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は
じ
め
に

　税
帳
と
は
︑
律
令
体
制
下
の
日
本
に
お
い
て
︑
各
国
に
貯
え
ら
れ
た
正
税（

1
）

の

収
支
を
中
央
に
報
告
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
帳
簿
様
文
書
で
あ
る
︒
正
税
と

は
田
租
と
出
挙
息
利
を
主
な
収
入
源
と
す
る
稲
穀
で
︑
地
方
各
郡
の
正
倉
に
貯

え
ら
れ
て
い
た
︒
税
帳
は
毎
年
一
度
作
成
さ
れ
て
中
央
へ
申
送
さ
れ
る
が
︑
申

送
に
際
し
て
は
国
司
本
人
が
税
帳
使
と
し
て
中
央
ま
で
出
向
く
こ
と
と
規
定
さ

れ
て
い
る
︒

　後
代
︑
税
帳
使
は
四
度
使
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
︒
四
度
使
と
は
︑
朝

集
使
・
大
帳
使
・
税
帳
使
・
貢
調
使
の
四
使
を
い
う
︒
い
ず
れ
も
国
司
本
人
が

使
者
に
立
ち
︑
勘
会
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
︑
他
の
群

小
諸
使
と
は
区
別
さ
れ
る
大
使
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た（

2
）

︒
四
度
使
は
地
方
の

律
令
年
度
サ
イ
ク
ル
を
規
定
す
る
根
幹
と
も
い
う
べ
き
使
者
で
あ
り
︑
そ
の
一

で
あ
る
税
帳
使
と
彼
の
も
た
ら
す
税
帳
の
制
度
が
律
令
行
政
史
上
極
め
て
重
要

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
成
立
と
沿
革
に
つ
い
て

は
︑
い
ま
だ
に
不
明
な
点
が
多
い
︒

　ま
ず
第
一
に
成
立
に
つ
い
て
︒
税
帳
及
び
税
帳
使
に
つ
い
て
は
︑
四
度
使
を

構
成
す
る
他
の
三
使
と
違
い
︑
律
令
に
明
文
の
規
定
が
な
い
︒
い
つ
︑
ど
の
よ

う
な
指
令
に
基
づ
い
て
税
帳
が
作
成
・
進
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
︑
明

確
で
な
い
の
で
あ
る
︒

　第
二
に
沿
革
︑
特
に
官
稲
混
合
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
︒
官
稲
混
合
と
は
︑

天
平
六
年
（
七
三
四
）
に
と
ら
れ
た
措
置（

3
）

で
︑
従
来
︑
使
途
に
応
じ
て
別
置
の

上
出
挙
さ
れ
て
い
た
雑
色
官
稲
を
︑
正
税
に
混
合
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
ま
で
税
帳
は
正
税
だ
け
を
把
握
す
る
帳
簿
で
あ
っ
た
が
︑
官
稲
混
合
以
後

は
︑
吸
収
し
た
雑
色
官
稲
の
収
支
を
も
報
告
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

税
帳
と
税
帳
使

―
―
大
租
数
文
と
官
稲
混
合
を
中
心
に
―
―

本
庄
総
子
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い
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
傍
証
と
し
て
︑﹁
税
文
﹂
と
い
う
言
葉
の
初
見

が
ま
さ
に
和
銅
元
年
太
政
官
符
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
重
視
さ
れ
︑
こ
れ
以

前
の
税
帳
は
雑
用
記
載
の
存
在
し
な
い
未
熟
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
︒
山
本
氏
は
公
廨
条
に
﹁
費
用
﹂
の
二
字
が
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
を

指
摘
し
た
上
で
岡
田
説
を
援
用
し
て
お
ら
れ
る
︒

　そ
こ
で
ま
ず
︑
大
宝
二
年
の
大
租
数
文
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
︒

岡
田
氏
は
駅
起
稲
に
つ
い
て
の
史
料
の
重
複
を
も
っ
て
︑
大
宝
二
年
の
諸
公
文

を
臨
時
的
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
和
銅
二
年
記
事
は
極
め
て
簡
略
で
︑

