」
三
重
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
二
九
－
三

　
一
七
八

⑳
　
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）
一
二
月
二
五
臼
付
の
太
政
官
符
が
国
司
側
の
郭
情
を
示

　
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
掲
第
㎝
章
四
）
④
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑭
　
　
『
神
宮
雑
滋
藤
職
　
第
四
神
封
事

⑳
　

『
類
聚
国
史
』
宝
亀
｝
一
年
（
七
八
○
）
二
丙
申
朔
　
な
ど

⑳
　
『
神
宮
雑
例
集
』
第
四
神
封
事

⑰
　
　
『
神
宮
雑
例
集
』
　
第
四
神
封
事
及
び
『
類
聚
三
代
楕
』
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）

　
八
月
一
一
七
臼
付
太
政
官
符
「
応
レ
収
二
神
郡
百
姓
逃
亡
口
分
田
地
子
暫
事
」

⑳
　
『
平
安
遣
文
』
〇
二
三
三

⑳
前
掲
第
二
章
二
七
）

⑩
　
晶
剛
掲
第
一
説
皐
二
六
）

＠
直
木
孝
次
郎
『
日
本
古
代
の
皮
族
と
天
皇
』
塙
書
房
　
一
九
六
四
、
前
掲
第

　
一
章
一
一
）
な
ど

⑫
　
『
類
聚
三
代
格
』
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
一
二
月
二
二
日
付
太
政
官
符
「
応
レ

　
置
”
柵
伊
勢
大
神
宮
神
郡
検
非
違
使
鼎
事
」

＠
　
＠
黒
田
紘
一
郎
「
神
宮
検
非
違
使
の
研
究
－
国
郡
検
非
違
使
と
の
関
係
に
つ
い

　
て
」
日
本
史
研
究
｝
〇
七
　
一
九
六
九
、
⑤
渡
辺
直
彦
『
臼
本
古
代
官
位
翻
度
の

　
基
礎
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
七
二

⑭
押
旨
こ
。
冒
。
。
8
謬
、
日
⑦
三
8
鳳
昌
蔓
。
h
幽
く
、
鐸
9
昌
0
8
σ
q
冨
℃
ξ
＝
占

　
一
⑩
㊤
O

⑯
　
並
嗣
掲
第
二
血
早
七
）
、
第
一
章
六
）
◎

⑳
前
掲
第
一
章
穴
）
④

⑰
例
え
ば
度
会
郡
城
田
郷
に
あ
っ
た
内
宮
摂
社
鴨
神
社
と
内
宮
運
勢
鴨
下
神
社
は

　
斎
宮
寮
水
司
を
つ
と
め
た
鴨
氏
と
深
い
関
係
を
も
つ
社
で
あ
っ
た
〔
倉
閏
直
純

　
「
ヘ
ラ
描
き
土
器
「
水
司
鴨
口
」
に
つ
い
て
」
　
三
重
の
古
文
化
四
七
　
一
九
八

　
四
〕
。
ま
た
関
口
明
・
追
塩
千
尋
〔
「
九
世
紀
に
お
け
る
悶
司
の
特
質
一
所
謂
「
良

　
吏
論
」
に
関
連
し
て
」
史
流
一
五
　
一
九
七
四
〕
は
九
世
紀
中
葉
か
ら
後
期
に
集

　
中
す
る
神
社
の
官
社
化
（
式
内
社
化
）
を
在
地
農
民
層
の
抵
抗
基
盤
で
あ
る
在
地

　
神
の
国
家
的
掌
握
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

⑱
　
晶
購
掲
第
二
急
撃
二
｛
ハ
）

⑲
　
岡
田
精
司
「
伊
勢
神
宮
を
構
成
す
る
神
社
群
の
性
格
」
立
命
館
文
学
五
二
一

　
一
九
九
一

⑳
　
八
つ
の
神
郡
の
内
、
意
宇
神
郡
を
除
い
て
は
比
較
的
少
数
の
式
内
社
し
か
存
在

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
む

　
し
て
し
な
レ
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＠
　
こ
の
点
を
理
解
す
る
上
で
、
西
宮
秀
紀
〔
「
律
令
制
国
家
の
〈
祭
祀
〉
構
造
と
そ

