
国
衙
領
に
お
け
る
領
主
制
の
形
成
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大

山

喬

平

　
【
要
約
ロ
　
鎌
倉
時
代
の
一
霞
期
に
、
若
狭
国
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
ご
と
く
、
中
世
の
国
衙
領
は
荘
園
と
な
ら
ん
で
広
大
な
領
域
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
広

大
な
国
衙
領
は
平
安
末
期
以
来
、
旧
来
の
徴
税
領
域
た
る
「
郷
扁
が
解
体
し
、
あ
ら
た
に
「
別
名
偏
が
広
範
な
る
成
立
を
み
せ
て
、
そ
れ
自
体
大
き
な
変
貌

を
と
げ
て
い
た
。
　
「
別
名
」
の
形
成
に
よ
り
、
そ
の
領
主
達
の
領
内
縫
罠
に
対
す
る
「
勧
農
権
」
の
行
使
が
体
制
的
に
確
認
さ
れ
る
に
い
た
り
、
時
代
の
進

展
と
と
も
に
鎌
倉
時
代
の
初
頭
を
す
ぎ
れ
ば
、
こ
の
勧
農
権
が
下
地
進
血
権
へ
と
継
承
転
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
別
名
の
形
成
と
は
領
主
制

の
生
誕
を
具
体
的
に
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
は
、
国
衙
の
餐
構
成
員
達
が
、
平
安
末
期
に
そ
れ
ぞ
れ
の
職
掌
に
従
っ
て
国
衙

の
体
制
を
変
換
さ
せ
つ
つ
旧
来
の
郷
を
分
割
し
、
数
多
く
の
在
庁
別
名
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
衙
領
そ
の
も
の
が
体
糊
的
に
封
建
的
構
成
へ
と

一
定
度
の
傾
斜
を
と
げ
る
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

　
南
本
に
お
け
る
封
建
綱
の
形
成
過
程
を
究
明
し
て
い
く
う
え
で
、

平
安
末
期
の
国
衙
権
力
と
国
衙
領
の
変
質
過
程
の
追
究
は
漸
次
重
要

性
を
ま
し
つ
つ
あ
る
。
，
そ
こ
で
は
研
究
史
上
の
か
つ
て
の
一
時
期
の

ご
と
く
、
国
衙
を
た
ん
に
封
建
制
成
立
の
障
害
と
し
、
こ
れ
を
あ
く

ま
で
古
代
的
と
の
み
画
一
的
に
把
握
し
つ
つ
、
そ
こ
に
内
在
す
る
諸

矛
盾
の
結
果
と
し
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
国
衙
自
体
の
一
定
度
の
変
質

に
臼
を
む
け
な
い
と
い
う
分
析
方
法
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
以
前
の
分
析
の
仕
方
は
、
封
建
制
形
成
過
程
に
み
ら
れ
る
王
権

の
歴
史
的
役
割
を
正
当
に
評
価
す
る
道
を
と
ざ
し
て
し
ま
う
危
険
を

は
ら
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
領
主
制
の
形
成
過
程
、

を
古
代
家
族
の
展
開
過
程
と
い
う
極
限
さ
れ
た
狭
い
枠
内
に
屡
小
化

し
て
し
ま
う
分
析
視
角
は
、
封
建
的
土
地
所
有
の
形
成
過
程
に
内
在



圏衙領における領童制の形成（大肉）

す
る
問
題
を
あ
い
ま
い
に
し
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
と
り
あ
っ
か
わ
な

い
結
果
を
ま
ね
い
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
国
衙
領
に
お
け

る
別
名
の
一
般
的
形
成
を
論
じ
て
、
そ
こ
に
領
主
制
の
形
成
と
あ
わ

せ
て
国
衙
領
の
封
建
的
構
成
へ
の
全
体
制
的
な
傾
斜
を
み
よ
う
と
し

た
本
稿
は
、
以
上
の
ご
と
き
点
を
考
慮
し
つ
つ
日
本
に
お
け
る
封
建

制
形
成
の
一
観
点
を
提
示
し
よ
う
と
プ
）
た
も
の
で
あ
る
。
平
安
末
期

以
来
、
広
範
に
成
立
し
て
く
る
領
主
制
が
領
内
に
対
す
る
い
か
な
る

権
限
と
役
割
を
果
し
つ
つ
、
そ
の
成
長
を
と
げ
て
い
っ
た
か
は
未
解

決
の
問
題
を
多
く
の
こ
し
て
い
る
。
論
稿
で
と
り
あ
つ
か
う
「
別
名
」

は
み
ず
か
ら
中
世
所
領
化
し
よ
う
と
す
る
郷
な
ど
と
共
に
領
主
制
展

開
の
舞
台
を
な
し
た
竜
の
で
あ
る
。
中
世
社
会
に
お
け
る
荘
園
と
国

衙
領
の
具
体
的
な
田
数
比
、
圏
衙
領
内
に
3
3
け
る
郷
と
別
名
の
対
応

蘭
四
係
、
さ
ら
に
こ
れ
を
統
轄
す
る
権
限
を
本
来
的
に
有
し
た
国
衙
機

構
と
在
地
に
成
立
す
る
領
主
捌
と
の
相
互
関
連
等
、
追
究
す
べ
き
問

題
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

郷
と
別
名

　
こ
こ
で
考
察
す
る
「
別
名
」
と
は
「
別
符
の
名
」
の
こ
と
で
あ
る
。

「
溺
符
」
が
「
名
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
常
陸
国
吉
田
郡
に
あ
っ
て
「
件

も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

別
符
停
止
為
事
之
執
行
、
為
禽
員
之
名
田
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
①

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
　
「
別
名
」
に
は
ま
た
「
保
」
が
存
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
家
）
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
、

は
丹
波
国
大
山
荘
に
お
い
て
「
於
米
光
保
者
、
所
申
請
別
名
也
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
潔
し
ら
れ
る
。
　
「
別
符
」
は
従
来
「
別
符

の
保
」
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
事
例
が
多
い
が
、
私
は
「
別
符
㎏
を

総
称
し
う
る
も
の
は
「
別
名
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
後
に
の
べ
る
よ

う
に
「
別
符
の
保
」
は
「
別
名
」
」
の
一
類
型
で
あ
る
。

　
別
符
に
つ
い
て
の
先
学
の
説
明
は
「
別
符
墾
田
の
謂
で
、
荘
田
の

中
に
竜
別
心
の
符
宣
を
以
て
、
賜
与
聴
許
せ
ら
れ
た
る
私
墾
を
云
う
」

　
　
　
　
　
③

（
吉
田
東
伍
氏
）
、
　
「
別
符
と
い
う
の
は
本
荘
の
公
験
に
準
拠
し
て
国

司
の
は
か
ら
い
で
成
立
し
た
蕩
園
地
の
こ
と
で
あ
る
」
（
覆
岡
虎
之
助

④氏
）
、
「
荘
園
を
国
郡
司
直
が
取
戻
し
た
時
に
、
之
を
一
般
の
公
領
と

せ
ず
、
保
と
称
す
る
別
符
の
地
と
し
て
、
保
司
を
覆
い
て
国
衙
領
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
特
別
区
域
と
し
た
」
（
清
水
三
男
氏
）
等
が
存
し
て
い
る
。
吉
田
氏

と
西
岡
氏
の
説
明
は
、
荘
領
の
別
符
に
対
す
る
書
及
で
あ
っ
て
、
現

在
で
は
も
は
や
不
充
分
で
あ
り
、
清
水
氏
は
国
衙
領
に
お
け
る
別
符

に
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
と
て
屯
荘
園
の
先
行
が
あ
っ
た
う

え
で
の
別
符
が
問
題
に
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
平
安
末
期
に
は
、
純

然
た
る
国
衙
領
内
部
に
お
い
て
も
、
別
符
が
成
立
す
る
一
般
的
条
件
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が
成
熱
し
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
清
水
氏
は
別
符
成
立

の
一
経
路
を
説
明
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
よ

う
に
、
別
符
に
関
す
る
先
学
の
説
明
は
、
か
な
ら
ず
し
も
充
分
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

る
と
云
い
が
た
い
が
、
そ
れ
ら
の
諸
見
解
か
ら
、
す
く
な
く
と
も
別

も符
が
特
別
の
符
宣
を
も
つ
て
成
立
せ
し
め
ら
れ
た
特
別
区
域
を
示
す
、

と
い
う
事
実
を
結
論
的
に
引
き
出
し
う
る
と
思
う
。
か
か
る
別
符
艮

別
名
に
つ
い
て
、
若
狭
国
を
主
な
例
証
と
し
な
が
ら
、
よ
り
具
体
的

に
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
中
世
に
お
け
る
若
狭
国
の
土
地
所
有
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
う
え

で
、
別
名
の
考
察
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
屯
の
で
あ
る
。
文
永
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

年
に
作
成
さ
れ
た
若
狭
国
惣
田
数
帳
1
1
大
田
文
は
こ
の
点
で
き
わ
め

て
大
き
な
史
料
的
価
値
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
、

こ
の
よ
う
な
大
田
文
が
各
国
で
作
成
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
が
、
現
存

の
竜
の
は
き
わ
め
て
少
い
と
い
う
関
係
か
ら
、
こ
の
大
田
文
に
よ
っ

て
知
り
う
る
若
狭
国
の
事
態
は
、
鎌
倉
時
代
の
全
国
的
な
社
会
関
係

を
考
察
す
る
う
え
で
一
つ
の
明
確
な
基
準
を
与
え
う
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
中
世
に
お
け
る
若
狭
国
の
一
断
面
を
一
国
的
規
模
の
も
と
に
伝
え

て
く
れ
る
こ
の
大
田
文
も
、
現
在
残
っ
て
い
る
も
の
は
後
世
の
写
し
、

で
あ
る
関
係
上
、
写
し
誤
り
が
相
当
に
存
し
、
虫
喰
の
部
分
も
混
っ

て
い
て
そ
の
完
全
な
復
元
は
相
当
に
困
難
で
あ
る
。
た
だ
各
所
領
に

つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
角
度
か
ら
各
溝
成
部
分
の
こ
ま
か
い
田
数
・

斗
代
・
妥
当
米
等
を
記
し
、
か
つ
そ
の
総
計
な
算
嵐
し
て
い
る
の
で
、

そ
れ
ら
を
照
応
せ
し
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
用
意
な
写
し
違
い
を
相

当
程
度
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
全
体
の
構
成
薫
煙
わ
な
く
読

み
・
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
詳
細
な
計
算
過
程
は
省
略
し
、
完
全
に
無

視
し
う
る
よ
う
な
小
さ
な
数
字
上
の
誤
差
は
計
算
に
入
れ
な
い
で
、

そ
の
結
果
だ
け
を
示
す
と
大
田
文
は
若
狭
国
国
田
数
を
第
一
表
の
ご

と
く
分
類
し
て
い
る
。
大
田
文
は
、
こ
の
分
類
に
続
い
て
応
岩
陰
の

所
当
米
の
総
額
な
ら
び
に
斗
代
別
累
計
を
記
し
た
の
ち
、
青
郷
以
下

六
七
冠
注
に
つ
い
て
さ
ら
に
く
わ
し
い
内
容
を
記
し
て
い
て
、
こ
の

部
分
が
大
田
文
の
中
心
部
分
を
な
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
第
一
表
の
う
ち
、
な
お
疑
点
の
存
す
る
の
は
ホ
庄
の
構
成

で
あ
る
。
賀
茂
庄
以
下
五
庄
二
郷
の
田
数
は
、
ど
の
よ
う
な
組
み
合

せ
で
再
構
成
し
て
も
本
庄
の
記
数
と
根
本
的
に
喰
い
違
っ
て
お
り
、

転
写
の
際
に
大
き
な
誤
り
を
お
か
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
た

だ
本
庄
と
新
庄
の
合
計
が
庄
田
で
あ
る
こ
と
に
誤
り
は
存
し
な
い
か

ら
右
の
欠
陥
も
大
田
文
の
若
狭
国
忌
田
数
の
分
類
自
体
に
影
響
す
る
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国衙領における領空制の形成（大1－1－1）

