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一
、

は

し

が

き

近
江
国
依
智
床

の
問
題
に
つ
い
て
提
起
せ
ん
と
す
る
目
的
は
、

こ
の
庄
園

の
性
格

に
つ
い
て
余
り
に
も
多
く
の
諸
先
学
が
論
を
た
た
か
わ
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
具
体
的
に
究
明
さ
れ
る
点
に
欠
け
る
こ
と
の
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

荘
園
研
究
に
お
け
る
覇
場
は
や
や
も
す
れ
ば
荘
園
領
主
と
在
地
構
造

の
中
の
対
立
的
肚
界
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
き
ら
い
が
多

い
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
依
智
庄

の

場
合
に
お
い
て
も
か
か
る
見
解
に
お
い
て
論
を
進
め
ら
て
い
る
先
学

の
多

い
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
即
ち
そ

こ
に
お
い
て
は
田
堵

の
存
在
を
屯
視
し
、
田
堵

の
荘
園
領
主

に
対
す
る
年
貢

の
渋
滞
を
以

っ
て
対
抗
す
る
と

こ
ろ
に
出
堵
の
農
奴
的
性
格
よ
り
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
所
論
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
論
点

に
立
つ
か
ぎ
り
荘
園
の
構
造
分
析
に
あ
た

っ
て
は
、
か
え

っ
て
研
究
の
偏
見
の
き
ら
い
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。

従
来

の
荘
園
研
究
に
於
け
る
悶
題
は
、
律
令
制
と
荘
園
制
と

い
う
二

つ
の
法
的
性
格
に
分
析
す
る
こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
先

の
例

の
如
く
、
律
令
制

の
崩
壊
を
求

め
て
荘
園
制

の
成
畝

の
裏
付
け
と
せ
ん
と
す
る
既
成
概
念

に
執
着
せ
ん
と
す
る
き
ら
い
を
持

っ
て
い
る
。
近
時
竹
内

理
三
氏

の

「
荘

園
制
と
封
建
制
」

の
所
論
に
お

い
て

従
来
の
立
場

よ
り
脱
し
て
土
地
所
有

の
支
配
構
造
を
以

っ
て
疏
園
制

の
本
質
と
述

べ
ら
れ
封
建
制
は
人
間
支
配
に
も
と
つ
く
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
荘
園
制
よ
り
封
建
制

へ
の
移
行
は
、
か
か
る
本
質
の
相
異
が
時
代
と
共
に
置
き
か
え
ら
れ
て
ゆ
く
と
見
ら
れ
た
た
め

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
所
論
も
根

源
的

に
は
律
令
制

の
崩
壊
及
至
変
質

を
基
本
概
念
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
変
り
な

い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら

の
事
に

つ
い
て
、
村
井
康
彦
氏
が
荘
園
制
研
究
史
の
回
顧
と
課
題
ω

の
中
で
竹
内

・
石
母
田
氏

の
所
説
に

つ
い
て

「
荘
園
制

の
本
質
は
土
地
支
配
に
あ

っ
て
人

間
支
配
を
含
ま
な

い
と
す
る
竹
内
説
、
人
間
支
配
が
中
核
で
土
地
支
配
は
本
来
付
帯
的
で
あ

っ
た
と
す
る
石
母
田
説
」
に
対
し
、
人
聞

・
土
地
の

一
元
的
に
特
質
が
あ
る

近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て
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近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て

荘
園
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
か
か
る
方
向
は
共
に
荘
園

の
本
質
を
衝
く
の
で
あ

る
と
述

べ
ら
れ
て
、

「
人
間
と
土
地
と
の

一
元
的
支
配

の
実
現
が
荘
園
支

配
体
制

の
完
成
形
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
従
来

の
律
令
制
対
荘
園
制
と

い
う
対
立
概
念
よ
り
ぬ
け
出
し
て
土
地
と
人
間
と
の
先
行
形
態
に
お
い
て
荘
園
構
造

の

分
析
を
試
み
ら
れ
た
点

に
お
い
て
、
注
目
す

べ
き
所
論
が
多
く
、
こ
と
に
そ
の
完
成
形

へ
の
媒
介
と
し
て
の
寄
作
人
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
た

こ
と
は
荘
園
研
究

へ
の
嬉
ば

し
い
結
果
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、

こ
の
方
法
に
お
い
て
は
、
従
来

の
荘
園
を
類
型
的
に
分
析
し
ょ
う
と
す
る
立
場
に

つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
墾
田
地
系
荘
園
と
寄
進
地
系
荘
園

の
問
題
、
及
び

渡
辺
澄
夫
氏
②
の
見
解
に
も
と
つ
く
雑
役
免
系
荘
園

の
分
類
で
あ
る
。

こ
の
見
解
は
あ
た
か
も
定
説
化
し
て
い
る
き
ら
い
さ
え
あ
り
、
初
期
荘
園
は
す
べ
て
越
前
国

の
東

大
寺
領
荘
園
の
示
す
墾
田
地
系
に
も
と
つ
く
開
墾
的
性
格
を
重
視
し
て
、
そ
の
初
期
庄
園
の
特
質
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
果
し
て
初
期
荘
園

の
全
般

に
及

ぼ
し
て
疑
問

が
存
在
し
な
い
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
疑
義
を
持
た
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
か
か
る
疑
義
よ
り
出
発
さ
れ
た
の
が
渡
辺
氏

の
い
う
雑
役
免
系
荘
園
で
あ
ろ
う

が
、
こ
れ
を
畿
内
系
荘
園
の
み
に
理
解
す
る
こ
と
に
も
狭
さ
を
感
じ
な

い
で
も
な
い
。
そ
し
て
寄
進
地
系

の
庄
園

の
発
展
を
以

っ
て
初
期
庄
園
よ
り
の
脱
離
と
す
る
立
場

も
買
得
庄
田
の
集
積
に
お
い
て
考
え
る
場
合
、
至
当
な
見
解
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
さ
ら
に
庄
田
の
性
格
を
さ
ら
に
分
析
し
、
地
r
米
と
の
関
連
性
を

つ
き
と
め
る
必
要
も
荘
園
の
発
展
形
態
を
研
究
す
る
に
対
す
る
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、

こ
こ
で
依
智
庄

の
構
造
的
解
明
に
中
心
を
置
い
て
論
を
進
め
依
智
秦
公
氏

の
郡
司

一
族
と
し
て
の
在
地
的
性
格
と
、
荘
園
構
造

の

関
聯
性
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

ω

村
井
康
彦
著

古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究

三
五
頁
ー
二
一
八
頁

ω

渡
辺
澄
夫
著

幾
内
庄
園
の
基
礎
構
造

一一iso‐

 

一
、

依

智

庄

の

成

立

近
江
国
近
智
庄
に
つ
い
て
そ
の
在
地
構
造
に

つ
い
て
は
種

々
の
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
、
そ
れ
が
初
期
荘
園
か
ら
、
不
輪

不
入
権
を
得
た
、

い
わ
ゆ
る
後
期
荘
園
が
展
開

し
て
ゆ
く
過
程
に
お
け
る
荘
園
形
態
に
興
味
あ
る
多
く

の
問
題
を
含
ん
で
い
る
も

の
と
し
て
い
ま
ま
で
か
ら
注

目
さ
れ
て
い
る
。

近
江
国
愛
智
庄
は
現
在

の
滋
賀
県
愛
知
郡
湖
東
町
浩
水
、
小
田
刈
、
菩
提
寺

の
附
近
を
主
と
す
る
地
域
で
、
北
は
小
八
木
、
蚊
野
等
に
接
し
て
、
愛
知
川
の
右
岸
に
面



し
た
地
域
に
展
開
し
た
庄
園
で
あ
る
。

こ
の
地
域
は
現
在

で
も
滋
賀
県

の
穀
倉
地
域

で
あ
り
、
八
日
市
町
、
愛
知
川
町

一
帯

の
豊
沃
な
土
地
を
占
め
て
い
る
。

こ
と
に
こ
の
愛
知
川
の
水
量
は
敷
で
永
源
寺
谷

に
発
す
る
流
れ
は
、
御
河
辺
神
社
よ
り
右
岸
の
小
田
刈
、
南
清
水
等

の
右
岸
地
域
が
、
八
口
市
町
側
の
川
へ
目、
北
町
等

の
左
岸
地
域

よ
り
侵
蝕
が
は
げ
し
い
。

ま
た

こ
の
地
域
に
は
南
北
菩
提
寺
を
は
じ
め
、

東

円
堂
、

僧
房
等

の
与
院
関
係

の
地
名
も
存
し
、

愛
智
川

の
左
岸

の
中
小
路
町
に
は

興
福
寺
と
称
す

る
寺
院
す
ら
あ

る
。
ま
た
湖
東
町
、
愛
智
川
町
の
う
ち
伝
智
庄
に
関
す
る
条
里
の
遺
構
と
し
て
存
し
て
い
る
の
は

北
清
水

外

ノ
坪

大
清
水

ヒ
八
ノ
坪

下
八
坪

苅
間

一
ノ
坪

七
ノ
坪

十
三
坪

六
ノ
坪

十
二
坪

十
八
坪

平
居

九
ノ
坪

も
ち
ろ
ん
こ
の
地
域
は
条
里
制

の
遺
構
ω
も
比
較
的
明
確
な
地
域
で
あ
る
。
愛
智

川
町
の
苅
間
、
大
沽
水

の
八
坪
等
は
そ
の
基
本
と
な
る
も

の
で
あ
る
。
現
在

こ
の
地

域

の
東
円
堂
を
中
心
と
す

る
豊
満
地
域
は
以
前

は
豊
国
村
と
称
し
、
大
国
庄

の
中
心
地
で
あ
る
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

(附
図
参
照
)

愛
智

郡
志

の
条
里
図
に

つ
い
て
は
各
坪
の
指
定
の
方
途
に
つ
い
て
は
大
略
誤
り

の
少
な
い
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
愛
智

川
沿
岸

の
十

一
条
、
十
二
条
の
条
里

に

つ
い
て
は
河
川
の
移
動
に
と
も
な
う
異
動
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し

て
愛
智
郡
に
は
奈
良
時
代
頃
よ
り
郷
と
し
て
大
国
郷

平
田
郷

長
野
郷

八
木
郷

蚊
野
郷

養
父
郷
等

の
郷
名
が
存
在
し
て
い
た
。

い
ま

こ
の
依
智
庄
は
愛

智

川
の
右
岸
の
八
木
郷
と
、
養
父
郷
に
は
さ
ま
れ
た
大
国
郷

の
地
域
を
中
心
と
し
て
庄
園
を
形
成
し
、
十

一
条
七
里

・
八
里

・
九
里

の
現
在

の
湖
東

町
小
池
、
南
北
菩
提

寺
、
東
円
堂
等

の
大
字
名

の
地
域
に
集
中
し
て
庄
田
が
存
在
し
て
い
た
。

こ
の
郡
内
に
は
奈
良
時
代
よ
り
南
都

の
寺
領

が
散
在
し
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
の
寺
領

の
資
財
帳
等
で
明
に
見
え
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
か
か
げ
る
と
、
和
銅

三
年

(七

一
〇
)

の
弘
福
寺

の
田
畠
流
記
帳

で
は
、
寺
田
の
う
ち
水
田
六
百
五
十
町
四
反
百
二
十

一
歩
、
陸
田
四
十
九
駒
七
反
三
歩
を
数
え
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、

依
智
郡
田
壱
拾
壱

町

近
江
国

伊
香
郡
田
壱
拾
町
二
反
二
百
二
十
八
歩

㈲

近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て
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近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て