　
の
歴
史
的
特
質
－
宗
教
酌
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
の
分
析
一
」
日
本
史
研
究
二
八
三

　
～
九
八
六
〕
が
「
朝
廷
の
奉
幣
∵
班
幣
行
為
は
、
在
地
独
自
の
〈
祭
祀
〉
構
造
に

　
依
存
し
つ
つ
、
天
皇
の
宗
教
的
「
精
神
」
支
配
が
〈
宮
・
社
〉
を
結
節
点
と
し
て
、

　
在
地
に
浸
透
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
（
三
九
頁
）
」
と
摺
摘
し
て
い
る
点
は

　
示
唆
的
で
あ
る
。

⑫
　
　
『
類
聚
神
祇
本
源
』
は
元
応
二
年
（
；
三
〇
）
に
外
宮
神
官
、
度
会
家
行
の

　
手
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
外
宮
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的

　
な
色
彩
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
稿
が
使
用
し
て
い
る
部
分
は
長
徳
年
間

　
（
一
〇
世
紀
末
）
以
降
の
部
分
で
あ
る
が
、
資
料
の
成
立
状
況
か
ら
み
て
も
全
幅

　
の
信
頼
を
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
外
宮
の
神
社
把
握
の
状
況
し
か
伺
う
こ

　
と
が
で
き
な
い
点
に
お
い
て
も
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
仮
に
そ
の
記
載
内
容
が
後

　
世
に
下
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
一
四
世
紀
初
頭
の
状
況
一
そ
れ
が
実
体
的
な

　
も
の
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
一
を

　
示
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
興
味
深
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

㊥
神
宮
の
摂
宋
社
と
類
似
し
た
体
系
と
し
て
斎
王
が
奉
幣
を
行
う
神
社
の
体
系
が

　
あ
る
。
斎
王
は
年
二
幅
、
度
会
郡
と
多
気
郡
の
式
内
社
の
ほ
と
ん
ど
に
奉
幣
を
行

　
う
。
こ
こ
で
こ
の
よ
う
な
神
社
の
分
布
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
神
宮
の
摂

　
末
挫
の
分
布
は
度
会
郡
に
限
定
さ
れ
、
ま
た
斎
王
の
奉
幣
を
受
け
る
神
社
の
分
布

　
も
度
会
郡
・
多
気
郡
の
二
郡
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
神
社
の

　
選
定
は
郡
の
領
域
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
神
宮
の
摂
末
社
が

　
度
会
郡
の
み
に
分
布
し
て
い
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
度
会
郡
は
神
宮
の
所
在

　
す
る
郡
で
あ
り
、
多
気
郡
に
比
べ
て
神
域
と
い
う
色
合
い
が
濃
か
っ
た
可
能
性
が

　
あ
る
。
十
分
な
説
明
で
は
な
い
が
、
取
り
傳
え
ず
、
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
に
考
え

　
て
お
き
た
い
。

⑭
　
外
宮
系
の
神
社
の
多
か
っ
た
地
域
を
包
み
込
む
よ
う
な
形
で
外
宮
の
四
至
が
延

　
長
四
年
（
九
二
六
）
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
『
神
宮
雑
例
集
』
に
所
載
さ
れ
た
神

舐
官
符
か
ら
分
か
る
。
こ
の
四
至
が
延
畏
年
間
に
成
立
し
て
い
た
か
と
い
う
点
は

　
資
料
の
性
格
か
ら
み
て
断
言
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
一
二
世
紀
以
前
に
は

　
そ
の
よ
う
な
規
制
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
宮
権
力
（
こ
の
場