大田文の所領分類第一一表

＠　　　　　　　　　　＠
603’　8（庄田）

N：欝
　　　　　　＠！53．4　（便補保）　．・g。・・。．．．．．．．．．＿．．

　　　　　　　0136．2（山門沙汰）’……’………

83．3（三期春沙汰）・・’・＿＿…・・

　　　　　　　＠
：L7．9（蓉津庄）

　　　　　　tw
　2，8　（田丼浦）

　　　　　　　op
38．6（津々見保）

　　　　　　＠
537．6（不輸田）

：：：：灘慧τ誰2郷

…・ w富保以下6保

…得吉保以下9所

…・ ﾊ偲郷以下3所

　　　　　　＠
1574．　！

（除　ff）

＠
　　　643．　5

（応輸田）

　　　　0
2217．　6

（惣田数）

備考一三の単位は町。歩以下は切捨。

　　　①②………は大園文の言闘粛碩を派す。

も
の
で
は
な
い
。
さ
て
、
こ
こ
に
、
山
門
沙
汰
・
薗
城
寺
沙
汰
が
庄

田
・
便
補
保
か
ら
独
立
し
て
別
個
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の

両
荘
園
領
主
の
保
持
す
る
田
数
が
他
の
荘
園
領
主
に
く
ら
べ
、
若
狭

国
に
お
い
て
卓
越
し
た
地
位
を
保
持
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

こ
の
両
寺
の
所
領
竜
性
格
の
う
え
か
ら
云
う
な
ら
ば
庄
田
・
便
補
保

の
い
ず
れ
か
に
含
み
こ
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

西
津
庄
・
田
井
浦
・
津
々
見
保
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
事
情
が

存
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
当
瀬
の
分
析
だ
け
か
ら
云
え
ば
、
一
応
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
も
前
の
も
の
と
同
系
列
の
所
領
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
不
輸
田
と
応
輸
田
と
が
残
っ
た
が
、
両
者
は
文
字
通
り
相

対
応
す
べ
き
竜
の
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
の
性
格
は
、
大
田
文
の
中

心
を
な
す
部
分
、
す
な
わ
ち
先
に
述
べ
た
青
郷
以
下
六
七
所
領
の
記

載
と
対
応
さ
せ
で
は
じ
め
て
正
確
に
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
第
一

表
の
不
輸
田
と
は
、
こ
の
青
郷
以
下
六
七
所
領
の
う
ち
に
ば
ら
ば
ら
．

に
ふ
く
ま
れ
る
不
輸
田
を
す
、
へ
て
抜
き
出
し
、
整
理
分
類
し
て
除
田

の
項
の
最
後
に
付
し
た
も
の
で
あ
り
、
応
丁
田
と
は
同
じ
く
青
郷
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

下
六
七
所
領
に
弾
ま
れ
る
定
田
の
総
計
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

庄
田
・
便
補
保
・
山
門
沙
汰
・
薗
城
寺
沙
汰
・
西
津
庄
・
田
井
浦
・

津
女
見
保
の
各
所
領
を
一
括
し
て
、
ひ
ろ
い
意
味
で
の
荘
領
と
す
る
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な
ら
ば
、
応
輪
田
と
不
輸
田
は
そ
れ
わ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
若

狭
国
の
国
衙
領
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
大

田
文
に
み
る
若
狭
国
の
荘
園
と
国
衙
領
を
ほ
ぼ
類
別
し
え
た
と
考
え

る
。
そ
の
結
果
、
荘
園
一
、
〇
三
六
町
余
に
対
し
て
、
国
衙
領
一
、

一
八
一
時
余
と
い
う
中
世
若
狭
の
一
時
期
に
お
け
る
荘
園
と
国
衙
領

の
田
数
比
を
基
本
的
に
確
認
し
う
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
後
に

も
ふ
れ
る
よ
う
に
国
衙
領
の
荘
園
化
は
、
な
お
部
分
的
に
進
行
し
た

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
右
の
事
実
を
固
定
化
し
て
考
え
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
が
、
そ
れ
で
も
な
お
右
に
み
る
事
態
は
わ
ず
か
な
が
ら

国
衙
領
の
雨
露
が
荘
園
を
圧
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
し
え
な
い
の
で

み
る
。
以
上
の
事
実
か
ら
す
く
な
く
と
も
中
世
の
国
衙
領
を
た
ん
に

荘
園
体
制
の
付
属
物
の
ご
と
く
あ
つ
か
う
一
般
的
通
念
は
、
す
で
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
あ
ら
た
め
て
考
え
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
若
狭
国
大
田
文
を
作
成
し
た
目
的
は
、
大
田
文
の
中
心
を
な
す
部

分
、
す
な
わ
ち
青
郷
以
下
六
七
所
領
に
わ
た
る
若
狭
国
の
全
樋
言
外

を
実
検
し
、
応
額
田
と
不
輸
田
を
算
出
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
斗
代
に

従
っ
て
総
額
一
、
九
五
五
石
余
に
の
ぼ
る
落
雷
米
を
一
国
的
規
模
に

お
い
て
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
か
か
る
収
取
を
実
現
す
る
権
限

を
本
来
的
に
有
し
た
国
衙
機
構
の
存
続
と
、
こ
れ
を
継
承
し
て
い
っ

た
守
護
所
の
う
ご
き
は
、
守
護
領
国
制
展
開
の
基
本
コ
ー
ス
を
な
し

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
実
検
の
対
∵
象
と
な
っ
た
若

狭
国
の
国
衙
領
は
、
す
で
に
何
度
竜
述
べ
た
よ
う
に
青
郷
以
下
六
七

所
領
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
内
訳
を
み
る
と
郷
・
保
・
名
・

浦
・
出
作
・
加
納
・
寺
・
社
・
宮
等
き
わ
め
て
種
々
雑
多
な
名
称
の

所
領
が
な
ら
ん
で
い
る
こ
と
に
ま
ず
注
霞
さ
れ
る
。
大
田
文
は
こ
れ

ら
の
各
所
領
ご
と
に
全
田
…
数
・
西
田
・
定
田
（
銭
応
輸
田
）
を
確
定
し
、

定
田
の
各
部
分
の
斗
代
に
応
じ
て
所
血
豆
の
賦
課
額
を
算
出
し
、
も

っ
て
収
取
の
基
礎
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
六
七
の
各
所
領
は
、

以
上
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
そ
の
所
為
米
が
算
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
た
が
い
に
別
個
の
徴
税
領
域
を
構
成

し
た
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
若
狭
国
の
国
衙
領
六
七
噺
領
の
性
格
は
以
上
の
ご
と
く
、
た
が
い

に
椙
並
列
す
る
国
衙
の
徴
税
領
域
を
な
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
た
だ

そ
れ
ら
は
歴
史
的
発
展
の
所
産
と
し
て
相
互
に
一
定
の
関
係
を
内
包

し
て
い
る
こ
と
も
見
落
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
を
富
田
郷
と

千
与
次
名
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
㈹
窟
田
郷
　
百
廿
八
町
七
反
七
十
歩
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除
寺
闘

神
田

別
名
九
十
五
町
五
反

　
千
与
法
名
　
一
町
四
反
五
十
歩

　
武
延
名

　
　
　
（
以
下
別
名
内
訳
省
略
）

河
成
　
　
　
五
反
計
歩

不
作
　
　
　
六
町
一
二
反
四
十
・
止
少

｛疋

c
　
　
　
六
町
一
一
誉
以
二
百
｝
九
十
漁
少

所
当
米
　
四
十
壱
石
五
斗
五
升
二
合
二
勺
二
才

百
昔
二
町
三
反
百
八
十
歩

　
五
町
八
反
八
十
歩

（
寺
田
内
訳
省
略
）

十
四
町
壱
反
二
百
九
十
歩

（
神
田
内
訳
省
略
）

　
　
　
　
除
名
々
寺
社
卜
定

働
千
与
三
三

　
　
志
万
郷

　
　
窟
田
郷

　
　
照
　
郷

　
除

六
町
．
二
反
三
百
十
回
歩

　
二
町
八
反

　
壱
町
四
反
五
十
歩

　
二
町
二
百
七
十
歩

二
町
五
反
九
十
歩

（
除
田
内
訳
雀
略
）

　
　
定
田
三
町
七
反
二
百
婚
歩

　
　
所
当
米
廿
四
石
三
斗
九
升

右
の
富
田
郷
は
、
六
七
所
領
の
記
載
順
か
ら
云
う
と
九
番
9
、
千
与

次
名
は
同
じ
く
一
四
番
目
の
所
領
で
あ
る
。
富
田
郷
除
田
の
う
ち
、

寺
田
・
神
田
・
河
成
・
不
作
の
各
項
、
そ
れ
に
干
与
恐
恐
の
除
田
は

そ
れ
ぞ
れ
省
略
し
た
部
分
を
含
め
て
く
わ
し
く
書
き
抜
か
れ
、
第
一

表
に
記
し
た
大
田
交
巻
頭
の
不
輸
田
の
項
に
お
の
お
の
分
類
再
録
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ

く
富
田
郷
の
除
田
に
あ
り
な
が
ら
別
名
だ
け
は
事
情
が
別
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
不
輪
田
の
部
分
を
い
く
ら
さ
が
し
て
も
で
て
こ
な
い
。
こ
の

こ
と
は
別
名
が
、
富
田
郷
の
除
田
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
た
だ
ち

に
国
衙
の
不
輸
田
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
竜
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
た
と
え
ば
富
田
郷
の
三
田
で
あ
る
別
名
の
う
ち
「
干
与
旧
名
一

町
四
反
五
十
歩
〕
が
ふ
た
た
び
で
て
く
る
の
は
、
独
自
の
国
衙
領
を

な
す
千
与
次
名
六
町
二
反
三
二
〇
歩
の
一
構
成
要
素
と
し
て
記
載
さ

れ
る
「
富
田
郷
壱
町
四
反
五
十
歩
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
富
田

郷
と
千
与
次
名
と
い
う
若
狭
国
国
旧
領
の
二
つ
の
独
立
し
た
徴
税
領

域
の
記
載
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
富
田
郷
の
除
田
（
践

別
名
）
一
町
四
反
五
〇
歩
が
、
志
万
郷
・
西
郷
の
除
田
（
皿
別
名
）
と
と
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亀
に
独
自
の
応
輪
島
を
も
つ
国
衙
領
で
あ
る
干
与
次
名
六
町
余
を
講

成
し
た
事
惰
を
容
易
に
知
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
若
狭
国
国
衙
領
六
七
所
領
の
う
ち
に
は
千
与

次
名
の
ご
と
き
別
名
と
、
富
田
郷
の
ご
と
き
非
別
名
と
が
存
し
て
相

互
に
関
係
し
あ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と

同
時
に
千
与
次
名
の
ご
と
き
別
名
の
成
立
が
、
富
田
郷
の
ご
と
き
所

領
の
分
割
を
意
味
し
た
こ
と
と
、
こ
の
分
割
…
に
よ
っ
て
国
衙
領
の
所

当
米
が
蜜
田
郷
等
を
通
す
こ
と
な
く
、
新
た
に
成
立
し
た
別
名
を
通

し
て
収
納
さ
れ
る
よ
う
に
変
化
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
六
七
所
領
中
に
含
ま
れ
る
太
良
保
の
保
司
職
補
任
状
に
「
別

納
之
地
」
と
し
て
保
務
を
行
う
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
の
は
こ

　
　
　
　
　
　
⑨

れ
を
示
し
て
い
る
。

　
し
か
ら
ば
、
別
名
に
は
ど
ん
な
所
領
が
存
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
先

に
末
光
保
が
別
名
と
称
さ
れ
た
事
例
を
指
摘
し
た
が
、
富
田
郷
に
つ

い
て
み
る
と
別
名
九
五
町
余
は
、
千
与
節
名
に
続
い
て
武
延
名
・
今

富
名
・
武
成
名
・
常
満
保
・
細
工
保
・
清
貞
名
・
是
光
名
・
正
行
名

・
利
枝
名
・
沢
方
名
・
光
輪
名
・
得
永
名
・
吉
松
名
・
時
枝
名
・
雑

色
名
・
国
署
名
・
宮
雄
松
林
寺
・
八
幡
宮
・
日
吉
社
・
賀
茂
社
・
相

意
発
心
寺
・
是
永
名
・
織
手
名
の
二
四
所
領
が
順
次
記
載
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
千
与
虚
名
・
武
延
名
な
ど
の
名
の
み
な
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

常
満
保
・
細
工
保
な
ど
の
保
、
宮
岡
松
林
寺
・
相
意
発
心
寺
の
ご
と

　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

き
寺
、
日
吉
社
・
賀
茂
社
の
ご
と
き
社
、
そ
の
他
八
幡
宮
な
ど
が
一

　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
へ

括
し
て
す
べ
て
別
名
の
部
類
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

寓
田
郷
の
記
載
に
「
除
名
々
寺
社
田
定
」
と
あ
る
の
は
、
前
後
の
関
係

か
ら
、
こ
れ
ら
二
四
の
別
名
の
歴
数
九
五
輿
送
が
河
成
・
不
作
を
含
み

こ
ん
で
い
る
ほ
か
は
応
輸
田
の
み
か
ら
な
り
、
名
々
の
寺
社
賑
（
鯉

不
輸
田
）
　
を
除
い
た
数
値
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
た
こ
と
が
あ
き
ら