と
か
か
げ

て
弘
福
寺
は
十

一
町
を
所
有
し
て
い
る
。

ま
た
天
平
十
九
年

の
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
に
も
、
寺
領

の
中
に
近
江
国
栗
太
郡
物
部
郷

の
地
が
見
え
て
い
る
。

さ
ら
に
ま
た
天
平
十
八
年

の
大
安
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳

で
は
水

田
二
百
十
六
町
九
反
六
十
八
歩

の
う
ち
、
欽
明
天
皇
十

一
年
に
近
江
国
百
五
十
六
町
五
反
百
二
十
八
歩

が

こ
の
寺

に
施
入
さ
れ
て
い
る
。
ω

ま
た
同
寺

の
墾

田
地

の
九
百
九
十
四
町
の
う
ち
近
江
国
で
は
、

近
江
国
弐
百
町

野
州
郡
百
町

自
郡
北
川
原
井
葦
原

四
至
轄

麩

田

翻

之
限

愛
智
郡
百
町

長
蘇
原

東

中
海
谷
東
上
道

西

秦
武
蔵

四
至

南

氷
室
度

北

胡
桃
按
度

と
大
安
寺
も
愛
智

郡
内
に
墾

田
を
所
有
し
て
い
た
。

次
に
元
興
寺

の
場
合

で
は
、

こ
の
寺

の
流
記
資
財
帳

の
記
載

の
形
式
を
見
て
み
る
と
、
さ
き
の
大
安
寺

・
法
隆
寺

の
よ
う
に
整

っ
た
記
述

の
形
式
を
具
え
て
い
な

い
が

や
は
り
寺
領
の
水
田
四
百
五
十
三
町
七
反
三
百
四
十
三
歩

の
う
ち
近
江
国
も
大
和
等
の
七
ケ
寺

の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
。
㈲

東
大
寺

の
場
合
は
天
暦
四
年

の
東
大
寺
封
戸
荘
園
井
寺
用
帳

で
は
近
江
国
百
五
十
燗

の
封
戸
を
有
し
て
、
そ
の
封
戸
の
う
ち
近
江
国
百
五
十
戸
分

の
う
ち
百
戸
料
が
大

国
藪
郷
を
充
当
し
て
い
る
。
㈲

(
別
表

一
)

こ
れ
が
東
大
与
要
録

の
長
徳
四
年

の
諸
国
諸
庄
田
地

の
目
録
で
は
、
近
江
国
は

愛
智
郡
大
国
庄
七
町

一
反
二
百

二
十
歩

犬
上
郡
覇
流
庄
田
百
十
三
丁
七
反
四
十
六
歩

神
崎

郡
因
芳
庄
田
首
二
十

一
町
二
十
六
・歩

坂
田
郡
庄

田
七
十
六
町
二
反
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同
郡
私
甫
庄

田
四
丁
九
反
.白
六
歩

ω

と

こ
こ
で
も
愛
智

郡
大
国
庄

の
存
在
が
明
ら
か
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
近
江
国
に
は
奈
良
時
代
前
後
よ
り
南
都

の
諸
与
院

の
荘
園
が
多
く
存
在
し
、

こ
と
に
こ
の
愛
智
郡

の
地

に
は
、
東
大
芋
と

の
関
係
が
深
か

っ
た
。

天
平
勝
宝
年
間

に
存
在
し
た
平
流
庄

(覇
流
庄
)
に
は
犬
上

郡
と
愛
智
郡

の

一
部

が
包
含
さ
れ
、
ま
た
天
平
宝
字
六
年

に
造
東
大
与
司

の
支
配

の
も
と
に
石
山
の
地
に

良
弁
憎
正
に
よ

っ
て
石
山
与
が
創
建
さ
れ
た
と
き
に
は
、
愛
智
郡
の
郡
司

の
依
智
秦
公
氏
は
人
平
宝
字
四
年
、

κ
年

の
封
祖
来
を
造
東
人
与
同
に
納
入
し
て
い
る
。

ま
た
弘
福
寺

で
は
天
平
三
年
よ
り
宝
字
二
年
ま
で
の
大
修
多
羅
供

の
料
m
を
こ
の
国
に
得

て
い
る
。
紛

こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
近
江
国
に
は
天
武
天
皇

の
飛
鳥
満
御
原

の
京

に
移
動
さ
れ
る
に
と
も
な

っ
て
、
そ
れ
ま

で
の
近
江
国

の
地
を
充
当
し
て
施
入
さ
れ
た
よ
う
な

寺
領
が
、
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
も
存
在
し
た
た
め
に
、
弘
福
寺

や
大
安
寺
、
元
興
寺
等

の
旧
与
領
が
近
江
国
中
に
残
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
、
東
大
与

の
寺
領

の
場
合

に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
封
戸
百
五
十
戸
分
が

一
定

の
地
域
に
郡
衙
と
の
交
渉
の
も
と
に
占
定
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
庄
園

が
発
生
す
る
結
果
と
も
な

っ
て
い

っ
た
が
、
近
江
国

の
場
入
目
は
そ
の
庄
園

の
形
態
が
、
初
期
庄
園
の
様
和
と
、
後
期
荘
園
の
形
態

の
両
者

の
場
合
を
具
備
し

て
い
る
墾

田

の
買
得

に
よ
る
庄
田
の
集
積
と

い
う
方
法
を
と

っ
て
諸
芋

の
荘
園
が
成
立
し
て
い
る
が
、
か
か
る
問
題
を
依
智
庄
に
つ
い
て
検
討

せ
ん
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

(2)(1)(3)(9)(8)(7)(6)(5)(4)

愛
智
郡
志

第
二
章

愛
智
郡
の
井
田

寧
楽
遺
文
上
、
宗
教
篇
上

弘
福
寺
田
畠
流
記
帳

同
右

法
隆
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳

大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳

元
興
寺
伽
藍
縁
起

醍
醐
寺
蔵

平
安
遺
文

一
の
二
κ
七
号

東
大
寺
要
録
六
、
封
戸
水
田
章
第
八

大
日
本
古
文
書
五
、
天
平
宝
字
五
年
七
月
九
日
条

平
安
遺
文

一
、
十
二
号
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近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て

二
、

元
興
寺

と

三
論

衆

依
智
庄
は
、
元
興
寺
三
論
衆

の
料

田
を
充
当
し
て
い
る
庄
園
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
、
三
論
宗
と
元
興
寺
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
三
論
宗
が
最
初
中
国
で
嘉

祥
大
師
吉
蔵

に
よ

つ
て
開
か
れ
て
よ
り
、
高
麗
の
慧
灌
が
三
論
を
日
本
に
初
伝
し
た
が
、
具
体
的
に
研
究
の
段
階
に
ま
で
は
発
展
し
な
か

っ
た
。

こ
の
慧
灌

に
よ
り
三
論

宗
を
福
亮
に
伝
え
、
福
亮
ま
た
智
蔵
に
伝
承
し
、
智
蔵
は
入
唐
し
て
三
論
宗
を
学
び
、
第

二
伝
と
し
て
我
国
に
伝
え
た
。
智
蔵

の
弟
r
道
慈
律
師

こ
れ
を
う
け
て
、
道
慈

は
大
宝
元
年
入
唐
し
、
養
老
二
年
に
帰
朝
し
た
。
そ
の
の
ち
飛
烏

の
大
官
大
寺
を
養
老
元
年
に
奈
良
遷
都
と
と
も

に
移
し
て
、
大
安
寺
と
写
し
、

こ
こ
に
道
慈
を
住
せ
し

め
た
。
道
慈
は
唐

で
三
論

の
み
な
ら
ず
真
言
を
も
学
び
大
安
寺

に
住
し
た

の
ち
天
平
十
六
年
ま
で
こ
の
寺

で
三
論
を
講
じ
弘
通
し
た
。

三
論
宗
に
は

こ
の
道
慈

の
の
ち
、
そ

の
弟
子

の
善
議
、
安
澄
、
勤
操
と
継
承
し

こ
の
教
学

の
流
れ
を
大
安
寺
系

の
三
論
宗
と
称
し
た
。
そ
の
中
、
善
議
の
弟
子

の
安
澄

に
三
論
を
学

ん
だ
実
敏
は
西
大
寺

の
三
論
宗
を
起

こ
し
た
。

元
興
寺
で
は
第
二
伝

の
智
蔵
に
学
ん
だ
智
光
と
礼
光
は
元
興
寺
に
住
し
て
元
興
寺

の
三
論
宗
を
立

て
た
。

三
国
仏
法
伝
通
縁
起
中
に

「
智
蔵
ノ
上
足
二
有
三
二
般
、
匠

一、
乃
道
慈

.
智
光

.
礼
光
ナ
リ

(
中
略
)
本
元
興
与
本
学
二
.
三
論
}ヲ
遷
二彼
ノ
寺
ヲ
於
平
城
ノ
都

三
己
来
専

.
弘
ニム
三
論

一ヲ
智
光

・
礼
光
倶
二

住
ニ
セ
リ
彼
与
三
、
智
光
授
二法
於
霊
叡
法
師

【、
霊
叡
授
二之
ヲ
於
薬
宝
法
師

一エ
薬
宝
授
砂
之
願
暁
律
師
三
此
等
ノ
諸
徳
皆
元
興
寺
ノ
三
論
宗
也
、
頭
暁
授
ニク
法
於
聖
宝

僧
止

」
ω

と

、
そ
の
法
燈
を
明
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
元
興
与
三
論
宗
は
、
大
安
寺
と
並
ん
で
三
論
宗

の
根
本
道
場

で
あ

っ
た
た
め
、
元
興
寺
内

に
は

こ
の
教
学
を
学
ぶ
た
め

の
集
団
が
存
在
し
、
天
平
勝
宝
元
年

に
は
伊
賀
国
拓
殖
郷

の
墾

田
を

「
元
興
寺

三
論
衆
」
が
買
得
し

て
い
る
。
②

こ
の
衆
と
い
う
は
三
論
の
宗
義
を
中
心
と
し
て
研
究
す

る
学
侶

の
集
り
と

い
う
意
味

で
三
論
宗

の
宗
と
は
意
を
異
に
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
奈
良
時
代
で
は
三
論
衆
の
み
な
ら
ず
、

成
実
衆
、

倶
舎
衆
と
い
う
の
も

見
え
て
い

る
。
周

こ
の
三
論
宗

の
中
心
寺
院
の

一
つ
で
あ

っ
た
元
興
寺
は
、
も
と
飛
鳥
に
蘇
我
氏

に
よ

っ
て
創
建
さ
れ
た
法
興
寺
が
養
老

二
年

(七

一
六
)
九
月
廿

三
日
に
奈
良

の
新
京

に
移
し
て
元
興
寺
と
称
し
た
。
ω
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す
な
わ
ち

「
此

午
仏
法
.兀
興
之
場
、
聖
教
敢
初
之
地
世
、
長
和
銅
三
年
帝
都
遷
平
城
之
日
、
諸
与
随
移
、
件
与
独
留
、
朝
廷
新
与
、
備
其
不
移
之
闘
、
所
謂
元
興
寺
是

也
」
㈲
と
、
元
興
浄
は
奈
良

の
地

に
移
る
と
共

に
弥
勒
誇
薩
を
金
堂
に
安
置
し
て
伽
藍
を
再
造
し
た
。

元
興
寺

の
封
戸

・
与
領
は
天
平
勝
宝
元
年

で
は
大
安
、
薬
師
、
東
大
、
興
福

の
諸
大
与
と
同
様

に
綿

一
千
屯
、
痛

一
千
端
、
稲

一
十
万
束
、
墾
田
地

一
百
町
を
施
入
さ

れ

て
い
た
㈲
が
、

同
年
七
月
に
は
二
千
町
を
充

て
ら
れ
て
い
る
。
ω
し
か
し

こ
れ
ら

の
財

源
は
、
.兀
興
¥

そ
の
も
の
の
維
持

の
た
め
に
充
当
さ
れ
る
も

の
で
あ

っ
て
、
三

論
衆
、
倶
舎
衆
、

成
実
衆
等
、
同
寺
内
に
居
住
す
る
衆
組
織
は
別
個
に
供
料
田
と
な
る
墾
川
等
を
獲
得
し
て
、
衆
の
研
学

へ
の
便
宜
を
は
か

っ
て
い
る
。

こ
と
に
人
平
十

八
年
の
法
隆
寺

の
資
財
帳

で
も
、
養
老
六
年
十

一
刀
十
九
日
に
先
帝
.兀
明
天
駐

の
追
善

一
周
忌
法
要
に
㌍
厳
経
八
十
巻
を
写
し
、
十

二
月
七
日
に
は
京

畿
内

の
僧
尼
二
千
六
百
三
十
八
人
を
請
じ
て
斉
会
を
設
け
、
紛
そ

の
返
礼
と
し
て
、
十
二
刀
四

口
に
法
隆
与
や
大
安
与
に
僧
尼
及

び
燈
明
等
の
費
を
施

入
し
て
い
る
。
法

隆
寺
で
は
仏
法
聖
僧
分
、
僧
衆
分
を
合
せ
て
銭

三
百
五
十
二
貫
八
百
三
十
二
文
を
施
入
し
て
い
る
が
、
そ

の
内
の
僧
衆

の
区
分

の
中
に

律
衆
十
九
貫
八
頁
柵
文
、
三
論
衆
惜
貫
、

唯
識
衆
光
六
貫

九
百
六
十
八
文
、
別
三
論
衆

一
百
汁
貫
ω

と
、
か
か
げ
、
大
安
寺

の
資
材
帳

で
も
、
法
隆
寺
と
同
様
元
正
天
皇

の
養
老
六
年
十

二
月
七
日
の
僧
衆

へ
の
費
用
配
分

の
な
か
で
も
総
額
六
千
四
百
七
十
三
貫
八
百

二
十

二
文

の
う
ち

修
多
羅
衆
銭

一
千
六
酉
六
十
八
貫
六
十

一
文

三
論
衆
銭

一
千

一
百
十
貫

八
百
五
十

一
文

律
衆
銭

一
百
七
十
九
貫

四
百
五
十
五
文

摂
論
衆
銭

五
百
け

一
貫
九
百
計

二
文

別
三
論
衆
銭

三
百
十
八
貫
五
百
六
十
四
文
㎝

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
奈
良
時
代

の
六
宗

は
中
世

の
年
院
と
宗
派

の
関
係

の
よ
う
な

一
宗

一
派
的
な
傾
向
で
な
く
八
宗
兼
学
を
原
則
と
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

