
書

評

村
尾
次
郎
著

律
令
財
政
史
の
研
究

一

薗
　
田
　
香
　
融

　
古
代
の
財
政
史
を
取
扱
う
に
は
、
い
く
つ
か
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、
正

倉
院
文
書
の
天
平
期
正
税
帳
を
基
本
史
料
と
し
、
そ
の
分
析
か
ら
得
た
と
こ
ろ

の
成
果
を
土
台
と
し
て
、
古
代
財
政
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
途
は
、
最
も
正
統

な
方
法
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
研
究
者
の
顧
る
と
こ
ろ
と

な
ら
な
か
っ
た
。
本
書
の
著
者
村
尾
次
郎
氏
は
、
従
来
漏
過
さ
れ
て
い
た
こ
の

方
法
を
正
面
か
ら
取
上
げ
、
そ
し
て
推
進
し
て
ぎ
た
数
少
い
研
究
者
の
一
人
で

あ
っ
て
、
氏
が
早
く
『
史
学
雑
誌
』
五
八
編
に
「
律
令
疇
代
の
財
政
に
弄
す
る
研

究
」
な
る
好
篇
を
も
の
し
て
、
終
戦
ま
も
な
い
頃
の
沈
滞
し
た
古
代
史
学
界
に
一

波
紋
を
投
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ

よ
う
な
班
究
方
法
を
目
指
し
て
き
た
私
し
と
っ
て
は
、
村
昆
氏
の
業
績
は
常
に

私
の
研
究
の
福
針
で
あ
り
、
は
げ
ま
し
で
も
あ
っ
た
だ
け
に
、
こ
れ
ら
一
連
の

業
績
が
集
成
さ
れ
て
『
律
令
財
政
史
の
研
究
』
一
巻
と
な
っ
て
公
刊
さ
れ
た
こ

と
は
、
私
に
と
っ
て
も
決
し
て
無
関
心
事
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
は
じ
め
て
本
書
を
通
読
し
た
私
は
、
ま
ず
著
者
の
視
野
の
広
さ
、
練
達
し
た

史
筆
、
史
料
に
対
す
る
よ
み
の
深
さ
と
い
っ
た
点
で
圧
倒
さ
れ
た
が
、
卒
直
に

い
5
と
一
面
で
は
、
い
く
つ
か
の
欠
陥
も
す
ぐ
眼
に
つ
い
た
し
、
ま
た
私
だ
っ

た
ら
、
も
う
少
し
捌
な
書
き
方
を
し
た
だ
ろ
う
と
思
う
点
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
同
じ
職
場
の
職
人
た
ち
の
中
で
、
最
も
熟
練
し
た
一
人
が
す

ば
や
く
作
品
を
仕
上
げ
た
と
き
、
・
他
の
職
人
た
ち
が
感
ず
る
負
惜
し
み
の
よ
う

な
一
種
独
特
の
気
持
に
似
て
い
た
。
こ
う
し
た
職
人
的
な
感
情
を
払
拭
し
、
印

象
的
感
想
を
と
も
か
く
も
学
問
的
な
書
評
に
整
形
す
る
仕
事
は
き
怠
惰
な
私
に

と
っ
て
仲
々
の
重
荷
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
評
の
執
筆
が
、
本
書
の
刊
行
二
年
後

の
今
日
ま
で
遅
れ
た
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
に
今
一
つ
私
の
執
筆
を
遅
ら
せ
た
も

の
は
、
昨
年
八
月
、
『
史
学
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
早
規
庄
八
氏
の
書
評
の
出
現
で

あ
っ
た
。
早
川
氏
の
そ
れ
は
、
四
百
字
置
百
枚
に
な
ん
な
ん
と
す
る
、
書
詐
に

し
て
書
評
以
上
の
力
作
で
あ
り
、
村
尾
氏
の
大
著
の
採
る
べ
き
点
、
疑
う
べ
き

点
を
指
摘
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
御
本
人
に
は
心
外
か
も
し
れ
ぬ
が
、
同