か
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の

保
。
名
。
寺
・
社
・
宮
等
は
こ
と
ご
と
く
「
名
」
と
竜
呼
ば
れ
う
る

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
保
や
社
寺
ば
か
り
で
な
く
、
志
万
郷
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

い
て
は
賀
尾
浦
∵
阿
納
浦
な
ど
の
浦
が
別
名
と
記
さ
れ
、
ま
た
東
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

に
お
い
て
は
東
出
作
の
ご
と
き
出
作
田
が
別
名
と
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
注
目
す
べ
き
は
西
郷
四
反
余
と
一
町
四
反
余
が
そ
れ
ぞ
れ
東
郷

・
志
万
遍
に
お
い
て
別
名
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
に

述
べ
る
太
良
保
な
ど
も
、
そ
の
ま
ま
荘
号
宣
旨
を
う
け
て
太
良
荘
に

な
る
の
で
あ
る
が
や
は
り
西
郷
と
東
郷
の
別
名
で
あ
る
と
記
載
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
の
有
名
な
太
良
荘
な
ど
と
い
う
の
は
、

本
来
は
一
個
の
別
名
紅
燈
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
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こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
荘
園
は
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

名
は
荘
園
の
下
部
構
造
で
あ
る
と
い
っ
た
固
定
観
念
は
あ
き
ら
か
に

誤
り
で
あ
る
。
荘
園
の
内
部
に
あ
っ
て
荘
園
を
構
成
し
た
よ
う
な
名

に
の
み
注
回
し
て
荘
全
体
が
一
個
の
名
に
も
な
り
う
る
と
い
っ
た
事

情
を
み
お
と
す
な
ら
ば
、
全
体
的
な
名
体
制
を
理
解
し
え
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
富
田
郷
と
千
与
次
名
の
例
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
照
文

の
作
成
者
は
若
狭
国
に
お
け
る
各
所
領
の
歴
史
的
成
立
事
情
を
一
応

考
慮
し
な
が
ら
執
筆
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
大
田
文
作
成

の
趣
旨
か
ら
云
っ
て
も
各
所
領
の
成
立
事
情
を
叙
述
す
る
こ
と
が
そ

の
本
来
的
臼
的
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
こ
か
ら
所
領
変
遷
を
読
み

と
ろ
う
と
す
る
研
究
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
大
田
文
の
記
述
は
当
然
大

き
な
制
約
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
例
を
ま
ず
正

行
名
の
記
載
か
ら
逆
に
考
え
て
み
た
い
。
正
行
名
一
瓢
町
七
反
余
の
記

載
に
は
、
こ
れ
が
富
田
郷
・
西
郷
・
志
男
鹿
等
か
ら
分
立
し
た
別
名

で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
正
行
名
に
は
そ
の
領

主
問
に
複
雑
な
争
・
い
が
あ
っ
た
た
め
に
、
特
に
註
記
が
加
え
ら
れ
て
、

こ
れ
が
実
際
に
は
是
光
名
・
利
枝
名
・
細
工
保
な
ど
か
ら
分
立
し
て

成
り
立
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

正
行
名
が
富
田
郷
・
西
郷
・
志
平
郷
等
の
別
名
で
あ
る
と
い
う
の
は

こ
の
名
の
直
接
の
母
胎
で
あ
っ
た
是
芸
名
・
利
枝
名
・
細
工
保
等
が

さ
ら
に
ま
た
富
田
郷
以
下
の
溺
名
で
あ
っ
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
正
行
名
に
つ
い
て
ば
、
た
ま
た
ま
事
情
が
あ
っ
て
そ
の
複
雑

な
成
立
事
情
が
註
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
般
の
所
領
に
つ
い
て

は
か
か
る
註
記
が
な
く
、
た
だ
本
来
の
所
領
形
態
と
そ
の
最
終
の
到

達
点
の
み
が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
そ
の
闘
の
経
過
は
あ
き
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
大
田
文
の
史
料
的
制
約
を
考
え
る
う

え
で
参
考
に
な
る
い
ま
一
つ
の
事
例
は
三
方
郷
と
能
登
浦
の
関
係
で

あ
る
。
大
購
文
作
成
者
は
「
能
登
浦
里
町
四
反
」
を
記
載
す
る
に
際

し
て
、
そ
の
内
訳
を
「
即
愚
智
町
一
瓢
反
二
二
方
骨
二
町
壱
反
」
と
記

し
て
い
る
。
合
計
し
て
三
町
四
反
で
あ
る
。
　
「
即
浦
」
と
は
浦
自
身
、

つ
ま
り
最
初
か
ら
の
能
登
浦
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
能
登

浦
一
丁
三
反
が
最
初
か
ら
三
方
郷
と
は
別
個
に
存
し
、
近
来
あ
ら
た

に
三
方
郷
の
田
地
二
町
一
反
が
加
え
ら
れ
て
能
登
浦
　
二
町
四
反
が
成

立
し
た
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
三
方
郷
の
記
載
を

み
る
と
、
そ
の
除
田
（
琵
別
名
）
の
と
こ
ろ
に
「
能
登
専
業
町
四
反
」

と
な
っ
て
い
て
、
先
の
よ
う
な
表
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
能
登
浦

全
体
が
竜
と
も
と
三
方
郷
に
ふ
く
み
こ
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
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て
い
る
。
こ
の
両
者
の
表
現
に
あ
る
矛
盾
か
ら
た
だ
ち
に
わ
か
る
よ

う
に
、
大
田
交
作
成
者
が
所
領
の
成
立
事
情
を
一
応
考
慮
し
て
い
る

と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
時
期
区
分
の
基
準
は
き
わ
め
て
便
宜
的
な

も
の
で
あ
り
、
決
し
て
厳
密
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
一
二
方
郷
と
能
登
浦
に
あ
っ
て
は
、
両
者
の
喰
い
違
い
に
よ
っ

て
、
能
登
浦
の
成
立
に
少
く
と
も
二
つ
の
段
階
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

り
う
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
大
田
文
作
成
者
が
三
方
郷
を
記
載
す
る

に
際
し
て
も
、
能
登
浦
を
記
載
し
た
と
き
に
用
い
た
の
と
同
じ
基
準

で
時
代
を
区
分
し
て
い
た
な
ら
ば
、
別
名
能
登
浦
全
体
の
成
立
事
情

は
遂
に
表
現
さ
れ
ず
に
お
わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
考
え
て
大
田
文
の
別
名
の
う
ち
に
は
そ
の
成
立
事
情
が
本
来

の
所
領
と
た
ち
き
ら
れ
て
不
明
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
あ
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。
説
明
が
や
や
煩
雑
に
な
っ
た
が
、
大
田
文
を
分
析
す

る
に
さ
い
し
て
は
以
上
二
例
を
あ
げ
て
考
察
し
た
よ
う
な
制
約
が
実

際
に
存
す
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ

し
か
し
な
が
ら
こ
の
大
田
文
は
、
作
成
者
が
国
衙
領
に
お
け
る
か
ぎ

り
、
各
所
領
の
成
立
事
情
を
一
応
考
慮
し
つ
つ
一
国
的
規
模
で
も
つ

て
執
筆
し
た
と
い
う
み
・
の
が
し
え
な
い
利
点
を
現
実
に
有
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
大
田
文
作
成
者
が
意
識
し
て
用
い
た
記
載
様
式
の
二
類
型
を
こ
こ

で
は
便
宜
上
、
㈱
十
型
記
載
と
面
別
名
型
記
載
と
な
づ
け
て
区
別
す

る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
実
例
は
、
先
に
引
用
し
た
㈹
富
田
郷

と
⑧
干
与
靴
下
に
み
・
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
郷
型
記
載
の
特
徴
は
、

そ
の
民
田
の
う
ち
に
別
名
を
含
む
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
、
除
田
内

部
の
講
成
が
比
較
的
簡
単
で
、
そ
の
各
構
成
を
神
田
・
寺
田
以
下
の

項
目
に
再
分
類
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
所
領
に
あ
っ
て
は
神
田

・
寺
田
等
と
と
竜
に
、
　
「
別
名
」
と
い
う
具
体
的
な
表
現
を
欠
い
て

い
る
。
し
か
し
そ
の
内
実
が
別
名
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
の
は

そ
れ
が
神
田
で
あ
る
か
寺
田
で
あ
る
か
を
読
み
と
る
の
と
同
じ
く
、

全
く
簡
単
で
あ
る
。
逆
に
別
名
型
記
載
の
特
徴
は
、
そ
の
田
地
全
体

に
わ
た
っ
て
、
成
立
母
胎
の
所
領
名
を
明
示
し
、
次
に
除
田
の
執
筆

に
う
つ
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
記
載
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
所
領
全
体
が
他
所
領
の
別
名
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
但
し
、
こ
の
場
合
も
別
名
の
母
胎
に
な
っ
た
所
領
が
単
一
の
さ

い
に
は
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
の
と
之
ろ
の
記
載
を
欠
か
す

事
例
が
多
い
。
た
だ
こ
れ
も
、
形
成
母
胎
に
あ
た
る
所
領
の
二
心

（
皿
別
名
）
の
甲
記
載
に
よ
っ
て
、
そ
の
別
名
た
る
こ
と
が
明
ら
か
な
竜

の
が
多
く
、
　
こ
れ
ら
は
太
ギ
来
な
ら
ば
、
　
こ
の
嵩
記
載
が
あ
る
べ
き
筈
の
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も
の
と
し
て
こ
の
類
型
に
入
れ
る
。
若
狭
国
国
衙
領
六
七
ケ
所
の
相

当
に
複
雑
な
認
載
も
、
右
の
よ
う
な
基
準
を
立
て
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
郷
型
記
載
の
所

領
は
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
別
名
を
成
立
せ
し
め
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
り
、
別
名
型
記
載
の
所
．
領
は
逆
に
、
そ
の
全
田
数
が
他
所
領
か

ら
分
離
し
た
別
名
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
特
徴
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
ρ

　
〔
郷
型
記
載
〕

　
郷
　
青
郷
・
佐
分
郷
・
富
田
郷
・
志
万
郷
・
西
郷
・
東
郷
・
三
方
郷

　
保
　
青
保
・
鳥
羽
上
保

　
〔
別
名
型
記
載
〕

　
保
　
常
満
保
・
細
工
保
・
開
発
保
・
栗
田
保
・
太
良
保
・
松
永
保

　
名
　
重
園
名
・
岡
安
名
・
秋
里
名
・
千
与
旧
名
・
一
三
名
・
今
一
名
・
武

　
　
　
実
名
・
清
貞
名
・
明
光
名
・
乱
行
名
・
利
枝
名
・
沢
方
名
・
光
里
下

　
　
　
・
得
永
名
・
古
松
名
・
時
枝
名
・
雑
色
名
・
三
厩
名
・
国
一
名
・
七

　
　
　
郎
丸
名
・
格
意
名
・
是
永
名
・
安
行
名
・
四
郎
丸
名
・
織
手
名
・
吉

　
　
　
末
名
・
犬
丸
名

　
浦
　
恒
富
浦
・
友
次
浦
・
賀
三
浦
・
能
登
浦
ム
麟
方
浦

　
寺
　
妙
法
寺
・
重
壁
松
林
寿

　
社
（
宮
）
　
貝
弊
社
・
賀
茂
社
・
八
幡
宮

そ
の
他
　
東
出
作
・
佐
古
出
作
・
多
鳥
閏

〔
不
明
〕

郷
本
郷
・
耳
礪
牙

保
　
宮
河
保
・
薪
保
・
鳥
羽
下
保

浦
　
言
納
浦
・
同
土
浦
・
丹
生
浦

そ
の
他
加
斗
加
納
∵
三
方
新
…
御
供
照
・
志
積
田
・
馬
背
段
波

以
上
、
国
衙
領
六
七
所
領
の
う
ち
五
五
所
領
で
た
し
か
め
う
る
大
田

文
記
載
の
二
類
型
を
分
類
す
る
と
、
郷
の
七
所
領
は
す
べ
て
郷
型
記

載
を
示
し
、
保
の
八
所
領
の
う
ち
二
所
領
は
郷
型
記
載
、
六
所
領
は

別
名
型
記
載
で
あ
砂
、
そ
の
他
の
所
領
は
名
の
二
七
所
領
、
浦
の
五

所
領
等
を
含
め
て
す
べ
て
測
三
型
記
載
に
な
っ
て
い
る
。
不
明
の
一

二
所
領
に
つ
い
て
は
先
に
み
た
よ
う
な
大
田
文
記
載
の
制
約
か
ら
各

所
領
の
成
立
事
情
が
表
現
さ
れ
な
い
で
お
わ
っ
た
も
の
の
多
い
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
郷
以
外
で
郷
型
記
載
に
含
ま
れ
う
る