特

に
奈
良
時
代

の
衆
と
宗
に

つ
い
て
の
関
係
を
見
る
と
、
宗

に
つ
い
て
は
石
田
茂
作
博
士
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
如
く
、
憎
智
憬
章
疏
本
請
啓

に

法
性
宗

大
学
頭

承
教
師

小
学
頭

仙
癖
師

維
那
師

寂
雲

玄
榿
師

近
江
國
依
智
庄
に
つ
い
て

一1$5一



近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て

三
論
宗

大
学
頭

諦
讃
師

小
学
頭

洞
真
師

維
那

徳
鰹
師

律

宗

大
学
頭

安
宝
師

小
学
頭

法
正
師

維
那

仙
主
師

倶
舎
宗

大
学
頭

善
報
師

小
学
頭

朗
賢
師

維
那

騰
貴
師

成
実
宗

大
学
頭

光
暁
師

小
学
頭

憬
忠
師

維
那

賢
融
師

(良
弁
)

右
五
宗
学
頭
師
等
、
各
承

僧
都
宣
既
畢
、
審
察
此
旨
、
則
差
使
人
、
於
学
頭
師
等
所
、
令

請
諸
准
疏
等
本
耳
、
然
花
厳
宗
可
写
書
本
、
前
旦
進
送
乞
、
今
立
階
求
得
、
則
奉
送
耳
、
注
状
謹
啓

僧
智
憬
謹
状

と
、
こ
こ
に
各
宗
と
も
に
学
頭
撃

分
け
て
大

.
小
に
分
類
し
て
い
る
。
肋

そ
し
て
そ
の
も
と
に
大
学
頭
を
援

け
る
小
学
頭
、
宗

の
経
理
等
に
あ
つ
か
る
維
那
師

の
存

在
が
あ

っ
て
、

こ
れ
・り
は
六
宗
共
に
共

に
共
通
の
組
織
を
も
ち
、
そ
の
宗

の
忠

人
物
が
あ

っ
て
、
宗
義
に
関
す
る
経
典
及
び
写
本
等
を
蔵
し
て
い
た

の
で

っ
て
・
華
厳

宗
を
起
さ
ん
と
し
た
智
憬
が
五
宗

の
指
導
僧
た
ち
に
自
分

の
も
と
め
て
い
ゑ

日
写
本

の
写
経
を
す
る
こ
と
を
許
し
て
も
ら
う
よ

う
に
請
願
し
て
い
る
の
も

こ
の
た
め
で
あ

る

。も
ち

ろ
ん

.」
の
兀
宗

は
、
東
大

寺
内

に
存

在

す
る

五
丞

c
あ

っ
'し
、
良
弁

の
支

配
ド

に
あ

っ
た
も

の
で

あ

る
。

こ
こ
に
か
か
げ

る
倶
舎
宗

の
善
報

・
朗
賢

゜
勝
貴

の
三

師
は
、
天
平
騰

E
三
年
±

月
廿

吾

付

の
倶
舎
衆
牒
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
大
学
頭
法
師
、
小
学
頭
僧
、
維
那
僧
騰
貴
と
か
か
げ
薗

そ
の
前

の
±

月
+
二

日
の
律
宗
牒

で
も
小
維
那
僧
栄
法
が
加
わ

っ
た

こ
と
だ
け
が
相
異
し
、
他
は
同
名

で
あ
る
。

三
論
宗

で
も

三
論
宗

牒
写
経
司

奉
請
「中
、㎜
蔀

蕪

駿

轡

ハ巻
」

夏
竺

部
士、臓
難

蔀

十
二
門
論

一
巻

吉
蔵
師
疏

剛
部

「
二
巻
」
般
若
燈
論

一
部

並
本
順

広
百
論

一
部

並
疏

順
中
論

二
巻

右
、
以
今
月
け
六

H

可
講
件
論
、
傍
為
講
読
複
師

等
披
読
、
附
僧
神
範
所
請
如
前
、
以
牒
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天
.平
勝

宝
四
年

八
刀

廿
四

日

維

那
僧
等

貴

へ良
弁
)

少

僧

都
宣

小
学
頭

僧

洞
真

都

維
那

法

正

㎜

と
あ

っ
て
、

こ

の
場

合

は

三
論
宗

と
述

べ
て

い
る
。

こ
加
も
東

大
与

内

の
三
論
宗

を
指

し

て

い
る

ω

で
、
殊

に

こ
の
文
吉

で
都
維

那
法

正
な

る
人
物

が
、
律

宗

で
は
小

学

頭

で
あ

る

こ
と

は
・

宗

の
概
念

が

一
宗

一
派

に

こ
だ

わ

る
も

の
で
な

く
、

自
分

の
教
学

研

究

の
場

を

求

め
て

他
宗

の
習
学

道
場

へ
足
を

は

こ
ん
で

い
た

こ
と

が
わ

か

る
。

ま
た

さ
き

に
周

題

に
し
た
衆

と
宗
も
、

教

理
的
、

習

学

目
的

の
軌
場

よ
り
す

れ
ば
、

三
論

宗
と

は
三

論
教
学

を
中

心
と

し
た

一
与

内

の
教

学
集

団

で
あ
り
、

人
問

の

集

団
性

に
電
点
を

置

い
て
、

つ
ど

っ
て
倶
舎

宗
を

学
ぼ
う

と
す

る
大
衆

の
集
り

で
あ

る
場

合

は
倶
舎

衆
、

一.一論
衆

と
呼

称
し

た

の
で
、
本
質

的

に
は
と

も

に
学

侶

の
研
究

集

団

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
宗

及
び
衆

の
目

的
は
、

所
依

の
教
典

を
講

論

す

る

こ
と

で
あ
り
、

そ
の

ほ
か
復

師
等

の
僧
助

手

を
も

っ
て
研
究

す

る
教

室

で
も
あ

っ
た
。

そ
し

て

そ
れ

ら

の

人

の
サ
ー

ク

ル
に
は
、

例
え

ば
倶
舎

宗

で
長

阿
八,口
経

二
卜

.
一巻

(
四
百
六

十
九

紙
)

を
講
ず

る
と
き

そ

の
布
施
は

講
師

五
十
貫

、
読
師

卜

二
貫

五
百

文
、

唄
維

那

二
人
各

L
パ
貫

.
一百

五
十

文
、
定
座

三
貫

一
百
汁

五
文
、

沓

返

二
人
各

一
貫

五
百
六

十

二
文

と
規
定

し

て

い
る
。
復

師

の
と

き
は
十

二
貫

五
百
文
と

大

略
読

師
と
同

様

で
あ

る
。

鴨

こ

の
よ
う
な
役

配
及

び
布

施

は
ど

の
場

合
も

大
差
な

く
、
衆

中

へ
の
経
典
講

義

は

講

師

、
ま

た
は
講

師

の
不
在

の
と
き

は
復
師

、

さ
ら

に
講

師
、

唄
を

ひ
く
維

那
、

そ

の
座

に
坐
し

て

い

る
定

座

よ
り
、
法
会

の
参
加

の
僧

へ
の
威

儀
を

つ
か
さ

ど

る
沓

返

ま

で
が

一
堂

に
よ

っ
て
教
学

の
研
究

を

一
寺

院
内

で
続

け

て

い
た

の
で
あ

る
。

し
か
し

そ

の
資

金

の
調
達

は
与
自
身

の
経

済
母
体

と
は

別
個

で
あ

っ
た
。

そ
し

て

こ
れ
ら

の
教
学

研

究

の
衆
組
織

は
、

そ
れ

ぞ
れ

そ
の
別
供

田
を
獲
得

し

て
各
寺

院
内

に
居
住
し

て

い
た
と
同
時

に
、

同
学

の
も

の
は

お

の
お

の
連
絡
を

と

っ
て
公
験

を
通

じ

て
各
寺

院
を

越

え

て
会
合

し

て
、

そ

の
宗

璽

口同
僧

よ
り

経
説
を
聞

き
、
聴

聞
す

る

便

も
得

て

い
た
た
め
与

院

の
経
済

に
よ
り
居

住
権

を
保

証

さ
れ

て

い
て
も

、
研

究

の
対
敦

と
な

る
も

の

は
別
個

に
獲
得

す

る
必
要

が
あ

っ
た
。

東
大
寺

に
お
け

る
華

厳
宗

の
別
供

に

つ
い
て
も
、

そ

の
目
的

は
人
平

十
六
年

に
知

識
花

厳
別
供

を
建

て
華

厳
経

を
元
興
寺

の
厳
智

師

を
請

じ

て
絹
索
堂

で
講

じ
、

さ
ら

に
厳
智

の
推
挙

を
得

て
新

羅
学
生
審

祥
大

徳

を
招
き
、

そ

れ

に
対

し

て
、
興
福

寺

の
慈
訓

を
復
師

と
し

て
三
年
間

六
十
華
厳

を
講

じ

て

い
る
。

そ

の
審

祥

の

の
ち
、

「
厳
智

大
徳
為

二講

師

一、

標

噂
律

師
、

性
泰

大
徳
為

二復

師

一、

亦
講

二、

六
十
経

一了
、
次
知
口
環
大
徳

為

二講
師

一澄
叡

大
徳
、

春

福
大

徳
為
二
復
師

[講

二六
十

経
井

疏
甘

近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て
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巻

「
(中
略
)
諸
芋
六
宗
中
説
二華
厳
一皆
後
二東
大
寺

「初
所
起
也
」
働

と
こ
の
よ
う
に
宗

の
講
経
は
次

々
と
講
師
、
復
師
等
に
う
け

つ
が
れ
、
そ
の
宗
に
属
す
る
人
々
は
、
東
大
寺
で
は

「
方
A
,
聖
皇
建
二立
伽
藍

【、
集
二其
学
徒

「、
傾
二
捨
戸
邑
一、
宛
二其
供
料
「、
所
以
学
侶
修
習
無
奇
二寸
陰
一、
僧
衆
集
住
不
倦
二寒
暑

一、
三
面
僧
房
諸
宗
並
レ
窓
、
小
乗

大
乗
鐙
仰
既
旧
四
方
禅
院
衆
彦
連
レ枢
」
働

と
、
三
面
僧
房
等
に
居
住
し
て
、
寺
内
の
大
徳
の
開
講
を
聴
聞
し
て
い
る
の
が
別
供
衆

の
実
態
で
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た

こ
の
華
厳
宗

の
み
な
ら
ず
、
東
大
寺
で
は
三
論
宗
、
成
実
宗
、
倶
舎
宗
等

の
学
侶

の
宗
組
織
も
成
立
し
て
、

こ
れ
ら
を
終
え
た
人
々
は
東
大
寺
法
相
宗
、
東
大
寺

倶
舎
宗
と
、
自
分

の
研
学

の
専
門
課
程
を
呼
称
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
た

の
で
あ

っ
て
、
東
大
寺
法
相
宗
と
は
、
東
大
寺
に
住
し
て

(本
寺
と
し
て
)
法
相
宗
を
習
学

せ
る

僧
と

の
意
味
で
あ
る
。

南
都

の
諸
大
与
の
さ
き
の
別
供
衆
等

の
存
在
も
ま
た
東
大
寺

の
場
合

に
準
ず

る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
る
の
が
至
当
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
こ
に
論
ず
る
元
興
寺
三
論
別

供
衆
も
、
元
興
寺
に
住
し
て
智
光
や
礼
光
等
か
ら
三
論
宗
を
学
ん
で
い
た
衆
で
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
三
論
宗
と
法
相
宗
は
ま
た
教
学
的
に
も
親
近