　
合
お
そ
ら
く
は
外
宮
系
神
官
と
そ
れ
に
連
な
る
人
々
）
に
よ
る
新
た
な
領
域
の
確

　
定
、
さ
ら
に
は
大
神
宮
司
の
主
導
の
下
に
確
定
さ
れ
た
大
神
宮
四
駅
か
ら
の
離
脱

　
で
あ
り
、
新
た
な
領
域
性
の
発
生
を
意
味
し
て
い
た
。

㊥
　
『
平
安
遺
文
』
〇
二
五
〇

⑯
　
西
垣
清
次
〔
「
律
令
体
鰹
の
解
体
と
伊
勢
神
宮
」
史
潮
五
六
　
一
九
五
五
〕
に

　
よ
れ
ば
、
神
罵
は
「
祭
祀
を
掌
る
職
掌
入
の
構
成
す
る
祭
祀
圏
の
外
郭
に
あ
り
、

　
祭
祀
圏
を
支
え
る
奉
仕
圏
と
も
い
う
べ
き
も
の
」
（
四
〇
頁
）
で
あ
り
、
神
人
の

　
概
念
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
『
平
安
遺
文
』
○
一
欝
一
四

　
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
広
く
神
郡
な
い
し
神
戸
に
属
す
る
人
間
が
軍
民
と
呼
ば

　
れ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
い
購
例
と
、
西
垣
が
指
摘
す
る
よ
う
な
事
例
の
二
つ
の

　
場
舎
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

⑰
　
吉
村
武
彦
「
日
本
古
代
に
お
け
る
律
令
制
的
農
斑
支
配
の
特
質
」
「
九
七
三
年

　
度
歴
史
学
研
究
別
冊
　
一
九
七
三
　
四
三
～
四
四
頁

働
加
藤
友
康
「
浮
浪
と
逃
亡
」
『
日
本
村
落
史
講
座
里
並
治
一
』
雄
山
閣
一
九

　
九
一
な
ど
に
そ
の
展
開
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

⑳
　
野
田
嶺
志
〔
「
九
世
紀
に
お
け
る
提
斑
支
配
の
変
質
1
「
隷
属
」
か
ら
平
民
百
姓

　
へ
」
『
赤
松
俊
秀
教
授
退
宮
記
念
醐
史
論
集
』
　
｝
九
七
二
〕
は
呼
称
例
の
変
化
と

　
収
奪
の
在
り
方
の
変
化
を
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。

⑧
　
　
『
平
安
遺
文
』
○
二
四
門
二
、
　
四
＝
血
⊥
ハ
○

⑭
　
神
民
か
ら
選
ば
れ
る
検
非
違
使
職
に
在
地
の
有
力
者
が
補
任
さ
れ
、
彼
ら
は
そ

　
の
職
を
利
用
し
て
さ
ら
に
在
地
に
勢
力
を
伸
ば
し
て
行
っ
た
こ
と
は
前
掲
第
三

　
童
・
四
〇
）
④
な
ど
の
研
究
に
詳
し
い
。
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本
稿
で
は
伊
勢
神
郡
を
取
り
上
げ
て
、
領
域
性
と
関
連
づ
け
て
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
末
の
伊
勢
神
郡
の
再
編
成
過
程
に
つ
い
て
論
じ
て
き

た
。
、
本
章
で
は
八
・
九
世
紀
の
伊
勢
神
郡
と
い
う
歴
史
的
文
脈
に
お
け
る
領
域
性
の
性
質
に
つ
い
て
の
考
察
の
総
括
を
行
い
、
今
後
の
課
題
に

つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
ま
ず
最
初
に
提
示
し
た
ω
碧
雲
の
議
論
に
お
い
て
は
振
る
一
定
の
範
域
の
内
部
に
い
る
人
間
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
の
か
と
い
う
議
論
を

踏
ま
え
て
、
第
二
章
に
お
い
て
神
郡
内
の
人
聞
の
構
成
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
駅
戸
な
ど
を
除
い
た
神
郡
は
一
般
亀
戸
か
ら

な
る
郡
で
あ
る
と
す
る
説
の
成
立
す
る
可
能
性
に
加
え
て
、
神
郡
は
そ
の
成
立
期
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
の
人
間
が
い
た
が
、
八
世
紀

中
の
重
る
時
点
ま
で
に
神
郡
の
領
域
を
単
位
と
し
た
分
類
に
基
づ
く
編
成
原
理
へ
と
移
行
し
た
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
を
指
摘
し