も
の
は
保
の
み
・
で
あ
る
と
い
う
右
の
結
果
か
ら
み
て
、
阿
納
浦
・
日
向

浦
・
丹
生
浦
・
加
斗
加
納
・
三
方
新
御
供
田
・
志
積
田
・
馬
背
片
波
の

七
所
領
が
別
名
で
あ
る
こ
と
、
本
郷
・
耳
酉
郷
の
二
所
領
が
郷
型
に

入
り
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
考
・
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
保
の
三
所
領
に
つ
い
て
は
一
応
保
留
に
し
て
お
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く
。　

以
上
、
大
田
文
作
成
者
の
考
慮
に
し
た
が
い
つ
つ
国
衙
領
六
七
所

領
を
成
立
事
情
に
よ
っ
て
分
類
し
、
か
つ
で
き
る
か
ぎ
り
の
推
定
を

加
え
て
来
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
分
類
は
大
田
文
作
成
者
の
考
慮

し
た
基
準
が
あ
く
ま
で
基
本
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
多
少
の
技
術
的
操

作
を
加
味
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
さ
ら
に
大
田
丈
作
成
者
の
考

慮
そ
の
も
の
の
限
界
を
考
え
る
と
き
、
郷
型
記
載
に
属
す
る
二
所
領

の
保
と
不
明
の
ま
ま
保
留
に
し
た
三
所
領
の
保
に
つ
い
て
は
、
そ
の

成
立
が
相
当
に
ふ
る
く
、
し
た
が
っ
て
大
田
文
作
成
者
が
別
名
型
記

載
を
と
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
か
、
竜
し
く
は
、
そ
の
便
宜
的
な

処
理
に
よ
っ
て
別
名
型
記
載
を
し
な
か
っ
た
竜
の
と
推
定
し
て
お
き

た
い
。
以
上
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
狭
国
国
衙
領

に
お
け
る
か
ぎ
り
、
旧
来
の
郷
と
新
し
く
成
立
し
て
来
た
別
名
と
を

ほ
ぼ
類
別
し
え
た
と
考
え
る
。
大
田
文
に
み
る
国
衙
領
六
七
所
領
に

は
、
細
蟹
の
郷
の
残
存
形
態
と
、
新
し
く
成
立
し
た
別
名
と
が
あ
い

な
ら
ん
で
含
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＠＠¢
仁
平
元
年
四
月
八
日
常
陸
国
留
守
所
下
文
（
「
平
安
遺
文
」
鳳
七
二
七
号
）
。

康
和
四
年
八
月
一
二
日
丹
波
園
司
下
文
（
「
平
安
遺
文
扁
　
四
九
五
丹
）
。

吉
国
東
伍
氏
『
庄
園
制
度
の
大
要
』
。
な
お
、
詳
細
に
は
、
池
内
義
資
氏

　
「
拠
符
に
つ
い
て
」
　
（
経
済
史
研
究
一
八
ノ
ニ
）
を
参
照
。

④
西
岡
虎
之
助
氏
『
藤
園
史
の
研
究
』
上
二
七
七
頁
。

⑤
清
水
三
男
氏
『
日
本
中
世
の
村
落
』
六
四
頁
。

⑥
文
永
二
年
＝
月
日
若
狭
国
惣
田
数
帳
（
東
寺
百
合
文
書
ユ
三
五
）

⑦
西
傘
踊
・
津
々
見
保
に
つ
い
て
は
、
大
田
交
の
張
註
に
よ
り
、
前
者
が

　
高
尾
神
護
寺
領
、
後
者
が
関
東
｝
円
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た

　
田
井
浦
は
、
丹
後
瞬
恋
楽
庄
に
掬
領
さ
れ
て
い
た
と
註
し
て
い
る
。
西
津

　
庄
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
内
々
見
保
・
圏
井
浦
は
荘
領
か
ら
除
く
べ
き

　
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
文
の
よ
う
に
整
理
し
て
も
こ
こ
で
の
結
論

　
に
は
影
響
し
な
い
。

⑧
た
だ
し
、
不
輸
田
の
一
項
匿
で
あ
る
神
田
の
う
ち
「
安
賀
郷
壱
町
三
反
漏

　
「
安
賀
郷
五
反
」
の
両
者
の
み
は
、
青
郷
以
下
六
七
所
傾
の
圏
衙
領
不
輸

　
田
の
う
ち
に
検
幽
さ
れ
な
い
。
そ
れ
を
除
く
不
輸
隣
五
三
七
町
余
は
す
べ

　
て
本
文
の
通
り
で
あ
る
。

⑨
暦
仁
二
年
　
月
日
若
狭
国
司
下
文
（
東
寺
百
合
交
書
ヒ
一
…
三
一
）
。

二
　
別
名
の
成
立

　
純
粋
に
国
衙
領
の
内
部
の
み
に
目
を
む
け
て
・
も
、
若
狭
国
に
お
い

て
旧
来
の
郷
の
分
割
が
進
行
し
、
別
名
の
成
立
が
広
範
に
み
ら
れ
た

こ
と
は
以
上
の
分
類
と
考
察
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

も
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
大
田
文
で
み
る
限
り
旧
来
の
郷
亀
、
新

し
く
成
立
せ
し
め
ら
れ
た
別
名
も
若
狭
国
衙
の
徴
税
領
域
た
る
こ
と
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に
お
い
て
は
何
等
変
化
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
国
衙
に
と
っ

て
何
故
に
徴
税
領
域
の
再
編
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
公

領
制
下
の
本
来
的
徴
税
領
域
た
る
郷
が
存
在
す
る
の
に
、
国
衙
が
わ

ざ
わ
ざ
別
名
を
設
麗
し
、
も
っ
て
別
名
を
通
し
て
収
取
を
実
現
し
よ

う
と
し
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
別
名
を
設
置
す
る
と
き
に
み
ら
れ
る
一
つ
の
重
要
な
現
象
に
、
荒

田
開
発
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
播
磨
国
赤
穂
郡
久
富
保
は
「
至
便

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

作
田
者
致
領
掌
、
於
官
物
者
並
存
公
益
」
に
郡
司
秦
甘
藷
が
申
請
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

て
荒
井
溝
を
修
復
し
た
の
だ
が
、
国
衙
は
「
荒
野
開
発
輩
、
七
二
賞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

者
也
、
無
難
妨
永
可
領
知
之
」
と
の
外
題
を
与
え
て
い
る
。
か
く
し

て
秦
為
辰
は
久
富
保
公
文
三
井
重
次
名
地
主
職
の
こ
と
を
「
件
所
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

名
田
畠
桑
原
等
者
、
開
発
之
私
領
也
」
と
い
い
え
た
の
で
あ
る
。
ま

た
嘉
保
二
年
に
柏
原
牟
田
に
つ
い
て
「
件
牟
田
以
先
日
紀
留
任
可
開

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

発
之
由
、
依
申
請
、
検
田
所
海
蘭
宛
之
由
下
知
先
畢
（
中
略
）
。
価
為

、
、
、
、
、
　
　
　
　
③

別
符
可
開
作
」
と
あ
り
、
仁
平
元
年
の
常
陸
国
吉
田
郡
に
お
い
て
は

　
　
コ
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

「
件
別
符
停
止
則
頼
之
執
行
、
為
倉
員
之
名
田
、
面
作
弐
町
之
上
、

　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

可
令
開
作
新
作
弐
町
之
由
、
請
文
顕
然
也
、
随
感
転
層
後
年
者
、
追

も
　
　
で
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

年
可
加
作
之
由
、
所
申
請
也
、
価
就
国
益
、
停
止
彼
劉
頼
之
沙
汰
、

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

可
為
郡
司
名
田
」
と
い
っ
て
い
る
。
以
上
あ
げ
た
こ
三
の
事
例
か
ら

だ
け
で
竜
別
名
の
成
立
が
荒
田
の
開
発
と
い
う
農
業
生
産
の
竜
つ
と

竜
基
礎
的
な
作
業
と
深
く
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
平
安
時
代
の
後
期
に
あ
っ
て
は
、
荒
田
の
開
発
を
申
請
に

よ
っ
て
許
可
し
、
領
内
の
沙
汰
を
詰
負
わ
す
事
例
が
、
深
く
社
会
一

般
を
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
国
衙
領
に
あ
っ

て
開
発
の
申
請
港
に
与
え
ら
れ
た
領
内
の
沙
汰
権
が
彼
等
に
と
っ
て

私
領
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
実
体
を
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。
律
令
制
を

組
織
し
た
独
自
の
官
僚
機
構
が
優
秀
な
鉄
製
農
具
を
集
中
的
に
所
有

し
、
そ
の
威
力
で
も
つ
て
条
里
制
施
行
を
お
し
ひ
ろ
げ
つ
つ
自
然
を

征
服
し
て
い
っ
た
時
代
は
す
で
に
遠
く
去
っ
て
い
た
。
農
業
の
集
約

化
は
す
で
に
社
会
全
体
を
深
く
と
ら
え
、
こ
れ
が
新
し
い
時
代
の
傾

向
と
な
り
、
農
業
経
営
と
管
理
に
習
熟
し
た
在
地
の
有
力
者
が
広
範

に
立
ち
現
れ
て
き
て
い
た
筈
で
あ
る
。
国
衙
が
こ
う
し
た
農
業
生
産

の
具
体
的
な
管
理
を
「
公
益
し
　
「
国
益
」
等
の
名
家
で
在
地
の
有
力

者
に
委
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
が
別
名
成
立
の
底
流

を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
常
陸
国
吉
田
郡
に
お
い
て
、

増
置
と
い
う
旧
来
の
名
主
が
別
符
の
沙
汰
人
と
し
て
古
海
二
町
を
沙

汰
し
て
い
た
に
竜
か
か
わ
ら
ず
、
禽
員
が
あ
ら
た
に
新
作
二
町
を
開

発
し
》
今
後
三
戸
年
加
作
す
る
と
申
講
し
た
と
こ
ろ
「
国
益
」
と
い
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う
名
酉
の
も
と
に
則
頼
の
沙
汰
を
停
止
せ
し
め
、
郡
司
禽
員
の
名
田

た
ら
し
め
た
こ
と
は
、
右
の
事
情
を
明
確
に
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
倉
員
は
な
る
ほ
ど
郡
司
で
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
開
発

に
あ
た
り
彼
が
郡
司
と
し
て
の
地
位
と
特
権
を
ど
れ
だ
け
利
用
し
た

か
わ
か
ら
な
い
が
、
彼
は
郡
司
と
し
て
の
公
的
立
場
か
ら
で
は
な
く
、

倉
員
偶
人
と
し
て
開
発
の
請
負
港
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
倉
員
の
名

田
n
私
領
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
律
令
制
官
僚
機
構
が

独
自
の
公
的
機
能
を
発
揮
す
る
と
い
う
側
爾
は
き
え
、
倉
員
の
私
的

な
側
面
が
優
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
播
磨
国
赤
穂
郡
司
見
優
辰
が

「
始
従
去
年
佳
日
絶
愛
、
件
井
溝
を
為
宿
所
、
未
私
宅
罷
帰
、
呼
掛

　
　
　
　
　
（
功
）
　
①

五
千
余
人
女
劫
煮
也
」
と
い
っ
て
、
寝
食
を
忘
れ
て
開
発
現
場
の
陣

頭
指
揮
に
あ
た
っ
た
自
分
の
功
を
誇
り
、
国
衙
か
ら
「
荒
野
開
発
張
、

可
抽
賞
者
也
」
と
い
わ
れ
て
そ
の
領
知
を
確
認
さ
れ
た
同
郡
久
富
保

に
し
て
も
、
郡
罰
の
私
的
な
側
面
と
、
為
辰
の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な

意
欲
と
能
力
に
期
待
し
た
国
衙
の
あ
り
方
を
よ
く
罰
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
馬
脳
の
修
造
し
た
井
溝
に
つ
い
て
「
件
井
溝
難
平
昔
跡
、
破
損

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

之
後
園
立
申
得
経
年
序
也
」
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
こ
れ
は
か
っ
て