性
を
持
ち
、
元
興
寺
三
論
宗

の
法
脈
に
つ
い
て
は
、
法
相
宗

の
項
に
も

「
義
淵
上
足
、
謂
玄
肪
僧
正

・
行
基
菩
薩

・
宣
教
大
徳

・
良
敏
大
僧
都

・
行
達
大
僧
都

・
隆
尊
律
師

・
良
弁
僧
正
也
。

道
慈
律
師
亦
従
学
法
、
即
八
人
、
然
道
慈
律
師
、
難
学
諸
宗
三
論
為
本
、
故
専
為
彼
宗
祖
、
並
興
福

・
元
興
南
北
両
与
学
者
衆
多
競
立
義
理
、
因
内

二
明
互
講

金
玉
、
明
党
相
扇
成
両
二寺
異

一」
㎝

元
興
寺
系

の
三
論
別
供
衆
と
い
う

の
も
、
内
明

(
三
論
宗
)
と
因
明

の
討
論
を
加

へ
、
三
論
を
学
習
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

さ
き
に
の
べ
た
ご
と
く
こ
れ
ら
の
学
衆

に
は
研
学

の
た
め
の
供
料
が
与

へ
ら
れ
、
元
興
浄

の
三
論
衆

で
は
、
天
平
勝
宝
元
年
十

一
月
廿

一
日
の
伊
賀
国
阿
拝
郡
拓
殖
郷

の
戸
主
敢
臣
安
万
呂

の
墾

田
を
代
価
銭
八
貫

で
買
得
し
、
そ

の
墾
田
に
つ
い
て
は

「
天
平
勝
宝
元
年
歳
次
辛
卯
年
始
常
地
作
料
」

「
一
年
直
米
四
石
」
と

い
う
契
約

の
も

と
に
墾
田
を
立
券
し
て
い
る
。
⑳

こ
の
史
料
が
元
興
寺
三
論
宗

の
土
地
買
得
例

の
最
も
早

い
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
学
衆
と
墾

田
を
中
心
と
す
る
土
地
買
得
を
通
じ
て
、
早
く
か
ら
経
済
関
係
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
立
場

が
、

い
ま
の
近
江
国
依
智
庄
で

は
統

一
的
に
在
地
構
造
と
同
時
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
彰
せ
で
あ
る
。

..



そ
の
た
め

に
、
こ
の
庄
園

の
形
成
の
基
盤
と
も
な

っ
て
い
る
郡
司
制

に
つ
い
て
は
さ
き
に
述
べ
た

こ
と
も
あ
る
の
で
、
さ
ら

に
下
部

の
構
造
で
あ
る
郷
長
制
を
通
じ
て

在
地
構
造
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
、
よ
り

一
層
庄
園
形
成

の
具
体
制
を
知
る
土
に
必
要
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、

こ
れ
は
律
令
体
制
よ
り
荘
園
体
制
に
移
行
す
る
問
題
に
お

い
て
も
是
非
検
討
を
加

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
必
要
が
あ
る
。

(201(19)(ts>(17)(1⑤(151(14)G3)(12,(11)(1〔})(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

三
国
仏
法
伝
通
縁
起

中

伊
賀
国
阿
拝
郡
柘
殖
郷
墾
田
売
券

(大
日
本
古
文
皇
目三
)

寧
楽
遺
文
上
、
元
興
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
、
㈹
参
照

続
日
本
紀
七
、
霊
亀
二
年
五
月
十
六
日
条

類
聚
三
代
格
二
、
貞
観
四
年
八
月
廿
五
日
条

続
日
本
紀
十
七
、
天
平
感
宝
元
年
閏
五
月
二
十
目
条

続
口
本
紀
十
七
、
天
平
勝
宝
元
年
七
月
十
三
日

幻
こ
司
じ

続
日
本
紀
九
、
養
老
Lハ
年
十

一
月
七
日
条

寧
楽
遺
文
上
、
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳

同
右

大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳

大
口
本
古
文
書
卜
三
、
僧
智
憬
章
疏
本
奉
請
啓

同
右

卜
二
、
東
大
寺
倶
舎
衆
牒

同
右

卜
二
、
東
大
寺
三
論
宗
牒

同
右

十
二
、
倶
舎
宗
写
書
布
施
勘
定
帳

東
大
寺
亜
外録
五
、
諸
出小
事

諸
心不土早
第
山ハ

同
右

平
安
遺
文

一
の

一
二
八
号

三
国
仏
法
伝
通
縁
起

中

幻
こ
司
じ
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近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て

三
、
依

智
庄

の
成

立
と
郷
長
制

に

つ
い
て

近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て
は
、
貞
観
元
年
十
二
月
廿
五
日
の
依
智
庄
検
田
帳

の
な
か
に
、
こ
の
庄
の
水
田
に

つ
い
て
は

「
勝
宝
感
神
聖
武
皇
帝
、
以
先
帝
施
納
物
、
以

去
天
平
勝
宝
五
六
年
所
買
也
」
ω
と
あ
れ
ば
、
依
智
庄
に
元
興
寺
三
論
衆
が
地
歩
を
獲
得
し
た
の
が
天
.平
勝
宝
五
六
年
頃
で
あ

っ
た
。

承
和
四
年

の
元
興
寺
三
論
宗
解
に
於

て
は
大
学
頭
真
栄
、
乗
忠

の
名

が
見
え
、
さ
き
の
貞
観
元
年
の
依
智
庄
検
田
帳

で
は
学
頭
五
人
、
別
当

一
人
、
検
校

一
人
が
証
判

を
加

へ
て
い
る
し
、
永
承
八
年
正
月
の
元
興
寺
三
論
供
家
牒
で
も
、
学
頭
、
成
源
外

一
人
、
大
学
頭
、
検
校

の
証
判
が
あ
る
こ
と
か
ら

い
っ
て
、

こ
の
依
智
庄

の
管
理
に

つ
い
て
は
、
元
興
寺
三
論
宗

の
別
当
、
検
校
、
大
学
頭
、
学
頭
が
元
興
寺

の
経
済
体
と
別
離
し
て
自
主
的
に
行

っ
て
い
た
こ
と
が
推
考
で
き
る
。

こ
の
庄
園
の
性
格
に

つ
い
て
は
開
墾
田
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
荘
園
で
は
な
く
、
既
墾
田
の
売
得
を
中
心
と
し
て
い
る
。
承
和
四
年
に
弘
仁
十
二
年

の
検
田
に
お

い
て
示
さ
れ
た
図
上

の
水

田
図
以
後
に
も

こ
の
よ
う
な
売
得
し
た
墾
田
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
水
山
は

「
百
姓
沽
奉
券
又
在
其
数
、
而
漏
未
附
」
と
て
、
約

三
十
年
間
に
各
坪

々
で
増
加
し
た
も
の
を
記
し
て
い
る
。

こ
れ
は
こ
の
庄
内

の
依
智
秦
公
氏
等
よ
り
墾
開
さ
れ
た
既
墾
田
が
次
第
に
三
論
衆
に
よ
り
、
拡
大
さ
れ
て
行

っ
た

こ
と
を
示
し
、
こ
こ
で
は
四
町

}
反
百
十
六
歩
を
占

め
て
い
る
。
ま
た
貞
観
元
年

の
水
田
の
勘
定
で
は
三
町
三
百
十
歩
で
、
聖
武
天
皇

の
施
入
さ
れ
た
供
料
で
以
て
買
得
し
た
も

の
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
永
承
七
年
に
は

芋
田
十
六
町
二
反
二
百
十
歩
、
同
八
年

に
は

「
愛
智
庄
去
年
見
作
五
十
余
町
内
、
先
免
十
六
町
二
反
」
と
見
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
庄
園
は
約
五
十
町
内
外

の
庄
田

集
め
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
依
智
庄
は
大
国
郷
を
中
心
と
し
て
発
展
し
た

の
で
あ
る
が
、

こ
の
大
国
郷
に
は
天
平
宝
字
六
年
頃
に
愛
智
郡
司
依
智
秦
公
氏

の
存
在
が
見
ら
れ
る
。
ω
こ
の
と
き

の
郡
衙

の
う
ち
郡
司
大
領
は
従
七
位
上
依
智
秦
公
門
守
、
主
帳
外
少
初
位
下
服
部
直
綱
、
少
領
外
従
八
位
下
秦
大
蔵
忌
寸
広
男
、
使

に
秦
忌
乎
足
人
等
が
造
東
大
与
耐

に

東
大
与

の
封
租
米
を
納
入
し
て
い
る
が
、

こ
の
地
域
は
か
よ
う

に
奈
良
時
代

に
は
郡
衙
を
占
め
て
こ
の

一
族
が
播
居
し
て
い
る
。

愛
智
郡
に
依
智
秦
氏

の

一
族
が
帰
化
人
と
し
て
投
入
さ
れ
た

の
は
大
化
元
年

に
朴
市
秦
造
田
来
津

の
名
が
そ
の
初
見

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
近
江
朝
前
後
に
こ
の
地
に
地

歩
を
安
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在

こ
の
愛
知
川
、
野
州
川
の
流
域
に
帰
化
人
の
遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
百
済
与
、
石
塔
与
等
が
現
存
す
る
の
も

い
か
に
こ
の
帰
化

人
の

「
族
が
こ
の
地
域

に
彼
等

の
文
化
を
形
成
し
て
地
方
発
展
に
寄
与
し
て
い
た
か
が
、
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
紛
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そ
し
て
こ
の

一
族

の
な
か
で
も
郡
司
の
直
系
と
考
え
ら
れ
る
依
智
秦
公
氏
は
優
位
を
保

っ
て
い
た
。
ま
た
平
安
時
代

に
も

こ
の
傾
向
は
そ
の
ま
ま
見
ら
れ
る
の
で
あ

っ

て
、
彼
等
が
郡
内

の
諸
郷
に
お

い
て
郷
保
内

の
主
要
な
地
位

に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
か
は
次

の
表

(
別
表
第

二
)
に
て
も
明
で
あ
る
。

い
ま
別
表

の
ご
と
く
、
延
暦
十

五
年

(
七
九
六
年
)
よ
り
延
喜
二
年

(九
〇

二
年
)

に
及

ぶ
、
約

一
肚
紀
に
お
け
る
近
江
国
大
国
郷
を
中
心
と
す
る
土
地
レ冗
券
に
お
け

る
在
地

の
動
き
を
観
察
し
て
み
る
と
き
、
郡
衙

に
お
け
る
組
織
が
判
明
す
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
他

の
諸
国

の
諸
郷

に
お
け
る
状
況
よ
り
も
よ
り
明
確
で
あ
る
。

ま
ず
、
律
令
制
下
に
お
い
て
、
在
地

の
中
心
と
な
る
も

の
は
郷
内
に
居
住
す
る
各
戸
口
で
あ
る
が
、

こ
の
戸
U
を
統
率
し
て
い
る
の
は
保
長
及
び
保
子

で
あ
る
。
保
長

は
保
f
四
人
と
共

に
五
保

の
制
を
残
し
て

い
る
。

こ
れ
は
大
宝
二
年
の
美
濃
国
加
茂
郡
埴
生
里
の
戸
籍
等

に
も
判
明
す
る
如
く

「
五
保
中
政
戸
秦
人
弥
蘇
戸
日
」
等
と
あ
る
よ
う
に
㈲
美
濃

の
帰
化
人
等
も
五
保
を
形
成

し
て
い
る
。
こ
の
五
保
の
制
は
中
国
制
を
模
し
た
も

の
で
あ
る
と
も

い
わ
れ
て
い
る
が
、
令
制

で
は
、

「
凡
戸
皆

五
家
相
保
、

一
人
為
レ
長
、
以
相
検
察
、
勿
レ
造
二
非
違

一、
如
有

二遠
客
来
過
止
宿

一、
及
保
内
之
人
有
レ
所
二
行
詣

一並
語
二同
保
ご
知
」

「
凡
戸
逃
走
者
令
・
κ
保
進
訪

租
調
代
輸

「」
㈲

と
、
瓦
保
は

一
人

の
保
長
を
中
心
と
し

て
五

つ
の
戸
主
の
ひ
き

い
る
戸

目
を
単
位
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
保
の
制
は
平
安
初
期

に
は
こ
の
大
国
郷

の
み
な
ら

ず
、
近
江
国

の
蚊
野
郷
、

八
木
郷
で
も
そ
の
残
影
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
紛
大
国
郷
で
は
、
延
暦
十
五
年
に
保
.r
と
し
て
大
国
郷
戸
ド
鳴
前
乙
麻
呂
が
添
井
し
て
ト
条

五
里
珊
五
坪

の
家
田
外

二
反
百
二
十

八
歩
を
、
爪
税
七
十
束

で
同
郷
戸
ド
の
調
首
新
麻
呂
に
売
却
し
た
と
き
証
判
し
た
保
.r
の
若
湯
坐
連
広
津
が
、
ω
弘
仁
九
年
三
月
十