じ
職
場
（
，
・
）
の
仲
闘
と
考
え
て
い
た
早
用
氏
に
、
書
評
と
い
う
仕
事
の
上
で

も
先
を
越
さ
れ
た
わ
け
で
、
私
の
負
惜
し
み
は
ま
す
ま
す
募
ら
ざ
る
を
・
兄
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
5
し
た
わ
け
で
、
以
下
述
べ
る
と
こ
ろ
の
私
の
書
評
は
、

羅
上
屋
を
架
す
る
愚
挙
に
陥
ら
な
い
た
め
に
、
け
っ
き
ょ
く
断
片
的
、
印
象
的

な
も
の
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
著
者
な
ら
び
に
読
者
に
対
し
て
ま
ず
お

詑
び
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

二

　
村
尾
氏
の
大
著
は
す
べ
て
五
章
よ
り
成
る
が
、
本
書
金
体
の
構
想
を
要
説
す

る
の
が
第
一
章
「
律
令
財
政
史
総
論
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
践
さ
れ
る
の
は
、

律
令
財
政
の
起
源
な
い
し
は
成
立
の
問
題
に
ふ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
著

者
に
し
た
が
え
ば
、
律
令
財
政
は
大
化
・
大
下
問
に
し
だ
い
に
確
立
さ
れ
た
が
、
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評魯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
じ

そ
れ
は
従
前
の
三
つ
の
財
政
系
統
を
う
け
つ
い
で
成
立
し
た
。
す
な
わ
ち
e
氏

か
ら
の
間
接
的
貢
納
、
⇔
朝
廷
慮
轄
の
屯
倉
か
ら
の
貢
納
、
⇔
礁
…
時
の
賦
課
の

一二

ﾅ
あ
る
が
、
、
な
か
で
も
律
令
・
財
政
の
主
流
は
、
　
「
実
質
駒
に
は
第
二
の
系
統

を
基
礎
に
し
、
こ
れ
を
全
面
的
に
拡
充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
一
の
系
統
の
徴

取
体
系
を
き
り
崩
し
て
成
立
し
た
」
（
十
二
頁
）
と
さ
れ
る
。
私
の
最
初
の
疑
問

は
、
e
氏
⇔
屯
倉
に
対
し
て
、
ど
う
し
て
国
造
が
無
視
さ
れ
た
か
と
い
う
点
で

あ
っ
た
。
大
化
前
代
の
財
政
構
造
に
お
け
る
国
造
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
後
段

に
再
び
ふ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
便
宜
そ
こ
に
ゆ
ず
り
、
次
の
問
題
は
、
律

令
財
政
の
細
網
過
程
に
つ
い
て
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
を
大
宝
を
中
心
と
し
た

確
立
期
、
運
営
機
構
の
合
理
化
さ
れ
た
天
平
期
、
そ
し
て
動
揺
・
変
質
す
る
奈

良
後
期
以
降
の
三
期
に
時
期
区
分
し
た
。
こ
の
時
期
区
分
は
、
お
そ
ら
く
何
人

に
も
容
認
さ
れ
る
も
の
と
思
う
が
、
た
だ
軽
羅
氏
の
い
わ
ゆ
る
確
立
・
合
理
化

・
動
揺
変
質
と
い
う
評
価
が
、
い
さ
さ
か
恣
意
的
な
感
を
免
れ
な
い
。
と
く
に

第
二
の
門
合
理
化
臨
と
い
う
用
語
は
果
し
て
適
嶺
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は

本
書
の
論
述
の
中
に
、
こ
の
「
合
理
化
嚥
と
い
う
甚
だ
近
代
的
な
用
語
が
し
ば

し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
村
尾
氏
の
史
観
の
一
特
色
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
う
し
た
点
の
最
も
い
ち
じ
る
し
い
第
二
章
の

検
討
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
第
二
章
「
律
令
租
税
制
度
の
基
本
構
造
」
で
、
著
者
は
ま
ず
律
令
租
税
体
系

を
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。
第
一
は
租
庸
調
径
な
ど
の
一
次
的
負
担
、
次