国
衙
が
み
ず
か
ら
築
造
し
、
荒
野
を
開
墾
管
理
し
て
勧
農
の
沙
汰
を

行
っ
た
公
田
が
時
代
の
変
遷
の
う
ち
に
荒
廃
し
さ
り
、
国
衙
が
旧
来

の
形
態
で
は
も
は
や
こ
れ
を
維
持
出
来
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
事

情
の
具
体
的
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現
作
田
の
荒
廃
化
と
い
う
こ

と
は
、
久
富
保
な
ら
ず
と
も
こ
の
時
代
に
広
範
に
み
ら
れ
た
一
般
的

な
現
象
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
農
、

業
技
術
水
準
の
相
対
的
な
低
さ
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
農
業
経
営
の

不
安
定
さ
に
基
本
的
に
は
規
制
さ
れ
隔
さ
ら
に
律
令
政
治
の
弛
緩
に

よ
っ
て
公
民
把
握
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、
農
民
達
が
相
対
的
に
自
由

な
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
と
深
く
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
律

令
制
の
宮
僚
機
構
が
そ
の
独
自
的
な
公
的
機
能
の
発
揮
に
よ
っ
て
は
、

屯
は
や
そ
れ
を
基
本
的
に
解
決
し
え
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
別
名
の

成
立
が
広
範
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
律
令
制
官
僚
機
構
の
国
家
的

な
土
地
所
有
を
そ
の
基
礎
で
支
え
て
い
た
の
は
、
官
僚
機
構
そ
の
も

の
の
公
的
機
能
の
発
揮
に
よ
る
農
業
生
産
の
具
体
的
な
編
成
と
遂
行

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
所
有
と
は
、
つ
ね
に
現
実
の
生
産
労

働
に
よ
つ
て
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
、
み
ず
か
ら
そ
の
基
礎
を
薄
弱
に

せ
ざ
る
を
え
な
い
性
格
を
本
来
的
に
有
し
て
い
る
。
久
富
保
に
お
け

る
秦
為
辰
の
行
為
は
、
彼
が
当
時
の
農
業
生
産
に
お
け
る
労
働
の
編

成
者
で
あ
り
、
農
業
の
再
生
産
過
程
を
灌
概
施
設
の
整
備
・
保
全
等

に
よ
っ
て
具
体
的
に
保
証
し
う
る
農
業
経
営
の
組
織
者
で
あ
っ
た
こ
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衙領における領主綱の形成（大由）

と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
伝
え
て
い
る
。
久
富
保
に
た
い
す
る
彼
の
所
有
を

そ
の
基
礎
か
ら
実
現
し
支
え
え
た
も
の
は
、
為
辰
の
右
に
述
べ
た
ご

と
き
能
力
と
行
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
若
狭
国
に
お
い
て
成
立
し
た
別
名
の
一
つ
で
あ
る
太
良
荘
に
お
い

て
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
次
の
ご
と
き
事
例
は
、
封
建
的
土
地
所
有
の

形
成
を
考
え
る
う
え
で
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
太
良
荘
で
は
宝

治
元
年
に
東
寺
雑
掌
定
宴
と
地
頭
若
狭
忠
季
代
貸
西
法
師
が
有
名
な

絹
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
勧
農
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
。

　
　
　
、
・
、
⑥

　
一
、
勧
換
事

　
右
対
決
之
処
、
如
球
宴
申
看
、
当
任
之
初
延
応
元
年
、
為
令
満
作
、
預
所

　
下
農
計
減
斗
代
遂
勧
農
畢
。
（
中
略
）
想
定
西
申
考
、
勧
農
事
、
本
自
不
及

　
地
頭
之
沙
汰
、
公
文
之
計
也
。
而
請
領
家
使
所
総
藻
沙
汰
也
。
　
（
中
略
）

　
髪
量
定
西
所
相
年
々
勧
旋
帳
看
、
為
保
司
計
之
由
所
見
也
。
　
（
中
略
）
早

　
停
止
地
頭
之
違
乱
、
血
忌
増
減
宜
為
保
司
之
進
血
　
。

右
の
勧
農
権
を
め
ぐ
る
争
い
が
、
両
者
の
蓑
内
支
配
に
と
っ
て
い
か

に
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
か
を
、
何
よ
の
も
明
確
に
指
摘
す
る
も
の

は
、
次
に
あ
げ
る
正
中
二
年
の
関
東
の
地
頭
代
窟
と
東
寺
雑
掌
の
同

じ
く
太
良
荘
に
お
け
る
相
論
で
あ
る
。

　
　
　
・
・
、
⑦

　
一
、
下
地
事

　
雑
書
訴
云
、
当
庄
着
為
本
野
馳
国
育
条
、
宝
治
元
年
十
月
御
下
知
分
明
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ

　
　
（
中
略
○
宝
治
元
年
　
○
月
下
知
状
勧
漉
寮
条
）
云
々
、
非
領
家
進
止
看
、

　
争
為
満
作
下
農
高
可
減
斗
代
哉
。
就
之
停
止
地
頭
之
違
乱
、
斗
代
増
滅
宜

　
為
保
司
之
進
止
之
旨
　
被
載
御
下
知
之
上
者
、
下
地
打
止
之
条
有
何
不
審

　
哉
。
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

つ
ま
り
、
宝
治
元
年
に
太
良
蕪
の
勧
農
権
の
帰
属
を
規
定
し
た
下
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
カ

状
の
条
項
が
、
ず
っ
と
時
代
が
さ
が
っ
て
正
中
年
間
に
は
、
下
地
酔

止
権
の
帰
属
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
新
ら
し
く
解
釈
し
な
お
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
下
地
進
止
権
と
い
う
の
は
封
建
的
土
地
所
有
権

の
最
も
完
成
さ
れ
た
形
態
に
近
い
概
念
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
の
時
代
に
お
い
て
は
、
か

か
る
土
地
所
有
の
形
態
は
ま
だ
形
成
途
上
に
あ
っ
た
と
考
え
・
ら
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
具
体
的
な
形
態
は
勧
農
権
と
い
う
、
よ
り
農
業

経
営
に
密
接
し
た
概
念
で
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
領
主
制
の
発
展
段
階
が
、
そ
の
時
代
の
農
業
生
産
の
具
体
的
な

水
準
と
編
成
方
法
に
き
わ
め
て
有
機
的
に
関
連
し
あ
っ
て
い
た
こ
と

を
直
接
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
太
良
保
司

が
歴
史
的
に
掌
握
し
て
き
た
勧
農
権
と
は
下
地
進
止
権
の
根
源
形
態

に
縁
か
な
わ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
＾
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も
た
傾
主
の
勧
農
の
沙
汰
が
先
に
の
べ
た
久
富
保
公
文
秦
為
辰
の
行

為
に
直
接
つ
な
が
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
秦
為
辰
が
保
内
に

た
い
し
て
行
っ
た
勧
農
の
沙
汰
と
は
、
た
ん
に
荒
田
開
発
と
い
う
原

初
的
な
労
働
の
遂
行
に
よ
っ
て
終
結
し
た
・
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、

延
応
訊
問
に
定
宴
が
行
っ
た
ご
と
く
、
農
業
生
産
の
基
礎
が
不
安
定

な
ま
ま
に
逃
亡
を
く
り
返
し
て
い
た
領
内
の
耕
作
農
民
に
対
す
る
農

料
の
下
行
、
あ
る
い
は
年
々
の
勧
農
帳
の
作
成
以
下
、
よ
り
日
常
的

具
体
的
な
農
業
経
営
の
管
理
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
別
名
の
設
置
許
可
に
さ
い
し
て
、
荒
野
の
開
発
を
条
件
に
し
た
国

衙
は
、
　
「
国
益
」
と
「
公
益
」
を
、
つ
ま
り
開
発
田
地
か
ら
の
年
貢

徴
収
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
別
名

領
主
の
荒
田
開
発
と
は
、
国
衙
の
徴
税
を
保
証
す
る
た
め
の
一
条
件

と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
然
的
に
国
衙
か
ら
の
別
名
領
主
に

た
い
す
る
農
業
経
営
の
具
体
的
な
管
理
の
委
譲
を
と
も
な
わ
ざ
る
を

え
な
い
竜
の
で
あ
っ
た
。
　
「
保
内
を
沙
汰
す
る
」
と
い
う
の
は
、
か

か
る
勧
農
の
沙
汰
に
最
も
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
、
か
か
る
農
業
経
営
の

管
理
、
つ
ま
り
勧
農
の
沙
汰
を
具
体
的
に
遂
行
す
る
こ
と
に
こ
そ
、

国
衙
の
徴
税
を
保
障
す
る
た
め
の
在
地
領
主
の
真
の
は
た
ら
き
が
存

し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
ひ
別
名
成
立
に
と
も
な
う
荒
田
開
発

事
業
の
講
負
は
、
在
地
領
主
が
国
衙
に
対
し
て
請
負
っ
た
勧
農
の
沙

汰
の
具
体
的
な
一
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
別
名
の
一
般
的
成
立
と
は
先
に
み
た
よ
う
に
旧
来
の
郷
の
分
割
に

よ
る
国
衙
徴
税
領
域
の
再
編
成
と
し
て
大
田
文
に
反
映
す
る
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
同
時
に
、
別
名
領
主
に
対
す
る
国
衙
の
勧
農
沙
汰
権

の
具
体
的
な
分
割
委
譲
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
勧
農
権

1
1
領
内
沙
汰
権
の
具
体
的
な
遂
行
と
つ
み
か
さ
ね
の
う
ち
に
こ
そ
、

在
地
領
主
の
領
内
農
民
に
対
す
る
統
制
力
の
強
化
と
下
地
進
止
権
を

具
体
的
に
把
握
す
る
過
程
が
進
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

点
か
ら
勧
農
権
の
具
体
的
な
取
得
に
こ
そ
在
地
領
主
制
の
真
の
意
味

で
の
出
発
点
が
存
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
別
名
の
成
立
が
そ
の

具
体
的
な
劃
期
葱
な
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
竜
な
か
ろ
う
。
別
名
の

領
主
・
保
町
・
公
文
・
下
司
等
の
領
内
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
鳶
職

で
表
現
さ
れ
る
権
限
は
、
か
か
る
も
の
と
し
て
の
在
地
領
主
制
の
生

誕
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
若
狭
国
大
田
文
に
は
、

か
か
る
在
地
領
主
制
の
形
成
が
も
た
ら
し
た
国
衙
領
の
再
編
成
の
あ

と
が
如
実
に
き
ざ
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
承
保
二
年
四
月
二
八
臓
播
磨
国
赤
穂
郡
司
秦
丸
焼
野
景
（
㎝
，
平
安
遺
交
」
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一
一
一
三
丹
）
。

②
　
承
徳
二
年
夏
月
一
〇
臼
播
磨
大
工
奏
為
辰
譲
状
案
（
「
平
安
遺
文
」
一
三

　
八
九
号
）
。

③
　
慕
保
二
年
五
月
一
喝
宇
佐
大
宮
鋼
下
文
案
（
「
平
安
遣
文
」
一
三
四
五
号
）
。

④
仁
平
元
年
幽
三
八
臼
常
陸
岡
留
．
守
所
下
交
（
「
平
安
遺
文
」
二
七
二
七
丹
）
。

⑤
承
保
二
年
三
月
一
六
日
播
磨
国
赤
穂
郡
司
秦
為
辰
解
案
（
「
平
安
遣
文
」

　
一
一
〇
九
号
）
。

⑥
宝
治
元
年
一
〇
月
二
九
欝
関
東
下
知
状
案
（
東
寺
酉
合
文
書
判
一
i
一

　
三
）
。

⑦
正
中
二
年
茄
狭
園
太
良
荘
所
務
条
々
臼
安
（
東
寺
百
合
文
書
ヒ
五
五
…

　
六
五
）
。三

　
別
名
の
構
造

　
以
上
に
よ
っ
て
別
名
の
成
立
事
情
を
考
察
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な

別
名
の
性
格
は
従
来
辺
境
型
の
名
と
い
わ
れ
て
き
た
も
の
に
屯
共
通

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
辺
境
の
名
の
内
部
構
造
に
つ
い

て
、
前
稿
の
不
備
な
点
を
お
ぎ
な
い
つ
つ
、
同
じ
く
肥
前
圏
佐
嘉
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