た
。
ま
た
、
ど
ち
ら
の
説
に
従
う
場
合
に
お
い
て
も
、
神
郡
百
姓
と
い
う
領
域
と
関
連
し
た
呼
称
を
も
ち
い
る
こ
と
は
、
領
域
性
の
性
質
の
ひ

と
つ
で
あ
る
種
類
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
や
数
え
上
げ
る
こ
と
の
必
要
を
省
き
、
支
配
す
る
こ
と
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
次
に
第
三
章
に
お
い
て
は
、
ω
p
o
園
の
指
摘
す
る
二
番
目
の
領
域
性
の
性
質
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
神
堺
を
取
り
あ
げ
て
検

討
を
行
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
神
堺
に
よ
っ
て
画
さ
れ
た
領
域
は
ア
マ
テ
ラ
ス
神
と
い
う
極
め
て
強
力
な
権
威
を
具
現
化
し
た
空
蝉
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
侵
勢
神
郡
の
領
域
は
俗
権
た
る
国
司
勢
力
の
関
与
を
排
除
す
る
効
果
を
も
つ
神
域
的
空
間
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
堺
は
排
除
等
に
関
す
る
象
徴
的
な
形
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
国
司
対
郡
司
の
行
政
管
轄
に
基
づ
く
支
配
系
統

の
貫
徹
の
原
理
の
問
題
が
、
神
宮
と
そ
の
聖
性
を
帯
び
て
い
る
神
郡
の
領
域
性
の
効
果
に
よ
っ
て
俗
域
対
聖
域
の
問
題
に
す
り
替
え
ら
れ
た
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
領
域
性
の
側
面
か
ら
国
司
の
関
与
を
排
除
す
る
動
き
は
領
域
性
の
有
効
性
を
十
分
に
生
か
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
大
神
宮
司
の
配
下
に
検
非
違
使
を
置
く
こ
と
は
領
域
内
で
有
効
な
法
の
浸
透
に
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
在
地
の
社
を

摂
末
社
等
の
体
系
に
整
備
す
る
こ
と
は
帰
属
意
識
を
創
出
す
る
効
果
が
あ
り
、
神
宮
の
経
済
的
基
盤
た
み
在
地
の
諸
勢
力
・
諸
関
係
を
編
成
し
、
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組
織
化
す
る
う
え
で
重
要
な
施
策
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
領
域
の
外
部
か
ら
の
力
の
排
除
ど
領
域
内
部
に
お
け
る
求
心
性

の
問
題
は
ω
9
0
咋
が
指
摘
し
た
三
番
目
の
領
域
性
の
性
質
と
関
連
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
領
域
性
の
観
点
か
ら
伊
勢
神
郡
の
八
・
九
世
紀
の
動
向
に
つ
い
て
、
試
論
を
展
開
し
て
み
た
。
空
間
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て

展
開
し
て
行
っ
た
八
・
九
世
紀
の
伊
勢
神
郡
の
動
向
は
、
空
間
の
理
論
と
し
て
の
領
域
性
概
念
か
ら
見
る
な
ら
ぼ
、
従
来
の
説
を
深
め
る
の
み

な
ら
ず
、
新
た
な
歴
史
地
理
学
研
究
の
可
能
性
も
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
本
稿
は
領
域
性
と
い
う
観
点
を
中
心
と
し

て
対
象
に
接
近
し
た
た
め
、
神
郡
の
権
力
構
造
や
祭
祀
の
体
系
と
い
っ
た
社
会
組
織
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
行
論
理
必
要
な
側
面
に
し
か
関
説

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
伊
勢
神
郡
の
社
会
組
織
構
造
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
察
を
展
開
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
拙
い
な
が
ら
も
描
出
す
る
こ
と
に
努
め
た
空
間
と
社
会
の
関
係
の
問
題
は
、
特
に
英
語
圏
、
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
も
、

近
年
の
地
理
学
研
究
の
一
つ
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
貫
し
て
空
間
の
問
題
を
追
及
し
て
き
た
ω
㊤
。
犀
が
領
域
性
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
研
究
の
潮
流
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
け
れ
ど
も
、
空
間
の
理
論
と
し
て
の
領
域
性
概
念
に
つ
い
て