に
交
易
・
雇
役
な
ど
の
二
次
的
負
担
、
そ
し
て
公
出
挙
な
ど
の
三
次
的
負
担
の

一一

@
で
あ
る
（
　
七
頁
）
。
コ
次
的
負
担
を
主
本
と
す
る
賦
役
体
系
が
、
漸
次
二

次
酌
負
担
を
重
用
す
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
き
、
さ
ら
に
出
挙
交
易
中
心
の
三

次
的
負
担
体
系
に
移
っ
て
行
く
の
が
、
律
令
競
制
の
史
約
発
展
の
相
で
あ
る
」

（
六
六
頁
）
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
「
異
な
る
各
種
の
負
担
」
を
「
作
業
日
数
に

抽
象
化
し
同
類
化
す
る
」
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
　
「
公
民
の
総
負
担
は
常
に
同

量
均
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
税
原
則
が
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
て

い
た
」
（
二
二
頁
）
。
た
と
え
ば
留
役
折
免
法
に
よ
れ
ば
、
租
は
年
間
十
日
の
労

働
量
、
庸
は
十
日
、
調
は
二
十
日
の
そ
れ
に
換
鋒
さ
れ
る
（
三
八
頁
）
。
　
そ
こ

で
、
著
者
は
律
令
田
租
の
基
礎
は
、
年
間
「
十
溝
の
労
働
に
あ
た
る
部
分
を
提

供
す
る
こ
と
を
根
拠
に
し
た
の
で
は
な
い
か
偏
　
（
三
七
頁
）
と
考
え
、
ま
た
口
㎎

部
・
雑
戸
の
多
種
多
様
な
租
税
免
除
の
条
件
も
、
け
っ
き
ょ
く
す
べ
て
公
民
と

等
量
の
負
担
を
義
務
づ
け
た
も
の
と
評
し
、
　
「
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
綿
密
で
合

理
的
で
あ
る
。
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
、
色
々
と
違
っ
た
形
の

負
担
を
一
元
の
量
に
抽
象
し
て
、
そ
の
軽
重
を
箕
定
し
て
い
る
点
に
あ
る
」

（
四
八
頁
）
。
し
た
が
っ
て
か
れ
ら
の
身
分
も
ま
た
「
法
的
に
は
公
畏
と
同
等

と
い
う
こ
と
が
原
剣
だ
っ
た
」
　
（
六
一
頁
）
等
々
の
三
見
鯉
…
を
導
い
て
い
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
拾
い
上
げ
た
よ
う
な
村
尾
氏
の
門
合
理
」
史
観
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
早
用
氏
が
、
詳
細
な
論
評
を
加
え
て
お
り
、
そ
れ
以
上
に
つ
け
加
え
る
言
葉

を
も
た
な
い
が
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
反
井
上
フ
ノ
一
」
史
観
に
対
す
る
反
擾
よ
り
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
リ
　
　
　
へ

ら
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
計
算
の
魔
術
に
お
ぼ
れ
た
勇
み
足
の
論
で
は
な
か
ろ

う
か
。
私
た
ち
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
違
っ
た
形
の
負
担
が
、
な
ぜ
現
実

に
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
出
発
点
に
立
赤
る
こ
と
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
要
す
る
に
「
合
理
化
」
と
い
う
雷
葉
で
は
、
律
令
財
政
の
史

的
展
蘭
の
要
目
を
捉
え
る
こ
と
は
函
難
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
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第
三
章
「
正
倉
管
理
」
は
、
古
代
の
倉
礁
の
構
造
と
機
能
を
汎
論
し
、
さ
ら