領
を
例
に
と
っ
て
少
し
く
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
。

　
嘉
禄
三
年
に
こ
の
佐
嘉
御
領
内
の
末
吉
名
帳
地
頭
高
木
南
三
郎
季

家
が
惣
地
頭
の
蓮
沼
三
郎
忠
国
に
得
分
を
押
取
ら
れ
る
と
い
う
事
件

が
竜
ち
あ
が
っ
た
。
こ
こ
で
考
察
の
対
象
に
す
る
の
は
、
こ
の
と
き

「
当
御
領
内
」
に
「
あ
ま
た
候
」
小
地
頭
（
－
一
名
主
）
二
二
人
が
書
き

あ
げ
た
「
当
御
領
済
例
之
次
第
」
で
あ
る
。
惣
地
頭
蓮
沼
三
郎
忠
国

は
こ
の
「
三
子
之
次
第
」
を
破
っ
て
小
地
頭
達
の
反
撃
を
う
け
た
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
小
地
頭
の
得
分
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
②

　
小
地
頭
得
分

　
　
加
地
子
　
町
別
五
斗
付
定
得
田

　
　
給
田
免
田
筆
貴
田
等
　
三
章
々
有
之

　
　
於
田
畠
在
家
等
者
、
小
地
頭
所
進
退
領
掌
也

す
な
わ
ち
佐
嘉
御
領
の
名
に
は
、
　
「
名
女
に
随
っ
て
」
小
地
頭
（
脊

名
主
）
の
得
分
を
な
す
「
給
田
免
田
筆
貴
田
等
」
の
存
す
る
こ
と
が

ま
ず
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
名
内
に
は
か
か
る
小
地
頭
の
油

分
を
な
す
特
別
区
域
の
ほ
か
に
、
一
般
の
田
地
荒
業
得
田
が
存
し
、

そ
こ
に
お
け
る
小
地
頭
の
得
分
は
町
別
五
斗
の
加
地
子
米
で
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
定
得
田
に
つ
い
て
は
町
別
五
斗
の

小
地
頭
得
分
の
ほ
か
に
、
領
家
・
惣
地
頭
・
国
方
等
の
諸
賦
課
が
か

か
っ
て
い
た
こ
と
が
前
後
の
記
載
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
最
後
の
　
「
於
田
畠
在
家
等
者
、
　
小
地
頭
所
進
退
領
掌

也
し
と
い
う
の
は
小
地
頭
が
こ
れ
わ
の
竜
の
を
進
退
領
掌
し
つ
つ
、

61　（61）



町
家
・
惣
地
頭
・
国
衙
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
収
取
を
保
証
す
る
よ
う
に

名
内
を
沙
汰
す
る
権
限
“
勧
農
権
を
広
範
に
委
譲
さ
れ
、
あ
る
い
は

獲
得
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
か
か
る
収
取
の
対
象
で
あ
っ
た
定
得
田
こ
そ
が
、
名
が
上
級
領

主
の
収
取
の
単
位
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
辺
境
型
の
名
の
内
部
構
造
は

一
般
に
右
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

若
狭
の
ご
と
く
は
る
か
に
畿
内
に
接
近
し
た
地
域
に
成
立
し
た
別
名

・
に
つ
い
て
も
右
の
事
情
は
同
一
で
あ
る
。
例
え
ば
若
狭
国
大
田
文
に

み
る
今
富
名
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
。
こ
の
今
富
名
は
田
数
五
五

町
余
に
達
し
、
そ
の
規
模
の
壮
大
な
こ
と
は
ま
さ
に
い
わ
ゆ
る
辺
境

型
の
名
に
匹
敵
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
構
成
母
胎
は
富
田
郷
三
七

町
余
を
主
体
と
し
て
志
万
郷
・
西
郷
・
東
郷
・
三
方
郷
・
青
郷
等
、

大
飯
・
遠
敷
・
三
方
と
い
う
若
狭
国
の
三
撮
す
べ
て
に
わ
た
る
屯
の

で
あ
る
。
大
田
文
の
記
載
に
従
っ
て
国
衙
の
立
場
か
ら
今
富
名
五
五

町
余
を
眺
め
る
と
、
馬
田
（
1
1
不
輸
田
）
は
三
四
短
調
、
回
田
（
醤
主
面

田
）
は
二
〇
町
鳶
に
な
り
、
そ
の
所
当
米
は
一
二
一
石
余
に
達
す
る
。

除
田
三
四
二
面
の
う
ち
一
四
財
余
は
人
給
田
で
あ
り
、
不
作
河
成
が

七
町
余
、
残
り
は
寺
社
田
で
あ
る
。
人
給
田
一
四
町
余
の
内
訳
は
、

在
庁
時
定
給
七
町
、
在
庁
時
継
給
三
景
、
在
庁
時
方
絵
三
町
、
公
文
給

一
町
、
職
裳
給
三
反
と
な
っ
て
い
る
。
署
狭
国
税
所
今
富
名
領
主
代

　
　
③

々
次
第
」
を
み
る
と
℃
の
A
’
7
富
名
の
領
主
は
稲
庭
権
守
時
定
で
あ
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
別
稿
で
く
わ
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
右
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

継
・
時
熟
蕃
は
こ
の
稲
庭
権
守
時
定
の
一
族
で
あ
っ
た
。
以
上
が
ざ

っ
と
し
た
今
富
名
の
概
観
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
こ
う
し
た
別
名
が
基

本
的
に
み
・
て
別
名
領
主
の
給
田
と
、
国
衙
の
応
輸
田
（
一
定
田
）
と
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
事
情
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
稲
庭
権
守
時

定
は
今
富
名
領
主
と
し
て
、
名
内
に
対
す
る
勧
農
権
を
具
体
的
に
行

使
し
、
国
衙
が
定
照
か
ら
そ
の
所
当
面
一
二
一
石
心
を
徴
収
し
う
る

よ
う
名
内
を
沙
汰
し
た
竜
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
今
富
名
に
公
文

給
一
町
が
存
す
る
こ
と
か
ら
み
て
、
領
主
時
定
の
も
と
で
こ
の
今
窟

名
公
文
が
実
際
の
沙
汰
に
あ
た
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
肥
前
国
管
嘉
御
領
の
名
と
若
狭
国
今
富
名
の
例
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
、
爾
者
の
構
造
は
基
本
的
に
み
て
全
く
同
一
で
あ
り
、
そ

の
名
主
の
権
限
・
役
割
に
つ
い
て
竜
、
立
看
が
小
地
頭
と
よ
ば
れ
、

後
者
が
領
主
と
い
わ
れ
こ
そ
す
れ
、
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
両
者
の
同
一
性
も
、

あ
く
ま
で
基
本
的
に
み
て
の
屯
の
で
あ
っ
て
問
題
を
さ
ら
に
具
体
化
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す
れ
ば
両
者
の
闘
に
な
お
相
異
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
辺
境
の
名
と
、

若
狭
の
ご
と
く
畿
内
に
よ
り
接
近
し
た
地
域
の
別
名
と
が
内
部
講
習

に
お
い
て
異
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
差
異
は
お
そ
ら
く
定
得
田

聾
応
宝
田
の
構
成
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
勢
後
者
が
別
名

内
部
に
さ
ら
に
名
構
成
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
の
に
対
し
、
辺
境
の

名
に
は
か
か
る
も
の
が
な
く
、
在
家
構
成
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い

う
事
情
で
あ
ろ
う
。
別
名
の
内
部
に
さ
ら
に
名
が
あ
っ
た
と
い
う
事

情
は
別
名
が
純
然
た
る
名
の
み
な
ら
ず
、
保
等
女
を
含
み
、
こ
れ
ら

が
す
べ
て
同
一
構
成
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
当
然
推
測
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
次
の
種
友
名
の
事
例
は
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る

竜
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
⑤

　
種
友
名

　
　
請
申
　
溺
名
爵
見
作
田
所
当
面
米
等
式
世
事

　
　
　
合

　
　
定
田
四
十
三
町
一
段
珊
代
除
神
田
寺
田
御
二
二
立
雰
給
田
定

　
　
　
従
名
　
六
十
三
人

　
　
　
所
当
　
（
中
略
）

　
　
右
件
見
作
田
所
当
言
米
井
一
名
等
式
数
支
配
講
々
分
明
也
、
於
偽
者
為

　
　
別
名
、
更
不
可
致
未
進
解
怠
（
下
略
）

　
　
　
仁
安
二
年
十
二
月
　
臼
　
　
　
　
左
馬
允
菅
原
在
凋

右
に
み
る
ご
と
く
、
平
安
末
期
に
於
い
て
別
名
種
友
名
四
三
町
余
が
、

　
も

従
名
六
三
人
を
従
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
　
「
従
名
六
十

三
人
」
と
い
う
表
現
か
ら
種
友
名
の
内
部
に
さ
ら
に
名
構
成
が
成
立

し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
成
立
す
る
直
前
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
。
左
馬
允
菅
原
は
、
種
友
名
に
お
い
て
未
進
塀
怠
な
き
こ
と
を

誓
い
、
か
か
る
六
三
人
の
名
主
達
に
対
し
て
勧
農
の
沙
汰
を
行
う
権

限
を
委
譲
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
ん
し
、
辺
境
の

名
は
そ
の
内
部
に
在
家
構
成
を
成
立
せ
し
め
て
お
り
、
名
内
の
耕
地

は
か
か
る
在
家
農
民
の
講
作
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

彼
等
の
耕
作
権
は
、
そ
の
…
耕
作
田
地
が
名
講
成
を
と
る
に
い
た
っ
て

い
な
い
と
い
う
点
で
な
お
薄
弱
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
た

だ
若
狭
国
の
別
名
に
お
い
て
・
も
、
安
行
名
一
町
五
反
二
〇
歩
・
四
郎

丸
名
二
町
八
反
九
〇
歩
・
七
郎
丸
名
九
反
二
六
〇
歩
な
ど
と
い
う
の

は
、
そ
の
規
模
か
ら
し
て
二
重
の
名
構
成
を
と
っ
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
の
で
あ
っ
て
、
両
地
域
の
名
の
構
造
的
差
異
を
あ
ま
り
固
定
化

し
て
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
み
た
今
富
名
五

五
町
余
な
ど
は
、
そ
の
規
模
か
ら
み
て
・
も
当
然
名
の
二
重
構
成
が
存

在
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
大
田
文
に
数
多
く
み
ら
れ
る
数
町
歩
程
度
の

別
名
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
講
作
者
が
名
主
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
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か
否
か
は
か
な
り
疑
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、

両
地
域
の
名
が
先
に
み
た
ご
と
く
基
本
的
に
は
同
性
格
の
屯
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
掲
別
稿
に
詳
述

す
る
ど
お
り
、
若
狭
国
の
別
名
の
領
主
達
と
辺
境
の
小
地
頭
が
鎌
倉

時
代
に
お
い
て
極
め
て
類
似
し
た
政
治
上
の
地
位
と
行
動
と
を
示
し

て
い
る
か
わ
で
あ
る
。

①
拙
稿
「
地
頭
傾
主
制
と
在
家
支
配
」
（
『
中
世
社
会
の
基
本
構
造
』
所
収
）
。

②
嘉
禄
二
年
二
月
日
肥
前
国
佐
嘉
御
領
小
地
頭
等
言
上
状
（
佐
賀
文
書
纂

　
龍
造
寺
文
書
軋
「
大
日
本
史
料
」
五
編
ノ
三
）
。

③
若
狭
騒
三
所
今
窟
名
領
主
代
々
次
第
（
「
新
校
群
書
類
従
」
巻
五
・
補

　
田
部
）
。

④
　

「
若
狭
に
お
け
る
領
主
制
の
展
開
」
　
『
日
本
史
研
究
』
に
収
載
予
定
。

⑤
仁
安
二
年
一
二
月
日
左
馬
允
菅
原
某
請
文
案
（
嵐
河
本
吻
合
文
書
八
六
、

　
平
安
遺
文
三
四
四
騰
丹
）
。

四
　
別
名
体
制

・
す
で
に
考
察
し
て
き
た
ご
と
き
、
歴
史
的
意
義
と
構
造
と
を
も
っ

て
一
般
的
な
成
立
を
み
せ
た
別
名
は
、
国
衙
の
全
体
制
の
な
か
で
い

か
な
る
地
位
を
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
狭
国
の
別
名
に

つ
い
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
成
立
状
態
に
明
瞭
な
地
域
的

偏
差
が
存
し
た
こ
と
で
あ
る
。
若
狭
国
国
管
領
に
み
る
九
ケ
所
の
郷

に
つ
い
て
、
そ
の
田
数
（
定
田
と
除
田
）
・
定
田
数
（
郷
分
の
応
診
田
）
・
・

所
場
米
・
成
立
せ
し
め
た
別
名
数
の
そ
れ
ぞ
れ
を
表
示
す
る
と
第
二

表
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ
ら
各
郷
の
田
数
は
大
田
交
作
成
者
が
考