日
の
大
国
郷
戸
主
大
荒
木
臣
浄
川

の
戸

口
の
調
首
富
麻
呂
が
若
湯
坐
連
広
津

の
隣
接
地

の
十
条
六
里
四
坪
上
野
田
の
地
を
二
石
κ
年
領
戸
L

の
調
首
新
麻
呂

の
墾
田
を
レ冗

却
す
る
に
あ
た

っ
て
保
長
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
㈹
保
長
が
保
f
よ
り
選
任
さ゚
れ
て
任
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
土
地
売
買
に
あ
た

っ
て
は
、
売
券
の
中

に
も

「
依
式
立
券
、
傍
勒
保
証
署
名
申
上
」
㈹
と
か
、

「
准
式
欲
立
券
文
」
あ
る
ひ
は

「
依
式
欲
立
券
文
者
、
追

喚
証
人
等
勘
悶
、
所
申
者
実
、
傍
勒
売
買
両
人
署
名
申
土
」

ω
等
、
⊥
地
』冗
買
に
対
し
て
保
長
保
子
は
そ
の
保
証
人
と
し
て
の
立
場
が
発
生
し
て
い
る
。
保
長

.
保
r

の

称
は
別
表

の
如
く
天
長
二
年
以
後
は
見
ら
れ
な

い
が
、

そ
の
の
ち
は
保
r
で
な
く

「
保
証
」
と
し
て
売
買
の
証
人
と
い
う
性
格
が
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に

「
保
証
」
㎝
と
か
、
他
の
郷

で
は

「
保
証
刀
祢
」
と
か
称
さ
れ
、

こ
れ
ら
の
証
人
が
刀
祢
と
称
さ
れ

る
母
体
で
あ

る
。
彼
等
は
⊥
地
レ冗
買
が
確
定
す
る
と
レ冗
人
と
買
人
と

を
在
地

で
立
会
わ
せ
、
坪

々
を
確
認
し
た
上

で
署
名
す
る
義
務
を
持

っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
売
券
は
保
長
よ
り
郷
長
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て
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近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て

郷
長
は
郡
司
の
被
官
と
し
て
頭
領
、
田
領
、
税
領
、
徴
部
、
了
事
等
を
し
た
が
え
て
郷
内
の
指
導
的
立
場

に
あ

っ
た
。
各
保
長
も
ま
た
在
庁

の
官

人
と
し
て
の
地
位
を

与

へ
ら
れ
て
い
た

こ
と
も
あ

っ
た

で
あ
ろ
う
。

大
国
郷
は
依
智
秦
公
氏

の

一
族

で
こ
の
保
長
、
郷
長
に
認
命
さ
れ
て

い
る
も

の
も
多
く
、
延
暦
十
瓦
年
よ
り
延
喜

二
年
に
至
る
問
、
依
智
秦
公
氏
と
そ
の
分
派
せ
る
同

系
統
の
若
湯
坐
連
が
郷
長

の
地
歩
を
占
め
て
い
る
。

こ
の
地
域
に
播
居
す
る
依
智
秦
氏
は
い
う
に
及
ば
ず
、
若
湯
坐
連
は
石
上
と
同
祖

の
氏
族

で
百
済
系
帰
化
人
と
は
親

し
く
、
吻
大
国
郷
内

の
戸
主
等

に
は
依
智
秦
氏
、
若
湯
坐
連
、
調
首
連

の
名
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
百
済
系
の
大
陸
帰
化
人

の
系
統
が

こ
の
地
域
に
依
智
秦
公
氏
と
同
族
関

係
を
結
び
つ
つ
居
住
し
て
い
た

こ
と
が
こ
れ
ら
の
勲冗
券
等

の
郷
長
、
保
長
等

の
氏
名
を
通
じ
て
も
明

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
地
域

に
於
て
は
大
陸

の
文
化
を
早
く
吸

収
し
た
関
係
か
ら
も
そ
の
遺
制
が
お
そ
く
ま

で
保
た
れ
、
五
保
制
も
郷
長
制
も
他

の
地
域
よ
り
改
変
さ
れ
る
こ
と
が
お
そ
か

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

郷
長
制
は
決
し
て
近
江
国
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
諸
国

に
判
明
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
土
地
売
券
が
成
立
す
る
た
め
の
郡
司
に
い
た
る
手
続

の
上
で
保
長

と
郡
司
の
中
間
に
位
置
す

る
も

の
で
あ
る
。

し
か
し
在
地

で
は
郡
判
を
得
る
ま
で
の
最
終
決
定
機
関

で
あ
る
。
近
江
国
坂
田
郡
の
長
岡
郷

で
は
弘
仁
十
四
年
、
郷
長
の
丸
部
今
継

は
売
券
成
立
に
対
し

て

「
保
証
刀

祢
等
召
集
、
覆
勘
所
陳
有
実
也
、
望
請
郷
解
文
欲
立
券
文
」
働
を
い冗
人
に
許
し
、
大
国
郷
長
依
智
福
益
は
立
券

に
対
し
て
郡
よ
り
申
状
を
受
け
て
、

図
券
と
、
売
人
の
述

べ
て
い
る
こ
と
が
附
合
す
る
か
ど
う
か
検
し
て
い
る
。
⑳
そ
し
て
も
し
墾
田
売
買

の
契
約
に
疑
問
が
生
じ
て
い
る
と
き
は
保
証
人

(保
子
)
等
を
召
集
し
て
勘
問
し
・
そ

の
結
果
を
郡
司
に
報
告
す
る
義
務
を
帯
び
て
い
た
。

こ
と
に
大
和
国
平
群
郡
の
郷

で
は
郷
長
が
、
土
地
が
先
祖
の
地

で
本
券
を
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
保
証
刀
祢

の

証
判
の
た
め
の
署
名
を
加

へ
て
郷
長
が
覆
勘
し
て
郡
判
を
得

て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。
個
丹
波
国

で
も
同
様
に
墾
田
立
券

に
際
し
て
、

「
郷
長
依
辞
状
加
覆
勘
、
所
陳

有
実
」
働
と
し
て
、
郷
長
は
郷
内

の
坪
々
の
レ冗
買
に

つ
い
て
保
長
を
統
括
す
る
地
位

に
あ

っ
て
、
五
保

の
制
が
残
存

し
て
い
る
時
期

に
お
い
て
は
田
領
又
は
頭
領

で
田
地

の
保
管
を
委
任
し
、
郷
内

の
図
帳
ま
た
は
刀
禰
の
日
記
等
を
占
検
し
、
税
領
及
び
徴
部
と

い
う
の
は
や
は
り
郷
長

の
も
と
に
あ

っ
て

「
租
徴
使
」
と
も
称
し
て
い
る
場
合

も
あ

っ
て
、
解
郡

へ
徴
す
る
租
米
等

の
あ

つ
か
い
に
対
し
て
彼
等
は
売
券

に
署
判
す
る
義
務
を
持

つ
て
い
た
。
か
か
る
意
味
で
承
和
八
年
八
月
十

一
日
の
近
江
国
愛
智
郡

司
解
は
郷
長
の
性
格
を
最
も
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
大
国
郷
の
在
地
の
様
相
も
知
ら
せ
て
く
れ
る
し
、
い
か

に
依
智
秦
氏
が
在
地

で
大
き
な
地
歩
を
持

つ

一
族

で
あ

っ
た
か
も
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

い
ま
便
宜
全
文
を
か
か
げ
る
と
、
次

の
如
く
で
あ
る
。
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愛
智
郡
司
解

申
百
姓
売
買
墾
田
立
券
又
事

合
参
段
百
弐
拾
歩

直
稲
壱
百
弐
拾
束

十

二
条
九
里
六
新
治
田
者

今
益

一
段
二
百
歩

右
管
大
国
郷
長
依
智
福
益
解
状
称
、
戸
主
若
湯
坐
連
成
継
戸

口
大
蔵
秦
公
広
吉
女
申
云
、
己
墾
田
　
、

寸
家
継
戸
口
、
消
江
宿
弥
貞
成
既
乏
、
望
請
、
依
法
欲
立
券
文
者

、
郡
依
申
状
、
検
図
券
所
陳
有
実
、

天
長
二
年
十
月
三
日

転
擬
大
領
外
従
七
位
下
依
智
秦
公

「
吉
継
」

副
擬
大
領
外
正
七
位
下
依
智
秦
公

「
名
手
」

擬
少
領
従
八
位
上
依
智
秦
公

「
上
件
墾

田
本
券
文
、
大
国
郷
戸
」
依
智
秦
公
家
正
戸
同
姓
年
縄
、

近
江
園
依
智
庄
に
つ
い
て

限
常
土
用
稲
壱
百
弐
拾
東
充
価
直
、
売
与
左
京

二
坊
戸
主
毫
忌

傍
勒
売
買
両
人
署
名
申
送
、
以
解

墾
田
主
大
蔵
秦
公
広
吉
女

男
若
湯
坐
連

「
継
人
」

若
湯
坐
連

「
嗣
手
」

若
湯
坐
連
子
吉

戸
主
従
八
位
上
若
湯
坐
連

「
成
継
」

保
子
従
六
位
下
依
智
秦
公

「
継
成
」

従
八
位
上
依
智
秦
公

「
家
持
」

大
蔵
秦
公

「
魚
主
」

依
智
秦
前

「
秋
麿
」

郷
長

依

智

「
福
益
」

擬
主
帳
外
初
位
上
平
群

「
益
長
」

切
常
地
進
度
如
件
、
働
勒
証
人
署
名
以
解
L
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G

近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て

承
和
八
年
八
月
十

一
日

清
江
宿
弥

「
夏
有
」

証
人
依
智
秦
前
公

「
秋
麿
」

依
智
秦
公

「
寅
継
」

依
智
秦
公

「
長
吉
」
個

こ
の
よ
う
な
郷
長
制
を
以
て
少
く
と
も
近
江
国
人
国
郷
、
蚊
野
郷
、
八
木
郷
は
存
立
し
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、

こ
れ
ら
の
各
郷
を
支
配
し
て
い
る
愛
智
郡
司
に
は
最
も

有
力
な
依
智
秦
公
名
手
が
そ
の

一
族
を
し
た
が
え
て
君
臨
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
保
長
制
が
衰
退
し
た
後
に
は
保
長

・
保
子
は
保
証
刀
禰
と
な
り
、

こ
の
売
券

に
立
会
う
人

々
は
承
和
以
後
は
他

の
郷
の
場
合
と
同
じ
く
刀
禰
と
称
さ
れ
、
刀
祢

と
し
て
郷
長
、
郡
司
に
被
官
し
て
い
る
も
の
も
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
郷
長
制
も
次
第

に
単

一
化
さ
れ
、
郷
長
が
保
長
と
同
じ
仕
事
を
す
る
関
係
上
二
重
構
造
を
略
し
、
郷
長
自
休
も
郡
司
終
身
化
す
る
に
し
た
が

っ
て
簡
略
化

さ
れ
て
、
田
領
、
徴
部
等
の
職
掌
も
貞
観
年
間

に
は
消
滅
し
て
、
郷
長
の
み
が
わ
ず
か
に
残
存
し
た
が
、

こ
れ
と
て
も
延
喜
年
間
に
は
消
滅
し
て
、
郡
司
は
直
接
刀
祢
よ

り
在
庁
官
人
に
任
ず
る
も
の
も
出
来
、
刀
祢

の
な
か
に
は
さ
き
の
文
書
に
見
え
る
よ
う
に
朝
廷
よ
り
官
位
を
得

る
も

の
も
で
て
く
る
よ
う
な
結
果
と
な
り
、
郷
長
の
支
配

力

の
減
退
は
郡
司
の
指
導
力
の
拡
大
と
な

っ
て
、
新
立
荘
園
に
圧
力
を
加

へ
る
結
果
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

〉

、

1(1①(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3>(2)(

平
安
遺
文

一

六
二
号

大
日
本
古
文
書
五
、
天
平
宝
字
六
年
七
月
九
日
条

小
論

「
依
智
秦
氏
に
つ
い
て
」
小
葉
田
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
、

大
日
本
古
文
書

一
、
大
宝
二
年
十

一
月
条

令
集
解

戸
令

(国
史
大
系
本
)

平
安
遺
文

一
の
四
七
号
、
平
安
遺
文

一
の
十
六
号

平
安
遺
文

一
の
十
五
号

平
安
遺
文

一
の
四
四
号

㈲
に
同
じ

平
安
遺
文

一
の
八
八
号

所
収
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(18)q7》(16)(15)(14)(童31(12)(ll)