に
正
倉
の
管
理
を
め
ぐ
っ
て
、
律
令
財
政
機
構
及
び
そ
の
変
遷
に
論
及
し
て
い

る
。
古
代
の
文
献
に
み
え
る
「
甲
倉
」
は
「
あ
ぜ
く
ら
」
で
あ
る
こ
と
、
　
「
髪

倉
」
は
中
間
に
空
闇
を
設
け
た
一
宇
演
舞
の
「
ふ
た
こ
ぐ
ら
」
で
あ
ろ
う
こ
と
、

ま
た
、
　
門
倉
下
㎏
と
い
う
の
は
、
高
簾
倉
庫
の
床
下
で
は
な
く
上
述
し
た
鍔
広

の
中
空
間
で
あ
ろ
う
こ
と
、
な
ど
の
興
味
ぶ
か
い
見
解
を
述
べ
た
の
ち
、
　
「
越

中
圏
宮
倉
納
穀
交
替
記
」
を
取
上
げ
、
正
倉
の
規
格
に
大
小
五
種
が
あ
っ
た
こ

と
を
推
定
し
て
い
ら
れ
る
。
右
の
「
倉
下
」
に
つ
い
て
は
、
私
の
旧
考
「
倉
下
考
」
・

に
関
説
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
氏
の
御
批
判
は
少
し
く
的
は
ず
れ
の
よ
5

に
思
う
。
こ
れ
は
第
三
者
の
判
定
を
ま
つ
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
に
は
ふ
れ
な
い
。

　
第
三
章
の
中
で
私
た
ち
に
最
も
興
味
ぶ
か
い
の
は
正
倉
管
理
権
の
帰
趨
を
め

ぐ
っ
て
、
国
司
制
度
の
沿
革
を
論
述
さ
れ
た
部
分
で
あ
っ
た
。
著
春
は
こ
の
部

分
に
お
い
て
、
第
一
章
「
総
論
」
で
述
べ
た
「
第
二
の
系
統
（
屯
倉
支
醒
の
財

政
機
構
）
が
第
一
の
系
統
（
氏
を
通
じ
た
財
政
機
構
）
を
き
り
崩
し
」
て
律
令

財
政
が
成
立
す
る
と
い
う
シ
エ
…
マ
を
再
確
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来

論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
田
舞
・
主
鎗
・
下
司
・
主
演
な
ど
は
、
朝
廷
直

轄
の
屯
倉
管
理
の
た
め
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
「
使
官
」
の
遺
存
形
態
で
あ
り
、

「
国
司
な
る
も
の
は
、
基
本
的
に
は
屯
倉
へ
の
使
宮
の
発
展
形
態
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
　
（
三
鳳
七
買
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
は
こ
こ

で
も
、
先
刻
述
べ
た
よ
う
に
、
国
造
に
対
す
る
評
価
の
不
足
が
気
に
か
か
る
の

で
あ
る
。
図
式
的
に
い
う
と
、
村
尾
氏
の
律
令
財
政
成
立
論
は
、
屯
倉
↓
正
倉
、

屯
倉
贈
官
↓
国
司
と
表
現
さ
れ
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
逆

に
国
造
居
館
↓
郡
衙
正
倉
と
い
う
側
面
も
無
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
屯
倉
・

屯
倉
使
官
は
、
む
し
ろ
令
制
の
封
戸
・
王
臣
家
癖
人
へ
と
発
展
し
た
と
考
え
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
、
相
模
国
封
戸
租
交
易
帳
の
記
載
に
よ
っ
て
、

鎌
倉
郷
が
屯
倉
の
故
地
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
ら
れ
る
が
（
　
三
二
頁
）
、

も
し
か
り
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
著
者
肖
身
の
屯
倉
↓
正
倉
と
い
う
シ
ェ
ー
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
封
戸
租
交
易
帳
に
諸
王

の
食
封
の
多
い
こ
と
に
、
倉
封
事
自
体
の
注
謁
す
べ
き
性
格
が
示
さ
れ
て
い
る

と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

　
以
上
本
書
の
第
一
・
第
二
・
第
三
の
各
章
に
つ
い
て
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、

つ
づ
く
第
囲
章
「
公
出
挙
制
の
展
雛
」
は
本
書
中
の
圧
巻
と
も
称
す
べ
き
も
の

で
あ
り
、
私
自
身
の
関
心
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
著
者
に
も
読
者
に
も
最
も
心

し
て
読
ま
る
べ
き
部
分
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
公
出
挙
制
は
史
上
に
埋
没
し
て
い