数

別名成立の状態
定　田i所当米i田

第二表

別名郷郡

60．　8

120．　3

116．　8

166．　2

386．　6

525．　2

24．　7

64．　2

81．　0

門
D
　
－
　
（
）

青　郷

佐分郷

本　郷

大
飯
郡

128．　7

139．　5

177．　5

88．　7

41．　5

5．　5

87．　0

35．　8

6．　3

0．・9

13．　5

5．　4

24

28（29）

27

10（11）

富田郷

志万郷

藩　郷

東　郷

遠
敷
郡

50．　9

72．　6

42．　8

231．　6

7．　1

51．　2

7
‘
　
（
）

三方郷

耳西郷

三
方
郡

備考　田数の単位は町；引当米の単位は石。いずれも小数点二位
　　　以’下切捨。志万郷・東郷の別名数については別名酉郷を入
　　　れると（　）内の数値になる。

饗
し
た
か
ぎ
り

で
の
各
郷
の
本

来
民
田
数
で
あ

る
が
、
そ
れ
が

一
定
度
の
歴
史

的
変
容
を
う
け

た
の
ち
の
田
富

で
あ
っ
て
、
真

の
意
味
で
の
本

、
来
的
な
数
値
と

み
な
し
が
た
い

点
を
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
と
は
云
え
、

常
識
的
に
考
え

64　（64）



魍衙領における領主制の形成（大煽）

て
、
成
立
せ
し
め
た
別
名
数
の
多
い
郷
程
、
そ
し
て
定
田
数
・
所
毎

回
の
少
な
い
郷
程
、
郷
自
体
の
う
け
た
変
容
と
分
解
が
激
し
く
進
行

し
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
遠
敷
郡
に
属
す
る
富
田
郷
・
志
万
骨

・
西
郷
・
東
郷
と
大
飯
郡
・
三
方
郡
に
属
す
る
各
郷
と
の
あ
い
だ
に

は
明
瞭
な
差
異
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
郷
の
分
解
と
別

名
の
成
立
は
、
若
狭
国
衙
の
所
在
地
で
あ
り
、
若
狭
国
の
中
央
部
を

占
め
る
遠
敷
郡
に
圧
倒
的
に
多
く
、
西
部
の
大
飯
郡
と
東
北
部
の
三

方
郡
は
そ
れ
に
ぐ
ら
べ
て
は
る
か
に
少
な
か
っ
た
事
情
が
明
ら
か
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
地
域
的
偏
差
を
示
し
つ
つ
広
範
な
成
立
を
み
せ
た
若

狭
国
の
別
名
に
対
す
る
国
衙
の
領
主
権
は
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で

」あ

?
う
か
。
大
田
・
叉
に
み
え
る
各
所
領
の
・
石
盤
に
は
後
に
朱
鷺
が
書

き
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
時
現
在
の
各
所
領
の
所
属
が
確
認
さ
れ

，
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
若
狭
国
六
七
国
衙
領
の
多
く
は
「
国
領
」

と
記
さ
れ
て
、
そ
の
国
衙
領
た
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
例
え
ば
太
良
保
に
つ
い
て
は
「
領
家
、
東
寺
、
歓
喜
寿
院

領
御
寄
進
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
太
良
保
が
国
衙
領
か
ら
歓
喜

寿
院
領
に
な
り
、
ざ
ら
に
東
寺
に
寄
進
さ
れ
た
台
替
を
そ
の
ま
ま
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
①

え
て
い
る
竜
の
で
あ
る
。
太
良
保
は
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
幾
度
か
収

公
さ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
東
寺
に
か
わ
っ
て
国
衙
が
年
貢
徴
収

　
　
　
　
　
②

を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
進
し
た
い
の
は
、
加
斗
加
納
二
四
亀
節

に
付
せ
ら
れ
た
「
領
家
、
国
篇
与
円
満
院
雑
掌
相
論
、
当
時
雑
掌
沙

汰
」
と
い
う
朱
註
で
あ
る
。
加
斗
加
納
二
四
堅
塁
と
い
う
の
は
、
お

そ
ら
く
賀
斗
庄
四
〇
町
の
加
納
田
と
し
て
成
立
し
、
そ
れ
を
国
衙
が

収
塾
し
て
国
衙
領
の
加
斗
加
納
二
四
町
余
が
成
立
し
た
竜
の
と
推
測

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
文
永
二
年
以
後
、
再
び
国
衙
と
円
満
院
の
間

に
紛
争
が
お
き
「
当
時
雑
業
沙
汰
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
国
衙
が
円
満
院
か
ら
と
り
も
ど
そ
う
と
努
め
た
加
斗
加

納
二
四
町
余
の
領
主
権
が
、
こ
こ
に
「
領
家
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
見
落
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
円
満
院
と
の
相
論
で
も
し
国
衙

が
勝
利
を
お
さ
め
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
お
け
る
国
衙
の
領
主
権

の
内
容
は
、
ま
さ
に
「
領
家
（
職
）
」
と
表
現
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
太
良
保
が
「
国
領
」
と

記
さ
れ
る
代
り
に
「
領
家
、
東
寺
、
歓
喜
寿
院
賞
御
寄
進
」
と
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
、
ま
さ
し
く
右
の
事
実
を
示
す
電
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
こ
か
ら
考
え
て
、
若
狭
国
衙
の
各
國
受
領
に
対
す
る
領
主

権
は
一
般
に
そ
う
は
呼
ば
れ
な
く
と
竜
、
荘
園
制
的
な
「
領
家
職
」

と
い
う
書
葉
で
表
現
さ
れ
う
る
ご
と
き
内
容
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
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明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
若
狭
国
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
別
名
の
成
立
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
経

路
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
先
に
み
た
加
斗
加
納
坐
そ
う
で
あ
る
が
、

ま
た
若
狭
国
別
名
の
う
ち
に
佐
古
出
作
四
剰
余
が
存
す
る
。
こ
れ
は

加
斗
加
納
の
場
合
と
同
じ
く
佐
古
庄
七
〇
里
余
の
出
作
田
が
国
衙
に

よ
っ
て
収
公
さ
れ
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
爽
出
作
二
即
戦

と
賑
う
の
竜
お
そ
ら
く
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
第

二
の
経
路
と
し
て
若
狭
国
に
点
在
し
た
寺
祉
が
、
そ
の
地
位
を
利
用

し
て
成
立
せ
し
め
た
と
推
定
さ
れ
る
別
名
の
存
在
竜
あ
る
。
例
え
ば
、

妙
法
寺
二
町
七
反
二
〇
〇
歩
は
除
田
七
反
二
〇
〇
歩
、
定
予
算
晦
で
、

そ
の
国
衙
に
対
す
る
所
当
米
は
一
四
石
に
な
る
が
、
馬
田
の
う
ち
五

反
は
柄
寺
用
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
残
り
は
不
作
で
あ
る
。
妙
法
寺

は
そ
の
寺
田
の
う
ち
、
粟
田
二
町
に
関
し
て
は
国
衙
に
対
し
て
勧
農

の
沙
汰
を
諮
負
い
、
豊
田
の
う
ち
五
反
を
寺
用
免
田
と
し
て
管
理
し

た
竜
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
例
は
こ
の
ほ
か
、
宮
同
松
林

軍
帽
〇
町
余
・
八
幡
宮
王
寄
身
・
賀
茂
社
四
丈
余
等
が
考
え
ら
れ
、

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
国
衙
に
対
す
る
応
輪
田
と
寺
祉
免
田
と
か
ら

な
っ
て
い
る
。
八
幡
宮
三
町
余
に
つ
い
て
は
朱
墨
に
［
禰
宜
職
、
国

衙
与
三
所
相
論
、
魔
所
沙
汰
」
と
あ
り
、
本
来
の
形
態
は
八
幡
宮
の

禰
宜
が
国
衙
に
対
し
て
神
限
内
の
勧
農
の
沙
汰
を
請
負
つ
た
竜
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
ご
と
き
、
別
名
成
立
経
路
の
多
様
性
は
そ
れ
自
身
大
き
な

問
題
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
第
二
表
に
あ
き

ら
か
な
ご
と
き
、
国
衙
の
周
辺
に
別
名
が
多
い
と
い
う
特
殊
事
惰
を

説
明
し
え
な
い
。
そ
こ
で
ど
う
し
て
竜
国
衙
の
体
制
転
換
そ
の
も
の

に
焦
点
を
む
け
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
今

富
名
五
五
町
余
に
つ
い
て
は
、
名
内
に
最
大
の
在
庁
時
定
給
七
町
を

有
す
る
在
庁
官
人
稲
庭
権
守
時
定
が
領
主
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
岡
安
名
（
在
庁
尚
断
尾
三
町
）
、
　
千
与
難
名

（
文
所
動
宛
給
一
町
五
反
）
、
武
成
名
（
在
庁
時
直
給
三
町
）
、
清
頁
名
（
在

庁
知
畏
給
三
町
）
、
是
光
名
（
在
庁
資
廻
腸
三
町
）
、
利
枝
名
（
在
庁
兼
罠
給

三
町
）
、
光
弾
名
（
在
庁
時
継
給
三
町
）
、
得
永
名
（
在
庁
賜
田
給
三
町
）
、

吉
松
名
（
田
贋
流
出
町
）
、
時
枝
名
（
文
所
秦
宛
給
一
町
五
反
）
等
は
、
今

聯
名
と
同
じ
く
そ
れ
ぞ
れ
括
孤
内
に
記
し
た
よ
う
な
在
庁
給
を
そ
の

う
ち
に
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
れ
ぞ
れ
在
庁
官
人
が
領
主

と
し
て
領
内
沙
汰
権
を
掌
握
し
て
い
た
別
名
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
ご
と
き
別
名
と
同
様
に
雑
色
名
（
国
雑
色
等
九
人
給
七
町
）
、
御

概
名
（
御
忌
舎
人
九
人
給
七
町
）
、
国
国
名
（
職
掌
近
末
給
三
反
）
、
織
手
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名
（
織
手
武
光
給
一
町
）
、
細
工
保
（
番
匠
給
・
鍛
冶
給
・
檜
物
貰
等
）
等

の
別
名
・
も
、
そ
れ
ぞ
れ
括
孤
内
に
記
し
た
ご
と
き
国
衙
の
下
級
構
成

員
達
の
給
田
を
う
ち
に
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
が
そ
の
成

立
の
由
来
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
国
衙
構
成
員
の
職
掌
を
そ

　
ナの

名
に
冠
し
た
数
多
く
の
別
名
の
存
在
は
、
た
だ
ち
に
今
富
名
が
「
税

所
今
富
名
」
と
称
さ
れ
て
い
た
さ
き
の
事
実
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
。

大
田
文
で
は
「
今
富
名
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
竜
の
が
、
他
の

史
料
に
よ
っ
て
「
税
所
今
富
名
」
と
も
称
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら

ば
、
こ
れ
が
ま
た
「
税
所
命
」
と
も
称
さ
れ
う
る
こ
と
が
先
の
事
例

か
ら
当
然
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
先
の
在
庁
官
人
達

の
有
し
た
数
多
く
の
別
名
も
、
例
え
ば
吉
松
名
が
田
所
名
で
あ
り
、

千
与
型
名
・
時
枝
名
が
文
所
名
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
す
べ
て
そ

れ
ぞ
れ
の
職
掌
を
庵
っ
て
呼
ば
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
ご
と
き
名
称
を
有
す
る
別
名
の
存
在
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
税
）

「
凡
そ
庁
目
代
、
若
し
く
は
雄
飛
の
賢
主
、
健
短
所
・
検
非
違
所
・

田
所
・
出
納
…
所
・
調
所
・
細
工
所
の
修
理
等
、
若
し
く
は
御
世
・
小

舎
人
所
・
膳
所
・
政
断
の
或
は
目
代
或
は
別
当
、
況
ん
や
田
使
・
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

納
・
交
易
・
佃
・
臨
時
雑
役
等
の
使
」
と
い
っ
て
新
猿
楽
記
が
列
挙

し
た
理
想
的
在
庁
所
の
構
成
が
、
若
狭
国
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
職

掌
に
し
た
が
い
つ
つ
、
全
体
制
的
に
旧
来
の
郷
を
分
割
せ
し
め
、
数

多
く
の
在
庁
別
名
を
成
立
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
お
よ
そ
一
国
の
在
庁
所
が
あ
げ
て
右
の
よ
う
な
体
欄
を