何
ら
か
の
制
度
変
更
や
作
成
励
行
を
命
じ
た
も
の
と
解
す
る
余
地
も
十
分
に
あ

る
よ
う
に
思
う（

12
）

︒

　和
銅
元
年
を
も
っ
て
税
帳
制
度
の
画
期
と
す
る
岡
田
氏
の
考
え
方
に
も
疑
問

が
あ
る
︒
和
銅
元
年
に
下
達
さ
れ
た
︑
不
動
倉
に
か
か
る
太
政
官
符
を
確
認
し

よ
う
︒史

料
二

　﹃延
暦
交
替
式
﹄
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
閏
八
月
十
日
太
政
官
符

太
政
官
符
︑大
税
者
︑自
今
已
後
︑別
定
不
動
之
倉
︑以
為
国
貯
之
物
︒︿
郡

別
造
鎰
一
勾
︒﹀
国
郡
司
等
︑
各
税
文
及
倉
案
︑
注
其
人
時
定
倉
︒︿
後
検

校
欠
︑
徴
所
連
署
人
︒﹀

（
太
政
官
符
す
︑
大
税
は
︑
自
今
已
後
︑
別
に
不
動
の
倉
を
定
め
て
︑
以
て
国

貯
の
物
と
せ
よ
︒︿
郡
別
に
鎰
一
勾
を
造
れ
︒﹀
国
郡
司
等
︑各
税
文
及
び
倉
案
に
︑

其
の
人
の
時
定
む
る
倉
と
注
せ
︒︿
後
に
検
校
し
て
欠
あ
ら
ば
︑
連
署
せ
る
所

の
人
よ
り
徴
れ
︒﹀）

　こ
こ
に
定
め
ら
れ
た
不
動
倉
別
定
に
つ
い
て
は
︑
大
宝
元
年
︑
次
の
史
料
三

に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
た
国
司
の
財
政
権
を
今
度
は
制
約
し
た
も
の
と
す
る
説
が

有
力
で
あ
っ
た（

13
）

︒

史
料
三

　﹃続
日
本
紀
﹄
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
六
月
己
酉
（
八
）
条

勅
︑
凡
其
庶
務
︑
一
依
新
令
︒
又
国
宰
・
郡
司
︑
貯
置
大
税
︑
必
須
如
法
︒

如
有
闕
怠
︑
随
事
科
断
︒
是
日
︑
遣
使
七
道
︑
宣
告
依
新
令
為
政
及
給
大

租
之
状
︑
并
頒
付
新
印
様
︒

（
勅
せ
ら
く
︑
凡
そ
其
れ
庶
務
は
︑
一
ら
新
令
に
依
れ
︒
又
国
宰
・
郡
司
︑
大

税
を
貯
置
す
る
こ
と
︑
必
ず
法
の
ご
と
く
す
べ
し
︒
如
し
闕
怠
有
ら
ば
︑
事
に

随
へ
て
科
断
せ
よ
︒
是
の
日
︑
使
を
七
道
に
遣
は
し
て
︑
新
令
に
依
り
て
政
を

為
し
及
び
大
租
を
給
ふ
の
状
を
宣
告
し
︑
并
せ
て
新
印
の
様
を
頒
付
せ
し
む
︒）

　と
こ
ろ
が
そ
の
後
︑
渡
辺
晃
宏
氏（

14
）

に
よ
っ
て
︑
動
用
倉
と
不
動
倉
の
差
違
に

つ
き
︑
蓄
積
途
上
の
も
の
が
動
用
倉
︑
蓄
積
を
終
え
て
満
倉
と
な
り
国
郡
司
の

検
封
を
経
た
も
の
が
不
動
倉
に
な
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
︑
最
初

か
ら
両
者
を
区
別
し
た
蓄
積
が
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
︒

　こ
れ
を
前
提
と
す
れ
ば
︑
不
動
倉
を
別
に
定
め
よ
と
し
た
和
銅
元
年
の
太
政

8

で
あ
る
︒

　官
稲
混
合
の
事
実
が
税
帳
に
は
っ
き
り
と
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
早
く
か