⑩
に
同
じ

新
選
姓
氏
録

左
京
神
別
下

平
安
遺
文

一
の
四
八
号

平
安
遺
文

一
の
五
〇
号

同
右

一
の

}
六
三
号

同
右

一
の
二

一
五
号

同
右

一
の

一
六
六
号

同
右

}
の
五
〇
号四

、

庄

田

の

成

立

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
平
安
初
期
に
お
け
る
依
智
庄

の
在
地
構
造
に
対
し
て
、
東
大
寺
、
元
興
寺
等
を
は
じ
め
、
寺
社
領
は
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は

以
前

の
如
く
墾
田
の
売
却
に
よ
る
収
得
と
い
う
方
法
が
用
い
ら
れ
た

こ
と
は
明
で
あ
る
。

貞
観
五
年

に
は
東
大
与
の
僧
安
宝
は
十
条
五
里
計
坪
、
六
里
五
坪
、
九
里

一
坪
、

二
坪
、
十

一
条
八
里
計
坪

の
依
智
秦
浄
男

の
買
得
せ
る
墾
田
を
再
び
五
百
五
十
束
で

購
入
し
て
東
大
与

三
論
別
供
出
と
し
て
い
る
。
ω

こ
の
場
合
元
興
与

三
論
別
供
伝
燈
料
も
同
様
で
依
智
秦
文
チ

の
墾
田
を
吸
収
し
て
い
る
。
ω

も
ち
ろ
ん
元
興
寺

の
三
論
別
供
料
は
、
元
興
与

の
三
論
宗

の
衰
退
と
同
時

に
次
第

に
東
大
与

に
そ
の
中
心
が
移

っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
東
大
浄

の
僧
安
宝

に
よ

っ
て

買
得
さ
れ
た
墾

田
は
貞
観
十
八
年

の
近
江
国
愛
智
庄
の
定
文

で
は
水

田
十

二
町
と
な

っ
て
、
依
智
秦
浄
男
よ
り
安
宝
が
買
得

し
た
と
き
の
八
反
よ
り
拡
大
し
て
い
る
。

い

ま
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
次
表

の
如
く
と
な
る
。
㈲

(
別
表
第

三
)

こ
の
表

で
、

こ
の
荘
園
が
地
r
を
獲
得
す
る
た
め
の
庄
田
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
は

っ
き
り
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、

こ
の
庄
の
成
立
を
の
べ
た
保
元
二
年

の
東
大
与
三
論
宗
解
案
で
も
、
こ
の
庄

に
つ
い
て
は
天
長
元
年
本
券
案

一
通
↓
貞
観
元
年
勘
定
文
案

一
通
↓
貞
観
十
八
年
相
折
帳
二
通
↓
永
承
六
年
免
符
勘
注
坪
付
案

一

通
↓
久
安
元
年
庁
宣
等
案
二
通
㈲
と
そ
の
成
立
は
庄
田
の
免
田
化

へ
の
方
向
を
た
ど

っ
て
い
る
。
そ
し
て

「
件
庄
、
聖
武
天
皇
御
宇
興
隆
諸
宗
被
置
学
徒
之
時
、
以
先
帝

之
勅
施
物
、
買
平
民
之
科
領
田
山
野
田
代
百
余
町
け
町
宛
行
三
論

(
中
略
)
自
余
以
降
開
墾
既
五
十
余
町
、
近
世
[
U
見
作
僅

二
十
町
」
㈲
と
、
売
得
田
を
中
心
に
形
成

近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て
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近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て

さ
れ

て
い

つ
た
。

か
か
る
場
合
、

そ
の
庄
田
形
成
と
は
い
か
な
る
性
格

の
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
は
領
主
に
対
し
て
地
狛
物
を
納
入
す
る
義
務
を
帯
び
て
い
る
田
で
あ
る
と

い
う

こ
と
で
、
耕
作
権
、
及

び
土
地

の
所
有
権
は
在
地

の
刀
祢
又
は
田
堵

に
存
す

る
も

の
で
あ
る
。
売
券
が
成
立
し
て
、
条
里
制
下
の
地
域
に
居
住
し
て
い
る
土
地
所
有

者
と
し
て
の
戸

口
は
、
保
証
人
を
通
じ
て
、
保
長
又
は
郷
長
の
検
分
を
受
け
て
、
寺
僧
等

へ
の
売
却
が
決
し
た
後
に
郡
司

の
郡
判
を
得

て
、
自
己

の
坪
付
の
田
を
庄
田
化

し
、

そ
の
と
き
は
新
た
め
て
地
子
物
を
当
該
寺
院
に
納
付
す
る
。
そ
れ
は
さ
き

の
愛
智
庄
定
文
に
も
あ
る
通
り
、
町
別
四
石
八
斗
又
は
三
石
五
斗

の
上
田
、
中
田
等
、

そ

の
収
獲
率

の
優
劣
に
応
じ
て
地
子
配
当
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
反
別
所
当
と
す
れ
ば
四
斗
八
升
、
又
は
三
斗

五
升
等
に
な
り
、
約
三
斗
代

の
反
当
地
子
を
差
出

し

て
い
る
。
売
却
墾
田
の
庄
田
化
は
地
子
納
入
に
よ

っ
て
決
定
す
る
。

こ
の
場
合
売
券
は
、

一
通
は
国

へ
、

一
通
は
郡

へ
、

一
通
は
給
主

へ
三
通
作
成
さ
れ
、
式
令

に
よ

っ

て
定
め
ら
れ
た
通
り

の
書
式
を
と
り
、
保
子
ー
保
長
ー

田
領
ー
税
領
ー
徴
部
ー
頭
領
i
郷
長
ー
郡
の
主
帳
ー
大
領

(
郡
司
)
と
手
続
き
を
経

て
い
る
。
し
か
し
て
地
子
未

の
決
定
は
国
内
の
租
米

の
減
少
を
来
す
た
め
、
そ

の
在
地
検
分
も
厳
重
に
ま
た
坪
付

の
指
定
を
究
明
し
て
さ
ら
に
保
証
人
の
確
認
を
求

め
て
い
る
こ
と
は
前
述

の
通
り

で

あ
る
。

地
子
米
は
紀
伊
国
有
田
郡

の
場
合

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
原
則
と
し
て
反
別
何
束
と
し
て
坪
決
定
さ
れ
た
土
地
か
ら
収
納
す
る
定
め
と
な

っ
て
い
る
。
㈲

も
ち
ろ
ん
こ
の
徴
収
は
寺
院
等
が
地
頭
に
臨
ん
で
直
接
収
納

に
当
た
る
も
の
は
、
非
常

の
場
合
、
又
は
郡
司
等

の
支
配
に
疑
問
が
生
じ
た
場
合

で
あ

っ
て
、

一
般

の
場

合
は
郷
長
を
通
じ
郡
司
が
こ
れ
を
代
行
す
る
立
ま
え

で
あ

っ
た
。
郷
長
制

の
衰
退
後
は
郡
司
と
領
主
と

の
対
決
に
発
展
し
て
い

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
領
主
側

は
こ
の
よ
う
な
律
令
制

に
も
と
つ
く
郡
司
制
を
基
盤
に
し
た
地
子
納
入
を
求
め
る
こ
と

に
よ

っ
て
公

田
内

に
庄
田
を
形
成
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
庄
田
の
地
子
米
は
寺

家

の
収
納
使
が
郡
に
出
向

い
て
収
納
す
る
制
と
な

っ
て
い
る
。
播
磨
国

の
某
庄

の
場
合
も
、

「
御
庄
田
之
坪
内
、
未
開
地
随
水
便
、
頗
以
年

々
発
開
出
也
、
然
則
毎
年
芋
家
収
納
使
、
称
勘
益
田
、
其
地
f
米
者
被
収
勘
来
也
」
ω

し
か
し
土
地
が
次
第

に
開
発
さ
れ

る
に
つ
い
て
地
子
米
の
異
動
及
び
、

郡
司
等

の
坪
決
定

に
種
々
の
疑
問
を
生
じ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
場
合
寺
院
側
は

買
得

し
た
寺
僧

の

「
以
彼
公
験
、
経
愁
刀
祢
井
郡
衙
、
階
即
彼
此
公
験
、
可
勘
校
之
状
、
下
符
条
司
、
随
郎
公
験
相
向
之
状

(中
略
)
暗
領
地
頭
、
其
由
在
条
司
井
刀
祢

日
記
文
、
望
也
、
蒙
明
裁
」
⑧
と
寺
僧

の
公
験
を
占
検
し
て
、
そ
の
買
得

の
証
文
と
在
地
刀
祢

の
日
記
を
照
会
し
て
、
公
験
と
坪
付
の
異
動
を
究
あ
て
い
る
。
さ
き
の
場

合
は
大
和
国
添
上
郡
五
条

五
坪
春

日
里
に
つ
い
て
元
興
寺
僧
玄
阿
大
法
師
と
、
東
大
芋
上
座
玄
賛

の
二
人
の
公
験

の
照
会

に
よ
り
、
玄
阿
の
押
妨
を
押
え
る
た
め
に
な
さ
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れ
た
墾

田
所
有

に
対
す
る
相
論

で
あ

っ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
場

合
も
当
然
依
智
庄

の
よ
ら
な
条
里
制
に
も
と
つ
く
庄
田
集
積
庄
園
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と

こ

ろ
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
庄

田
と
は
、
承
平
五
年

の
東
寺
伝
御
供
家
牒
の
丹
波
国
大
山
庄

の
場
合
に
示
し
て
い
る
如
く
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
庄
田
、
依
承
和
十
二
年
九
月
十
日
官
省
符
、
為
伝
法
料
田
、
其
地
子
米
、
充
用
伝
法
井
書
写

一
切
経
料
、

(中
略
)
仏
法
興
隆
尤
在
此
庄
、
傍
元
来
不
付
徴
田
租
正

税
、
無
有
臨
時
雑
役
責
」
紛

と
、
庄
田
が
決
定
さ
れ
る
と
国

の
田
租
正
税
を
ば
徴

し
な

い
の
が
通
例
で
あ

っ
た
。

こ
れ
を
以
て
庄
田
を
不
輸
租
田
と
称
し
て
い
る
場
合
が
多

い
。
o①
摂
津
国
河
辺
郡
十
六
条

一
里
二
里

の
太
皇
太
后
宮

の
庄
田
に
お
い
て
は
、

「
件
御
庄
田
園
検
田
使
悉
収
公
、
付
徴
租
税
之
責
、
将
有
収
公
煩
、
令
運
進
件
地
子
物
者
、
望
請
被
下
宣
下
宣
旨
、
為
不
輸
租
田
、
無
国
郡
之
妨
領
掌
、
全
A
り
運
進
地

r
物
也
」

と
、
庄

田
そ
の
も

の
が
不
輸
租
田
と
し
て
不
輸
不
入
権
を
獲
得
す
る
に
到

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
庄
田
11
地
子
米

の
領
家
方

へ
の
納
付
と
い
う
形
態
を
と
る
と
き
、
地
壬
米
の
徴
集
方
法
に
於
て
、
領
家
方
と
在
地
方
と

の
対
立
も
起

っ
て
来
た
。

貞
観
元
年
十

二
月
二
十
五
日
の
近
江
国
依
智
庄
検
田
帳

で
は
依
智
庄
に
お
い
て
現
地
の
田
刀
が
地
子
納
入
を
怠
る
こ
と
が
あ

っ
た
た
め
に
寺
側
と
し
て
は
検

田
使
を
さ

し

つ
か
は
し
て
田
刀
の
前
伊
勢
宰
依
智
秦
公
安
雄
を
召
し
て
喚
問
し
、
上
田
の
地
r

で
あ
る
四
石
八
斗
を
中
田
の
三
石
五
斗

の
地
子
し
か
差
出
さ
ず
、

田
刀
は
地
子

の
上

田
分

の
納
入
に
反
対
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
田
刀
が
開
墾

に
よ
る
作
田
の
充
当
と
、
在
地

の
反
当
収
量
の
増
加
に
か
か
わ
ら
ず
古
い
中

田
の
方
を
主
張
せ
ん
と
し
て
地

子
米
を
自
己

へ
の
有
利
に
展
開
し
よ
う
と
す
る
動
き
と
こ
れ
に
対
抗
す
る
寺
側
の
検

田
に
よ
る
事
実
認
定
と
い
う
対
立
が
う
か
が
え
る
の
で
あ

る
。

ま
た
次

の
場
合
十
条

一
坪
荒
木

田
に
於

て
も

田
刀
の
依
智
安
雄
は
、

い
つ
わ

っ
て
最
初
は
常
荒
と
し
、
次
に
は
下
田
と
称
し
て
、
実
際

に
寺
側
が
現
地
に
臨
む
と
上
田

と
な

っ
て
い
て
、
地
子
米

の
充
当
を
上
田
と
し
て
改
め
る
必
要
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
た
。