た
雑
題
財
政
を
支
え
る
き
わ
め
て
重
要
な
支
柱
で
あ
っ
た
。
こ
の
公
出
挙
制
の

霊
要
性
を
発
掘
し
た
功
績
は
、
誰
よ
り
も
村
尾
氏
そ
の
人
に
帰
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
著
者
の
出
挙
論
の
さ
わ
り
は
第
四
章
第
二
飾
の
「
交
易
と
出
挙
」
の
な
か
ん

づ
く
第
二
項
「
宮
島
畠
挙
の
利
率
と
米
価
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分

は
、
か
っ
て
『
古
代
学
』
穴
巻
三
号
に
「
官
稲
海
溝
租
税
化
の
過
程
」
と
題
し
て
発

表
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
当
時
本
論
文
を
拝
見
し
て
非
常
な
感
銘
と

啓
示
と
を
う
け
た
記
憶
を
、
私
は
今
も
っ
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
，
の
で
あ

る
。
米
働
の
春
高
・
秋
安
と
い
う
現
象
は
、
漠
然
と
し
た
常
識
と
し
て
は
理
解

で
き
る
が
、
こ
の
こ
と
が
、
奈
良
時
代
の
当
時
に
お
い
て
た
し
か
め
ら
れ
る
こ

と
を
、
偉
大
な
る
大
日
本
古
文
書
の
中
か
ら
厳
然
た
る
史
実
と
し
て
発
掘
さ
れ

た
手
際
は
ま
こ
と
に
あ
ざ
や
か
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
論
拠
と
し
て
、

繊
挙
と
い
う
制
度
が
、
そ
れ
ま
で
い
わ
れ
た
よ
う
に
単
な
る
社
会
救
済
制
度
で

あ
る
と
か
、
も
し
く
は
民
衆
か
ら
の
搾
取
手
段
で
あ
る
と
か
と
す
る
一
面
的
な
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轡

解
釈
を
斥
け
て
、
班
田
農
民
に
対
す
る
再
生
産
の
保
障
手
段
で
あ
っ
た
と
い
う

明
快
な
る
結
論
を
轟
き
毘
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
時
同
じ
よ
う
な
解
答
を
模
索
し

て
い
た
私
を
し
て
、
昌
を
そ
ば
だ
た
し
む
る
に
充
分
な
も
の
が
あ
っ
た
。

　
た
だ
第
四
章
の
所
論
に
つ
い
て
若
干
の
疑
聞
を
述
べ
さ
せ
て
も
ら
う
な
ら
ば
、

正
税
帳
の
取
扱
に
お
い
て
、
天
平
六
年
の
宮
稲
混
合
に
関
す
る
考
慮
が
不
充
分

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
御
存
知
に
な
っ
て
い
な
が
ら
、

た
と
え
ば
三
九
〇
頁
、
三
九
一
頁
の
第
三
二
表
、
第
三
三
表
等
に
お
い
て
、
混

合
以
前
と
以
後
の
正
（
大
）
税
帳
・
郡
稲
帳
等
の
示
す
数
掌
を
同
列
に
並
べ
て

疑
問
と
さ
れ
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
混
合
の
前
後
で
は
、
正
税
・
郡
稲
等
の

所
管
も
規
模
も
全
く
異
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
一
様
に
列
挙
し
、
比
較

し
た
と
こ
ろ
で
何
の
意
味
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
官
稲
混
合
に
関
し
て
、

兵
象
稲
（
三
〇
五
買
）
、
国
儲
稲
…
（
三
〇
八
賀
）
の
理
解
が
正
し
く
な
い
。
著
者
は

官
稲
混
合
以
前
の
正
税
帳
に
「
丘
ハ
家
稲
」
の
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
兵
家
稲
は
そ

れ
以
後
の
設
綬
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
丘
ハ
家
稲
は
い
わ
ば
諸
司
稲

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
官
稲
の
鏡
囲
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
兵
家
稲
の
起
源
が
天
平

六
年
以
前
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
向
差
麦
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
「
国
恥
」

に
つ
い
て
は
、
氏
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
公
用
稲
の
賊
名
と
考
え
る
べ
き
で
あ