と
る
に
い
た
る
と
き
、
旧
来
の
郷
の
分
割
は
徹
底
的
に
お
し
す
す
め

ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
遠
敷
郡
志
万
郷
の
ご
と
く
、
本

来
な
ら
ば
隻
数
一
三
九
談
余
に
達
す
る
郷
で
あ
る
の
に
、
二
八
の
別

名
を
成
立
せ
し
め
、
郷
分
の
応
当
田
は
わ
ず
か
九
反
に
す
ぎ
な
い
と

い
っ
た
事
態
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
（
第
二
衷
）
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
在
庁
官
人
と
し
て
若
狭
国
衙
を
そ
の
結
集

点
と
す
る
在
地
土
豪
達
は
、
国
衙
内
部
に
お
け
る
職
掌
に
従
い
つ
つ

全
体
鰯
的
に
旧
来
の
郷
を
分
割
ぜ
し
め
、
数
多
く
の
在
庁
別
名
を
成

立
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
在
庁
官
人
と
い
う
の
は
か
か
る
在
地

土
豪
達
の
被
る
衣
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
な
お
、
か
か
る

在
地
土
豪
達
は
在
庁
官
人
と
し
て
国
衙
公
権
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
に

そ
の
成
長
の
一
根
拠
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
国
衙
は
彼
等
の

連
合
体
制
と
し
て
の
性
格
を
深
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に

表
示
し
た
若
狭
国
国
衙
領
各
郷
に
お
け
る
別
名
の
成
立
状
態
は
、
国

衙
領
が
か
か
る
封
建
的
構
成
へ
と
傾
斜
す
る
過
程
が
ほ
か
な
ら
ぬ
国

衙
の
所
在
地
遠
敷
郡
を
中
心
と
し
て
進
行
し
た
事
情
を
明
ら
か
に
示
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し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
国
衙
領
の
体
制
を
私
は
「
別
名
体

制
」
と
名
付
け
る
こ
と
に
す
る
。
別
名
体
制
下
に
お
け
る
国
衙
は
、

そ
の
本
来
的
な
国
衙
公
権
の
重
要
な
る
一
機
能
を
喪
失
し
、
こ
れ
を

勧
農
の
沙
汰
権
と
し
て
別
名
領
主
達
に
委
譲
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り

な
が
ら
、
な
お
か
か
る
在
地
領
主
層
を
そ
の
公
権
の
も
と
に
結
集
さ

せ
つ
つ
、
全
体
制
的
な
転
換
を
と
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か

か
る
蔦
元
公
権
の
一
部
を
勧
農
権
と
し
て
現
実
的
に
取
得
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
郡
郷
司
の
中
世
領
主
化
と
あ
い
ま
ち
つ
つ
在
地
領
主
制

は
国
衙
領
に
お
い
て
は
じ
め
て
こ
こ
に
そ
の
歴
史
的
展
開
の
法
的
根

拠
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
在
地
領
主
制
が
国
衙

の
も
と
に
お
い
て
そ
の
封
建
的
性
格
を
深
化
し
始
め
る
こ
と
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
も

て
、
同
時
に
ま
た
国
衙
権
力
そ
の
も
の
の
算
筆
と
組
織
化
に
よ
っ
て
、

封
建
制
が
成
熟
す
る
一
つ
の
歴
史
的
可
能
性
が
芽
生
え
は
じ
め
る
の

で
あ
る
。

①
仁
治
元
年
十
月
日
教
王
護
国
寺
三
綱
等
解
状
（
東
寺
醤
合
文
書
御
一
i

　
七
）
。

②
　
建
武
元
年
八
月
臼
若
狭
圃
太
良
荘
否
姓
実
凹
重
陳
状
（
東
寺
否
合
交
書

　
一
ゑ
一
〇
1
一
ゐ
ハ
）
。

③
薪
猿
楽
記
（
「
薪
較
群
書
類
従
」
文
筆
部
巻
～
三
六
）
在
庁
所
に
つ
い
て

は
、
竹
内
理
三
氏
「
在
庁
宮
人
の
武
士
化
」
を
参
照
。

結

亜口員

　
日
本
に
お
け
る
封
建
制
の
形
成
過
程
を
荘
園
体
制
の
枠
内
に
し
ぼ

る
こ
と
な
く
、
な
が
い
間
、
研
究
史
上
の
畜
点
を
な
し
て
来
た
と
も

い
え
る
国
衙
領
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
い
く
と
、
大
要
次
の
ご
と

く
云
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

e
平
安
末
期
に
お
い
て
、
旧
来
の
郷
の
分
割
と
別
名
の
成
立
が
国
衙

　
周
辺
部
を
中
心
と
し
て
一
国
的
規
模
で
広
範
に
進
行
し
て
い
っ
た
。

　
別
名
と
は
別
符
名
の
謂
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
は
名
の
ほ
か
に
保
・

　
浦
・
寺
社
・
出
作
加
納
等
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事

　
情
に
応
じ
て
付
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
別
名
は
年
貢
徴
収
の

　
単
位
で
あ
る
と
と
も
に
ま
た
領
主
の
勧
農
の
領
域
で
電
あ
っ
た
。

◎
別
名
の
成
立
と
同
時
に
在
地
領
主
制
は
、
そ
の
歴
史
的
展
開
を
開

　
始
す
る
に
い
た
っ
た
。
別
名
の
成
立
と
は
、
国
衙
勧
農
権
の
実
際

　
上
の
分
割
・
委
譲
を
必
然
的
に
と
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
に

　
お
い
て
大
き
な
歴
史
的
意
義
を
有
す
る
竜
の
で
あ
る
。
勧
農
権
と

　
は
下
地
進
止
権
の
根
源
形
態
を
な
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ

　
は
時
代
の
進
展
と
と
も
に
下
地
進
止
権
へ
と
転
化
し
つ
つ
、
在
地
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領
主
制
の
最
屯
重
要
な
存
立
基
盤
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。

⇔
別
名
の
領
主
達
は
、
領
内
の
年
貢
収
取
を
国
衙
に
対
し
て
保
障
す

　
る
責
任
を
も
た
さ
れ
そ
の
責
任
を
遂
行
す
る
た
め
、
領
内
の
農
業

　
経
営
全
般
を
実
際
に
管
理
・
統
轄
し
、
沙
汰
す
る
権
限
一
勧
農
権

　
を
獲
得
し
て
い
た
。
彼
等
は
領
内
に
対
す
る
み
ず
か
ら
の
勧
農
権

　
を
相
伝
の
「
私
領
」
と
な
し
、
こ
れ
を
拠
点
に
し
て
領
内
農
畏
を

　
組
織
し
っ
っ
漸
次
在
地
領
主
制
を
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
。

㈱
別
名
の
成
立
事
情
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

の
主
な
推
進
主
体
は
国
衙
の
在
庁
所
に
拠
点
を
お
く
在
庁
官
人
達

で
あ
っ
た
。
彼
等
は
お
の
お
の
の
職
掌
に
し
た
が
い
つ
つ
全
体
制

的
に
旧
来
の
郷
を
分
割
し
、
数
多
く
の
在
庁
別
名
を
成
立
さ
せ
て

い
っ
た
。
か
く
し
て
彼
等
は
在
庁
官
人
で
あ
る
と
と
も
に
一
個
の

在
地
私
領
主
と
し
て
の
性
格
を
兼
ね
備
え
る
に
い
た
り
、
こ
こ
に

国
衙
を
申
心
に
、
　
一
国
的
規
摸
の
た
し
か
さ
で
封
建
的
構
成
へ
の

傾
斜
が
開
始
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

！

国衙領における領主制の形成（大山）

　
（
　
山
ハ
○
百
ハ
よ
h
ソ
）

一
…
讃
破
富
保
存
遣
物
…
…
坂
出
鎌
田
博
物
館
…
…

城
山
－
金
由
好
古
堂
、
バ
カ
リ
ゴ
ウ
ロ
石
塚

白
峯
寺
～
岡
分
台
無
土
器
文
化
遺
跡
一
石
清
尾

山
古
墳
群
（
猫
塚
、
姫
塚
、
石
船
塚
、
鏡
塚
、
北
大

塚
）
－
高
松
市
す
べ
り
山
墨
土
弥
生
式
土
器
（
高

松
市
立
美
術
館
）
。
参
加
老
は
有
光
教
授
ほ
か
八
名
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
ゑ

京
都
府
与
謝
郡
加
悦
町
字
温
江
　
埴
輪
円
筒
棺
…
の
調

査　
加
悦
町
東
方
の
丘
陵
の
繭
斜
面
で
埴
輪
円
筒
棺
が

発
見
さ
れ
た
み
で
、
京
都
府
教
育
委
員
会
の
委
曝
を

う
け
て
、
京
都
大
学
文
学
部
西
谷
其
治
助
手
が
一
一

月
二
五
、
　
二
山
ハ
R
門
に
調
査
し
た
。
　
円
病
目
饗
か
発
見
さ

れ
た
位
概
に
は
、
墳
丘
ら
し
い
も
の
も
な
く
、
ま
た

付
近
に
も
古
墳
は
み
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
棺
は
朝
顔

形
埴
輪
の
口
径
部
を
と
り
さ
っ
た
も
の
で
、
長
さ
九

ニ
セ
ン
チ
、
薮
部
の
径
憲
五
～
｛
二
八
セ
ン
チ
あ
る
。

阿
端
に
平
石
を
た
て
て
蓋
を
し
て
い
た
。
劇
葬
品
は

ま
っ
た
く
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

京
都
市
北
区
大
宮
町
　
瓦
窯
肚
の
発
見

　
大
宮
小
学
校
の
北
側
で
、
水
路
工
婆
に
よ
っ
て
瓦

窯
祉
が
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
。
い
う
報
知
が
あ
っ
た

の
で
、
京
都
大
学
文
学
部
横
山
浩
一
助
手
が
一
二
月

一
重
に
謁
殺
し
た
。
遺
構
は
発
見
で
き
な
か
っ
た

が
、
周
囲
の
地
形
か
ら
平
蜜
…
と
推
｛
疋
さ
れ
る
。
平
安

時
代
の
瓦
を
採
集
し
た
。
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monopolistic　capital’s　control　of　politics　is　given　，　up　by　the　city

capitalists　and　the　wotl〈ers　who　are　both　inclined　to　the　linterest

politics．　The　Boss　Ruef’s　administration　appears　a＄　a　mediator　of　the

struggle　in　these　three　groups，　dischargesits　function　of　public　welfare，

which　becanie　urgent　then，　by　xneans　of　priv－ate　interests，　bribery　or

buying－over，　and　is　an　illegal　form　of　politics　to　fi11　the　blank　without

coming　public　system　or　principle　which　operates　this　society，

The　Formation　of　the　Landlord　System　in

　　　　　　　　　Kokuga’s国衙Territory

　　　　　　by

　　　　　　　　ム

Ky6hei　Oyama

　　As　in　a　period　of　the　Kamakt｛rα鎖喪心era　in　the　Wahαsa、．若狭

countfy，　theκbんz49α’s国衙teffitofy　in　the　middle　ages　occupied

as　large　a　terfitory　ftc　s　the　manors　did。　This　large　Koleuga’s国衙

land　changed　largely　itself　by　the　dissolution　of‘G6’郷，　the　formef

tax－collection　afea，　and　by　the　newly　establisheing‘、Betsitmy6’別名

at　lafge　since　the　end　of　the　Heian　平安　era．　The・formation　of

Betsumpao”　fesulted　in　the　systematically　authorized　execution　of

Kaアzn6－ken勧農権，　of　f呈ght　for　promoting　agficulture，　by　its　lords

to　the　peasants　within　the　domains．　As’　time　went　on，　after　the

beginning　of　the　l〈amaleura鎌倉efa，　this　right　was　transformed

into　the　S臆αガーshinshileen　．下地血止権．　Then　the　fot’mation　of

Betszgnay6　means　the　concrete　birth　of　the　iandlord　system　itself，　and

it　motivated　the　inclination　for　systeniatically　feudalistic　constitution

by　the．　Koleuga’s　lac　nd，　as　a　result　of　each　raember　of　Kofeztga　dividing

the　former　G6　and　forming　many　Zaicho－6¢オs瑚η6在庁別名by
changing　the　Koleuga’s　system　according　to　each　charge　at　the　end　of

the　lleian　era．

The　Minor　Races　in　the　Northern　Laos

especially　on　the　Yao　f’X，it　race

by

Keiji　lwata

Each　race，　such　as　．乙αo，　Meo　炭『，　Yao　催・，　Gα一Mu　（Pu一　Ten）　and

（！63）