ま
た
廿

三
坪
神
田
二
四
〇
歩

に
つ
い
て
も
、

こ
の
坪
は
も
と
六
十
歩
分

の
地
チ
を
収
め
て
い
た
と

こ
ろ
、
百

八
十
歩
を
公
田
に
奪
わ
れ
た
と
称
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
件
を
見
る
と
き
、
貞
観
年
間
、
す
な
わ
ち
郡
司

の
勢
力
が
次
第
に
在
地

に
浸
透
し
て
く
る
こ
と
は
依
智
庄
の
場
合
も
そ
の
例

に
も
れ
な

い
の
で
あ

っ
て
、

寺

院
側

の
地
子
米
徴
収
方
法
は
非
常

に
不
安
定
な
在
地
支
配
の
方
法
で
あ

っ
た
。

こ
の
田
刀
側
の
反
対

の
理
由

に
つ
い
て
ま
と
め

て
み
る
な
ら
ば

近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て
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近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て

e

地
子
米
の
地
価

の
評
価
を
通
じ
て
田
刀
側
は
、
自
己
の
田
質

の
改
良

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
初

の
地
子
米
の
評
価
に
止
め
と
く
こ
と
に
よ

っ
て
寺
側

の
地
f
米
の
上

昇

に
反
対
を
す
る
場
合
。
⇔

田
刀
が
他

の
百
姓
に
治
田
と
し
て
庄
田
を
移
動
さ
す

こ
と
に
よ
る
地
子
米

の
拒
否
、
換
言
す
れ
ば
庄

田
の
減
少
を
計
ろ
う
と
す
る
場
合
。

日

も
と
も
と
常
荒
田
で
あ

っ
た
も
の
を
坪
決
定

の
と
き

の
ま
ま
に
し
て
、
内
容
的
に
は
墾
田
と
し

て
私
利
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
場
合

等
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
平
安
初
期
よ
り
見
ら
れ
る
墾
田
買
得

に
よ
る
庄
田
の
不
輸
租
田
化
、
国
司
等

の
検
田
使

の
不
入
化
と

い
う
方
法
を
と

っ
て
免
田
化

の
形
態
を
と

っ
て
も
、

在
地

田
刀
層

の
掌
握
力
が
、
律
令
体
制

に
よ
る
郡
司

の
請
負
的
地
子
米
の
配
分
権
と
庄

田
坪
の
点
定
権
を
、
そ
の
世
襲
的
地
位
を
温
存
し
な
が
ら
在
地
に
君
臨
し
て
い
る

か
ぎ
り
、
田
刀
層
と
内
通
し
つ
つ
、
在
地

の
地
歩
を
拡
大
す
る
目
的

の
も
と
に
庄
田
の
地
～
米

の
減
少
を
は
か

っ
た
場
合
、
も
ろ
く
も
こ
の
よ
う
な
庄
田
の
集
積
型
の
庄

園
は
崩
壊
し
て
い

っ
た
の
で
あ

る
。

(10)(9)(8)(7)(6)(4)(3)(2)(1)
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安
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文
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号
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右
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五
、

郡

司

の

押

妨

依
智
庄
に
お
い
て
も
、
依
智
秦
公
氏

の

一
族
が
在
地
に
大
き
な
地
盤
を
占
め
て
い
た
以
上
、
彼
等
が
国
威
を
利
用
し
て
寺
院
の
荘
園
の
存
立
を
減
少
さ
す
こ
と
を
求
め

て
い
た
こ
と
は
、
保
元
二
年

の
東
大
寺

三
論
宗

の
解
に
も
、
も
と
も
と
こ
の
依
智
庄
は

「
開
墾
既
五
十
余

町
、
近
世
見
作
僅

二
十
町
、
増
作
減
田
ロ
ハ依
年
飢
穣
、
勧
農
収

納
全
無
国
之
煩
費
、
愛
前
当
任
吏

(前

々
司
任
)
始
放
入
国
使
、
停
廃
庄
号
、
徴
取
官
物
、
宛
課
公
事

(中
略
)
庄
源
起
貞
観

(
天
長
貞
観
)
誰
謂
之
新
立
、
坪
定
立
券



文
、
又
無
加
納
、
以
何
囚
縁
可
有
此
収
公
哉
L
ω
と
依
智
庄

に
お
い
て
も
国
司
が
庄

田
の
地
.r
米
を
減
少
し
、
国
使
を
入
勘
し
て
、
国
衙
の
公
嘱
を
庄
川
に
不
当
に
充
課

す

る
こ
と
に
よ

っ
て
庄
田
の
衰
退
を
計
画
し
、

ひ
い
て
は
自
己
の
在
地
勢
力
を
計
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
領
主

や
寺

院
側
の
庄
田
の
増
大

に
よ
る
庄
川
の
拡
大
、

ひ
い
て
は
地
子
米
の
増
収
を
求
め
よ
う
と
す
る
態
度

に
対
し
て
、
国
衙

や
郡
衙
側
は
、
庄
田
の
縮

少
、
庄
園
の
不
拡
大
、
地
子
米
の
減
少
を
計
り
、
在

地
支
配

の
強
化
を
計
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
郡
司
が
国
司
等
と
同
心
し
て
押
妨
を
行
う
理
由
も
う
ま
れ
て
く
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
は
早

く
も
弘
仁
三
年
頃
か
ら
庄
田
が
不
輪
租
田
の
地
歩
を
獲
得
す
る
頃

か
ら
も
見
ら
れ

「
御
庄
田
園
検
田
使
悉
収
公
、
付
徴
租
税
之
責
、
将
有
収
公

煩
」
㈲
国
司
と

郡
司
と
同
腹

の
場
合
も
多
か

っ
た
。
殊
に
尾
張
国
等

で
は
そ
の
様
相
が
強
く
熱
川
神
宮

の
神
戸
に

つ
い
て
も
承
和
十
四
年

に
は

「
郡
司
等
、
或
差
往
還
進

送
之
役
、
昼
夜
追
役
、
或
班
給
交
易
雑
物
正
税
、
不
論
斉
限
、
強
行
刑
罪
、
自
余
濫
行
不
可
勝
計
」
㈲

そ
し
て
か
か
る
郡
司
は
さ
ら
に
国
司
等
と
結
び
、
国
司
も

「
国
司

等
容

郡
司
巧
詞
」
㈲
と
、
郡
司
の
場
合
も
伊
賀
国
名

張
郡
で
天
慶
六
年

に
見
ら
れ
る
よ
う
に

「
山

田
前
郡
司
号
吾
地
、
其
地
r
物
寺
被
勘
取
」
㈲
た
り
、
ま
た
国
司

・
郡

司
は

「
或
狼
号
私
領

或
致
国
郡
責
、
如
此
之
問
、

田
畝
荒
廃
、
地
利
無
収
」
㈹
と

い
う
状
況
は
単
に
近
江
国

の
み
な
ら
ず
美
濃
、
尾
張
等

に
も
及

ぶ
畿
内
周
辺
の
地
域

に
於

て
多
く
見
ら
れ
た
現
象

で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
郡
司

の
庄
田
の

一
円
化

に
対
す
る
妨
害
は
、
平
安
初
期

に
成
立
し
た
庄
田
を
中
心
と
し
た
免
田
型
庄
園
に
於

て
は
郡
司
と
国
司
の
結
合
、
あ

る
い
は
尾
張

国
司
藤
原
元
命

の
場
合
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、

「
守
之
命
朝
臣
奪
留
其
飲
食
、
以
顧
巳
三
郎
従
、
能
治
之
化
、
無
姓
無
終
、
凶
濫
之
政
、
継

日
継
夜
、
侃
部
内
窮
民
、
悦

任
限
之
早
往
」
ω
ま
た

コ

任
之
間
、
忽
貯
、
永
代
之
財
産
、

三
年
之
程
、
俄
買
数
所
之
家
薗
、
国
亡
民
散
L
紛
と
い
う

ほ
ど
は
げ
し
く
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
郡
司
は

「
貧
弊
之
人
民
先
頼
之
郡
司
、
抱
愁
為
枕
」
㈲
と
い
う
よ
う
な
弱
体

で
も

こ
ま
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
依
智
庄
に
お

い
て
わ
れ
わ
れ
が
考
察
し
得
た
過
程
に
お
い
て
は
、
依
智
秦
氏
が
、
郡
司
層
、
郷
司
層
、

田
堵
層
と
原
い
壁
を
も

っ
て
在
地

に
地
歩
を
占
め
て

長
期

に
わ
た

っ
て
在
庁

の
指
導
力
を
掌
握
し
て
い
た

こ
と
で
、

こ
の
こ
と
は
南
都

の
諸
与

に
と

っ
て
も
、
そ
の
条
里
制
に
よ

っ
て
郡
司
を
中
心
と
し
て
評
定
さ
れ
た
庄
田

(免

田
)

の
地
r
米
を
完
納
す
る
た
め
に
は
こ
の
郡
司
層
と

の
接
触
を
多
く
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
し
か
か
る
郡
司
層
と
の
接
触
に
失
敗
す
る
な

ら
ば
庄
田
の
減
少
、
ま
た
は

一
円
化

(
園
田
化
)

の
失
敗
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
ま
た
郡
司
が
在
地
勢
力
の
拡
大
を
も
く
ろ
む
と
き
に
も
ま
た

庄

田
に
対
す
る
地
価
の
不
当
評
価
、
契
約
等

の
不
履

行
等

の
結
果
を
も
た
ら
し
て
郡
司

の
土
豪
化
は
進
め
ら
れ
て
い

っ
た

の
で
あ
る
。

近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て

一199一



(7)(6)(5)(4}(3}(2}(1)

(8)同 同 同 同 同

(9)右 右 右 右 右

近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て

平
安
遺
文
七
の
三

一
五
二
号

一
の
三
六
号

一
の
八
三
号

一
の
九
六
号

一
の
二
五
四
号

一
の
二
七
五
号

同
右

一
の
三
三
九
号

六
、

む

す

び

以
上

の
如
く
依
智
庄

の
成
立
は
結
論
的
に
い
え
ば
墾
田
の
買
得
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
庄
田
の
成
立
に
よ

っ
て
散
在
田
型
態
に
於

て
構
成
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
目

的
は
寺
院
領
主
等
が
国
司
、
主
と
し
て
在
地
の
郡
司

・
郷
長
を
通
じ
て
田
刀
よ
り
所
当

の
地
子
米
を
徴
収
す
る
こ
と
を
以

っ
て
庄
国

の
運
営
を
計

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
か
か
る
場
合
、

一
筆
地
の
庄
田
が
庄
園
の
成
立

に
必
要
な
る
不
輸

租
化
、
不
入
化

の
機
能
を
も
具

っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
知

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
か
る
庄
田
が
集
積
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
依
智
庄
と
い
う
庄
園
全
体
も
不
輸

・
不
入
化
の
条
件
を
具
備
す
る
と
い
う
結
果
も
も
た
ら
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

こ
と
に
平
安
初
期

に
見
ら
れ
る
律
令
体
制
化
に
お
け
る
庄
園
の
成
立
は
、
最
初
口
分
田
、
す
な
は
ち
公
田
の
庄
田
化
が
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
が
、

こ
れ

の
認
定
に
あ
た

っ
て
は
、
国
判
、
郡
判
、
郷
長
の
田
図
校
定
、
田
刀
の
承
諾
等

の
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
は
、
寺
院

の
荘
園
の
形

成
に
律
令
的
官
衙

の
承
認
の
も
と
に
許
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
か
か
る
荘
園
は
決
し
て
反
律
令
制
的
な
成
立
を
う
な
が
す
も

の
で
な

い
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
平
安
初
期

の
荘
園
は
地
子
米
の
郡
司

・
郷
長

・
田
刀
等

へ
の
請
負
的
な
性
格
を
と

っ
て
い
る
以
上
、
寺
院

・
領
主

の
庄
園

へ
の
支
配
力
は
郡
司

・

郷
長
層

の
地
子
米
拒
否

(
そ
の
表
面
的
な
あ
ら
は
れ
は
郡
司
層
が
国
司
等
と
郎
従
関
係
を
成
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、
具
体
的
に
は
田
堵

(
田
刀
)
層
に
寺
院
等

へ
の
地
f

米

の
減
少
、
未
納

の
運
動
と
し
て
見
ら
れ
る
と
き
)