ら
確
認
さ
れ
て
い
る（

4
）

︒
ま
た
そ
の
意
義
に
つ
い
て
も
︑
支
出
の
増
大
へ
の
対
処（

5
）

︑

あ
る
い
は
国
司
を
中
心
と
す
る
弾
力
的
・
合
理
的
な
財
政
運
用
の
構
築（

6
）

と
い
っ

た
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
税
帳
及
び
税
帳
使
の

制
度
史
上
︑
官
稲
混
合
が
い
か
な
る
意
義
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
︑
具
体

的
に
論
じ
た
研
究
は
少
な
い
︒
官
稲
混
合
以
前
︑
税
帳
書
式
（
蓄
積
状
況
の

チ
ェ
ッ
ク
に
適
す
る
）
と
そ
れ
以
外
の
雑
色
官
稲
帳
書
式
（
支
出
状
況
の
チ
ェ
ッ

ク
に
適
す
る
）
が
併
存
し
て
お
り
︑
官
稲
混
合
の
際
に
統
一
し
た
書
式
が
頒
下

さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
︑
国
に
よ
り
書
式
の
差
違
が
生
じ
た
と
の
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
る
が（

7
）

︑
官
稲
混
合
と
い
う
措
置
が
︑
税
帳
及
び
税
帳
使
の
制
度
に
変
革

を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
書
式
変
更
以
上
の
意
味
は
持
た
な

か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
な
お
明
ら
か
と
は
言
い
難
い
︒

　本
稿
で
は
こ
う
し
た
問
題
点
を
踏
ま
え
︑
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
税
帳
と
税

帳
使
の
制
度
的
沿
革
を
︑
税
帳
の
記
載
内
容
の
分
析
か
ら
検
討
し
た
い
︒

　
一

　税
帳
制
度
の
成
立

　税
帳
制
度
の
成
立
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
史
料
で
あ
る
︒

史
料
一

　﹃続
日
本
紀
﹄
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
二
月
丙
辰
（
十
九
）
条

諸
国
大
租
・
駅
起
稲
及
義
倉
︑
并
兵
器
数
文
︑
始
送
于
弁
官
︒

（
諸
国
の
大
租
・
駅
起
稲
及
び
義
倉
︑
并
せ
て
兵
器
の
数
の
文
︑
始
め
て
弁
官

に
送
ら
し
む
︒）

　こ
の
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
大
租
数
文
に
つ
い
て
は
︑
輸
租
帳
に
類
す
る
も
の

と
の
見
解
も
あ
る
が（

8
）

︑
大
租
と
大
税
と
は
重
な
り
合
う
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら

れ（
9
）

︑
税
帳
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
注
目
を
集
め
て
き
た
︒
大
租
数
文
に
つ
い
て
︑