り
、
し
が
っ
て
廷
暦
交
替
式
の
天
平
十
七
年
の
公
醇
稲
設
置
の
際
停
止
さ
れ
た

と
い
う
の
は
、
正
税
か
ら
公
癬
稲
へ
の
所
管
変
更
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
拙
稿
「
編
挙
一
天
平
よ
り
延
喜
ま
で
一
」
『
薬
圃
濁
家
の
基
礎
構
造
臨
所
収
参
照
）

　
　
　
　
　
五

　
第
五
章
「
奥
羽
開
拓
を
通
じ
て
見
た
土
地
拡
大
政
策
の
推
進
」
は
、
養
老
六
年

の
百
万
町
歩
開
墾
計
画
の
意
義
を
追
求
し
て
、
ひ
ろ
く
古
代
の
東
北
開
拓
史
を

通
観
し
て
い
る
。
ま
ず
主
題
を
な
す
百
万
町
歩
開
墾
計
画
が
陸
奥
按
察
使
管
内

に
関
す
る
立
法
で
あ
っ
た
と
す
る
論
は
、
そ
の
後
の
石
母
田
正
氏
等
の
反
論
に

も
拘
ら
ず
、
私
は
著
巻
の
慧
見
に
賛
成
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
ユ
ミ

ス
の
勢
力
の
身
長
、
村
落
や
社
会
構
造
に
論
及
し
た
部
分
も
、
村
尾
氏
の
特
色

あ
る
史
風
を
い
か
ん
な
く
示
し
た
異
色
篇
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
一
言
苦
言
を

呈
す
る
な
ら
ば
、
本
章
は
「
律
令
財
政
史
の
研
究
」
と
い
う
本
書
の
主
題
か
ら

い
っ
て
、
い
さ
さ
か
逸
脱
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
む
し
ろ
こ
れ
を

附
録
篇
と
し
て
編
入
さ
れ
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
同
様
な

こ
と
は
、
本
書
第
四
章
第
三
節
「
出
雲
風
土
記
の
勘
造
と
劇
道
使
偏
な
ど
に
つ

い
て
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
第
二
章
の
「
雇
役
と
そ
の
実
態
」
な

ど
も
、
本
書
の
金
体
の
論
述
に
充
分
消
化
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
い
く

つ
か
の
論
交
を
集
成
さ
れ
た
本
書
の
成
り
立
ち
か
ら
い
え
ば
無
理
か
ら
ぬ
点
も

あ
る
が
、
私
と
し
て
は
、
正
税
帳
研
究
の
先
駆
者
と
も
い
う
べ
ぎ
村
尾
氏
に
よ

っ
て
、
強
力
な
主
題
意
識
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
た
「
律
令
財
政
史
」
の
書
き

上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
本
書

を
読
み
畢
え
て
感
じ
た
私
の
最
も
大
き
い
不
満
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
以
上
甚
だ
失
礼
な
番
葉
を
重
ね
た
が
、
平
素
の
学
愚
に
こ
た
え
る
後
学
の
礼

儀
知
ら
ず
の
感
謝
の
表
現
と
御
心
得
下
さ
っ
て
、
御
海
容
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
お

願
い
す
る
。
な
お
以
上
に
ふ
れ
な
か
っ
た
小
さ
な
誤
点
を
摘
記
す
れ
ば
、
一
一

二
頁
の
「
盛
事
穀
」
は
延
喜
主
税
式
に
冤
え
る
「
別
納
影
身
」
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
二
八
六
頁
に
拙
稿
を
引
用
し
て
「
左
大
臣
家
」
を
門
武
智
麻
直
家
」
と
さ

れ
る
が
、
私
は
「
房
前
家
」
と
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
ま
た
四
〇
四
頁
工
ハ

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

行
自
の
「
二
万
五
千
九
百
七
町
」
は
「
一
万
五
千
九
百
七
町
」
の
誤
植
か
。

　
（
A
5
判
本
文
五
七
九
買
遊
船
次
一
〇
頁
索
引
二
七
百
ハ
　
爆
心
麹
雌
一
よ
1
六
年
一
工
月

　
吉
川
弘
文
館
刊
　
定
価
一
、
三
〇
〇
円
）
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