詳
細
な
考
察
を
行
っ
た
ω
ρ
爵
の
研
究
に
し
て
も
、
領
域
性
の
問
題
を
空
間
一
社
会
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
十
全
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
さ
ら
な
る
考
察
に
際
し
て
は
、
領
域
性
概
念
を
精
緻
化
し
、
空
間
－
社
会
の
フ
レ
ー
ム

ワ
ー
ク
の
中
に
位
置
付
け
、
さ
ら
に
領
域
性
概
念
と
空
間
－
社
会
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
両
方
共
を
止
揚
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
事
例
に
よ
っ
て
考
察
を
深
め
て
行
き
た
い
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
作
成
に
当
た
っ
て
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
及
び
三
重
県
庁
総
務
部
懸
軍
文
書
課
県
史
編
纂
蜜
等
の
関
係
諸
機
関
の
方
々
に
は
資
料
閲
覧
に
際
し

　
　
て
御
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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The　Reorganization　of　the　Ise　shingun（伊勢神郡）：

　　An　Exploration　of　Territoriality　in　Eighth　and

　　　　　　　　　　　　　　Ninth　Century　Japan

by

HoRi　Takehiko

　　It　is　widely　known　that　Ise　Shrine　was　a　very　i皿portant　shrine　in

．ancient　JFapan．　The　sh．rine’s　properties　consisted　of　shinden（神田），　or

shrine　paddy　fields；feanbe（神戸），　a　group　of　households　attached　to　the

shrine；and　the　shingun（神郡），　a　district　that　served　as　the　basis　for

religious　services　and　associated　with　special　shirines　such　as　lse　Shrine

and　lzumo　Shrine．

　　Recently，　there　have　been　many　studies　of　the　Ise　shin．gun（伊勢神

郡）．Among　others，　Ryousuke　Kumada　maintains　that　the　development

of　the　lse　shingun　at　the　end　of　the　elghth　century　was　characterized

by　the　sacralization　of　land　belonging　to　the　shrine．　lt’ 奄刀@useful　to

consider　the　development　of　the　lse　skingun　with　reference　to　the

・concept　of　territoriality，　defined　by　R．　D．　Sack　as　“the　attempt　to　affect，

influence，　or　control　actions，　interactions　er　access　by　asserting　and

attempting　to　enforce　control　over　a　specific　geographic　．area．”　ln　this

paper，　the　author　will　adopt　Sack’s　definition，　and　try　to　explain　the

reorganization　of　the　lse　shingun　in　the　8　th　and　9　th　centuries　according

to　the　three　essential　characterlstics　of　territoriality．

　　First，　the　author　considers　the　organlzation　of　the　lse　shingun，　and

proposes　that　residents　of　the　lse　shingun，　who　had　been　classified　by

type　（such　as　the　kanbe）　in　the　seventh　and　eighth　centuries，　came　to

be　organized　instead　according　to　their　place　of　residence．　This　change

can　be　understood　as　a　basic　tendency　of　territoriality　：　classification　by

area　rather　than　by　type．

　　Second，　the　author　investigates　the　feamusaleae（神堺），　which　bounded

the　territory　of　the　lse　shingun，　and　suggests　that　the　kamttsafeae　was

defined　by　an　ideological　perception　of　and　a　movement　of　exclusion

from　the　lse　shingun．　This　discourse　can　be　as　an　indispensabie　aspect

of　territoriality．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17エ）



　　Third，　the　author　discusses　the　feeling　of　attachment　to　a　specific

geographic　location　manifested　in　the　integrated　system　of　1ocal　shrines

in　the　lseshinguB，　and　shows　that　this　strategic　use　of　territoriality

could　be　a　most　ethcient　tool　for　controlling　the　residents　of　’the　lse

shingun．

　　Finally，　the　author　concludes　that　the　socio－poiitical　reorganization　of

the　Ise　shingun　was　inti皿ately　tied　to　spatial　logic：the　three　funda－

mental　attributes　of　territoriality　and　their　interactions．

（170）