の
現
象
が
在
地

に
展
開
さ
れ
る
と
き
に
、
か
か
る
庄
園
は
も
ろ
く
も
崩
壊

の

一
途
を
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の

で
あ
る
。

か
か
る
性
格
を
考
察
す
る
と
き
私
は
決
し
て
荘
園
研
究
に
お
け
る
立
場
は
荘
園
領
主
と
在
地
と

の
対
立

の
み

の
立
場
に
お
い
て
究
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な

い
こ
と
を
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強
調
す
る
と
と
も
に
、
律
令
制
と
荘
園
制
と

い
う
対
立
そ
の
も
の
の
理
解

に
も
多
く

の
矛
盾
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

即
ち
律
令
制
と
そ
の
内
包
す
る
墾
田

・
ロ
分

田
の
変
質

に
お

い
て
庄
田
が
成
立
し
、
そ
の
庄
田
の
地
子
米
納
付
に
お
け
る
不
輸

.
不
入
性
が
確
立
せ
ら
れ
て
こ
そ
荘
園

が
成
立
し
、

そ
の
土
地

の
移
動
は
決
し
て
地
子
米
の
変
動
を
も
た
ら
す
も

の
で
な
く
、

こ
の
地
子
米

の
掌
握
は
郡
司
層
の
在
地
支
配
力

の
強
弱
に
比
例
し

て
な
さ
れ

る
も

の
で
あ
る
以
上
、
庄
園
そ
の
も
の
の
確
定
も
、
寺
院
領
主
が
律
令
遺
制
の
郡
司
層
を

い
か
に
寄
人
化
し
て
ゆ
く
か
と

い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
庄
田
11
圧
園

の
地
歩

の
安
定

制
を
保

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

墾
田

の
庄

田
化

の
傾
向
は
天
平
感
宝
五
年
東
大
寺
と
し
て
墾
開
地
を
占
有
す
る
こ
と
を
詔
を
以
て
許
可
さ
れ
て
か
ら
越
前
国
坂
井
郡
の
墾
田
等
は
百
姓

の
治
開

田
が
お

こ
り
、
そ
の
た
め
こ
れ
を
天
平
宝
字
五
年
の
班

田
の
と
き
百
姓
の
口
分
川
に
吸
収
し
よ
う
と
し
て
郡
司
と
百
姓
が
同
腹
し

て
、
そ
れ
を
点
検
し
よ
う
と
し
た
寺
田
使
を
彼

等
が
捉
打
し
、
溝
堰
を
掘
塞
す
る
な
ど
郡
司

・
百
姓
は
寺
側
に
押
妨
を
行

っ
て
い
る

こ
と
が
天
平
神
護
二
年
の
越
前
国
司
解

に
見
え
て
い
る
如
く
、
東
大
寺
等

の
寺
院
側

の
地
子
納
入

の
過
程
に
は
、
国
司

・
郡
司
の
校
班
田
の
と
き
に
お
け
る
國
衙
側

の
反
揆
も
強
か

っ
た
。

そ
し

て
墾
田
が
百
姓
に
よ
り
治
開
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
庄

田
化
す
る
こ
と
を

望
む
寺
側
と
、

口
分

田
化
し
よ
う
と
す
る

国
衙
側
と
の
対
立
は
、

越
前
国
の
み
な
ら

ず
、
各
地
で
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ

っ
た
。

そ
し

て
承
和
十

一
年

の
阿
波
国
で
も
国
衙
は
東
大
寺
に
対
し
て

「
即
盛
班
百
姓

口
分
、
来
年
可
班
改
、
然
後
徴
地
.士
」
と
新
島
地
十

一
町
三
反
百
六
十
四
歩
の
鼠
地
f

を
校
班

田
以
後

に
遅
ら
せ
て
い
る
こ
と
は
、

こ
れ
ら

の
墾
開
地
が
百
姓
に
よ

っ
て
耕
作

田
と
し
て
治
開
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
開
発
者

で
あ

る
寺
側

の
地
子
米
納
付
に
よ
る

寺

田
化

の
傾
向
を
離
れ
て
、
在
地

の
同
族
的

つ
な
が
り
の
あ

る
土
豪

の
出
自
を
も

つ
郡
司
及
び
在
庁
官
人
と

つ
な
が
り
を
も

っ
て
か
か
る
寺
側

の
目
的
を
排
し
よ
う
と
す

る
動
き
が
す
で
に
奈
良
末
期
等
か
ら
う
ま
れ

て
く
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
考
え
て
も
初
期
庄
園
の
脆
弱
性
が
露
呈
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
こ
と
は

先
に
論

じ
て
来
た
依
智
庄

の
場
合
と
も
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
場
合
を
通
じ
て
、
国
司
↓
郡
司

の
正
税
未
徴
収
と
、
寺
院

の
諸
庄
収
納
使
と
は
、
そ
の
手
続
に
お
い
て
郡
司
を
中
心
と
し
て
年
貢
米
を
と
り
た
て
て
い
る
点

か
ら
共
通
的
性
格
を
帯
び

て
い
る
と
い

っ
て
も

い
い
の
で
あ

っ
て
、

と
も
に
郡
司
の
手
を
く
ぐ
る
と
こ
ろ
に
彼
等

の
在
地
領
主
と
し

て
の

地
歩
を

固
め
る
結
果
と
な

っ

て
、
他
勢
力

の
排
除
と
い
う
動
き
が
生

じ
て
初
期
庄
園
の
崩
壊
を
早
め
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
平
安
初
期
よ
り
成
立
し
た
依
智
庄
を
通

じ
て
か
か
る
荘
園
研
究

へ
の

一
つ
の
方
向
を
設
定
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て
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(別表1)

近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て

東 大 寺 封 戸
一一 　　マ 　 -1F　 　

近 江 国150戸

r調 絹142疋5丈2尺5寸

庸 米154石8斗

租 穀6・ ・石(代 米273石3升9合200石代米90石1升3合)

中男作物(胡 麻油)7斗7升

㌧仕 丁6人(1人 見 役5人 未 到)

愛 智 郡 坂 田 郡

,-F,一 一 圏畠 一 一 一 一 一___一 一 一 一一 一

百 戸 料 → 大 国 薮 郷 五 十 戸 料 → 上 坂 田 郷

一 一一一_______ _n-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一

87疋5丈2尺5寸 55疋

調 絹
(疋別4石) (疋別4石)

_　 一 一一一 一 一一 陶9-r一 一一 ■一 一■ ■ 一 一一 一 一 _一 一_一_一 一一 剛周

庸 米

一

96石6斗 58石2斗

鴨F一 ,一 一 一一 一 一 一 一一一一 一 … 置一 置　 一一 一　 一一

租 穀 400石 200石

一 一　 一　 一一 一 一一一 一一 一 一一 一一一__　 一　 　 一一　 一一一　 一

中 男 作 物 4斗2升 3斗5升

胡 麻 油 (1升 代充稲5束) (1升 代充稲5束)

1=1功銭12貫644文(十 文代 六 充 一 升 弁 之)

仕 丁 6入 養 米25石6斗8升

(人別4石2斗8升)

一一203一
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(別
表

第
二
の

一
)

大

国

郷

年
号

月

日

郷

長

頭

領

二
田)

更

税

領

厨

部

保

竺

保

子

刀

祢
(
証
人
等)

華

遺

延
暦

一
亨
九
二
三

大
友
日
佐
浄
川

一「

依智

秦
公
宅
成

依
智
秦
公
家
成若湯坐連広律調首歳麻呂

一
・
一
五

ノ

三

÷
δ

依
智
秦
公

「一

依智

秦
公
人
口依智秦公依智秦公秦人阿

一
・
一

三

弘

仁

二

三
・
二

依
智
秦
公
小
月

一

(
証
人)依智秦公

成
山〃秋主ノ比留売

一
・
三
三

弘

仁

九
・
三
・

δ

依
智
秦
公
真
広

若
湯
坐
連
広津

依
智
秦
公
家
成ノ人成若湯坐連真公秦人咋麻呂

一

西
四

天

長

二
・一

?
三

依
智
福
益

　

従
六
位
下依智秦公継

成従八位上依智秦公家持大蔵秦公魚主依智秦前秋麻
呂
一

一
・
五
〇

　

承
和

廿

圭
三
若

購
坐

謎

一

薦
硝

舗
秋
㌔

依
智
秦
公
年
主

一

依
智
秦
公

一

薫羅

公

τ
杢

嘉
祥

元
三・
石

依
智
秦
前
秋
主

清村

宿
弥
氏
寄依智秦公吉成ン弟縄〃富継

一

八
八

嘉

祥

一
・
=

三

依
智
秦
公
千
門

依
智秦

公依智秦公
福主

(
保
証
)依智秦公

弟
縄依智秦公若湯坐連依智秦公家公

一

λ
九

仁寿

四・
一
〇

三
五

依
智
秦
公依智秦公

永
吉

公
秦
智
依

依
智秦

公
弟
縄依智秦公千門

II依
依
智秦

公
千
嗣秦忌寸家継

【

7
二
六依智秦公福常一

仁寿

四・

三
・
=

依
智
秦
全
吉

(庸

調
領)依智秦直継若湯坐

依智

秦
浄
男依智秦吉成

一
・

二
七

冒
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延 貞
F

貞 貞 貞 斉 年
喜 観 観 観 観 衡

重
も

2

三
亦

孟
至

売

亭

歪
九

子

至
五

月

[ヨ
一 一 一 一一 　

若従
湯七

依
智

依
智

若
湯 郷

坐位 秦 秦 坐
三上 公 公 連
雄 董 長

口

一 ～

依依
智智

頭

秦秦
公公

領
円 一 一一一一

A

田
口

領
一 一

依大
智初

税

秦位
公下

領
1一 一一 一

依正
智八

依依
智智

徴

秦位 秦秦

部

保

長

保

子

r
切

祢

(証
人
等
二

平
曳還

依若
智湯
公坐
寅手
継入

一
・
三

〇

(
保
証
人
)

正
八
位
下

依
智
秦
公
貞
宗

秦
忌
寸
家
継

従
八
位
上

依
智
秦
公
長
吉

依
智
秦
公
文
男

(
証
人
)

依
智
秦
公
真
勝

依
智
秦
公

秦

公

依
智
秦
公
弟
縄

一
ム
三

一
・
一
三
五

(
証
人
)

依
智
秦
公
益
継

グ

弟
縄

ク

千
門

グ

福
万

ン

長
吉

秦

公

宗
直

(
証
人
)

正
八
位
上

一
・
四
四

依
智
秦
公
千
門

従
七
位
上

依
智
秦
人
主

正
六
位
上

若
湯
坐
連
縄
吉

依
智
秦
公
寅
継

依
脚
秦
公
永
吉

依
智
秦
公
福
万

大 従右 正 前 正前^
初 八兵 六 擬 六擬刀夏位
依位衛依位依大依位大祢

口上智上 智上智領智上領口
依秦
智春
秦影

秦 秦正秦
房 秦六文
雄 国位雄

上

一
⊥
互
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(別表 第二の二) 蚊 野 郷

年 月Q郷 劇 了 到 領

呂麻
川

乙
浄

人
首

秦
調

野
足

大
福

首
人

調
秦

保 劇 保

弘 仁11.12.5服 直

子

真野戸雪麻呂
従八位上
秦前継麻呂

私部

刀 劃 鴨

従八位下
秦人国行

1.47

八 木 郷

年 ノ拍 郷 剰 領 隊 長(保 子) 証 ぺ 刀 祢陣
一 一_一一 一 一一

延暦15・1・・2秦 公茂人[囎 秦姻 成 依智秦公i灘 塞麻呂1
、11・16　

善 和14.9.3 依智秦公吉

'一 一_

依智秦
依智秦
依智秦名並

i

近
江
国
依
智
庄
に
つ
い
て

(別表 第三)

貞観18年11月25日

近江国 愛智庄

水田12町

i
2町

i庄

佃

i

近江国愛智庄定文(平 遺1.172)

1

10町

i

庄 田

i

地 子 米35石

一町別一[1舗

1'

60石7斗

一570東 一春 得 米25石7斗

8・q刺一23°束L2:灘 劉

都合

大津定米

一馬 料

一除用15石7斗 一 庄 用

一米運功

45石

30石一講経料一経論28巻(毎 年行事) (若し地子不足 ノ トキハ2年 二1度 トスル)

一自在王菩薩経二巻(上下)一 八幡大脚在菩薩ノタメ

金剛般若経一巻一 天神地祇 ノタメ

法華経一部一 国家及四恩ノタメ

ー三論一部七巻一 紹隆仏法ノタメ

ー講席米20石

一布施法一 読席米5石

一御用米5石

‐io石一(三 論)宗学衆施灯料(損 年 トイヘ ドモ欠カサズ)

-5石 一 「毎年売納息利加用、有損之年者

上内用途可有充用事者、i宜 用之耳」
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