本
格
的
な
検
討
を
加
え
ら
れ
た
の
が
岡
田
利
文
氏（

10
）

で
あ
る
︒
氏
は
税
帳
制
度
の

﹁
素
朴
な
原
型
﹂
を
大
租
数
文
に
求
め
つ
つ
も
︑
あ
く
ま
で
浄
御
原
令
制
下
か

ら
貯
積
さ
れ
て
き
た
租
穀
の
現
在
額
の
報
告
書
に
過
ぎ
ず
︑
一
回
的
な
も
の
で

あ
る
可
能
性
も
あ
る
と
さ
れ
︑
税
帳
制
度
が
確
立
し
た
の
は
和
銅
元
年

（
七
〇
八
）
頃
と
主
張
さ
れ
た
︒

　ま
た
近
年
︑
山
本
祥
隆
氏（

11
）

は
︑
税
帳
制
度
の
法
的
根
拠
を
大
宝
雑
令
公
廨
条

に
求
め
︑
大
宝
元
年
に
税
帳
は
誕
生
し
た
と
さ
れ
た
上
で
︑﹁
大
租
数
文
﹂
の

解
釈
に
つ
い
て
は
岡
田
氏
の
見
解
に
賛
同
し
て
お
ら
れ
る
︒

　ま
た
岡
田
氏
は
︑
駅
起
稲
帳
に
つ
い
て
は
﹃
続
日
本
紀
﹄
和
銅
二
年
六
月
乙

巳
条
に
﹁
令
諸
国
進
駅
起
稲
帳
﹂
と
の
記
事
が
見
え
る
こ
と
か
ら
︑
史
料
一
の

数
文
は
い
ず
れ
も
一
回
的
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
︑
毎
年
進
上
さ
れ
る

税
帳
の
成
立
は
こ
れ
よ
り
も
後
に
な
る
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
ら
れ
た
上
で
︑

不
動
倉
別
定
を
命
じ
た
和
銅
元
年
太
政
官
符
を
地
方
財
政
史
上
の
一
大
画
期
と

捉
え
︑
こ
こ
に
税
帳
制
度
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
さ
れ
て
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い
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
傍
証
と
し
て
︑﹁
税
文
﹂
と
い
う
言
葉
の
初
見

が
ま
さ
に
和
銅
元
年
太
政
官
符
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
重
視
さ
れ
︑
こ
れ
以

前
の
税
帳
は
雑
用
記
載
の
存
在
し
な
い
未
熟
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
︒
山
本
氏
は
公
廨
条
に
﹁
費
用
﹂
の
二
字
が
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
を

指
摘
し
た
上
で
岡
田
説
を
援
用
し
て
お
ら
れ
る
︒

　そ
こ
で
ま
ず
︑
大
宝
二
年
の
大
租
数
文
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
︒

岡
田
氏
は
駅
起
稲
に
つ
い
て
の
史
料
の
重
複
を
も
っ
て
︑
大
宝
二
年
の
諸
公
文

を
臨
時
的
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
和
銅
二
年
記
事
は
極
め
て
簡
略
で
︑

何
ら
か
の
制
度
変
更
や
作
成
励
行
を
命
じ
た
も
の
と
解
す
る
余
地
も
十
分
に
あ

る
よ
う
に
思
う（

12
）

︒

　和
銅
元
年
を
も
っ
て
税
帳
制
度
の
画
期
と
す
る
岡
田
氏
の
考
え
方
に
も
疑
問

が
あ
る
︒
和
銅
元
年
に
下
達
さ
れ
た
︑
不
動
倉
に
か
か
る
太
政
官
符
を
確
認
し

よ
う
︒史

料
二

　﹃延
暦
交
替
式
﹄
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
閏
八
月
十
日
太
政
官
符

太
政
官
符
︑大
税
者
︑自
今
已
後
︑別
定
不
動
之
倉
︑以
為
国
貯
之
物
︒︿
郡

別
造
鎰
一
勾
︒﹀
国
郡
司
等
︑
各
税
文
及
倉
案
︑
注
其
人
時
定
倉
︒︿
後
検

校
欠
︑
徴
所
連
署
人
︒﹀

（
太
政
官
符
す
︑
大
税
は
︑
自
今
已
後
︑
別
に
不
動
の
倉
を
定
め
て
︑
以
て
国

貯
の
物
と
せ
よ
︒︿
郡
別
に
鎰
一
勾
を
造
れ
︒﹀
国
郡
司
等
︑各
税
文
及
び
倉
案
に
︑

其
の
人
の
時
定
む
る
倉
と
注
せ
︒︿
後
に
検
校
し
て
欠
あ
ら
ば
︑
連
署
せ
る
所

の
人
よ
り
徴
れ
︒﹀）

　こ
こ
に
定
め
ら
れ
た
不
動
倉
別
定
に
つ
い
て
は
︑
大
宝
元
年
︑
次
の
史
料
三

に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
た
国
司
の
財
政
権
を
今
度
は
制
約
し
た
も
の
と
す
る
説
が

有
力
で
あ
っ
た（

13
）

︒

史
料
三

　﹃続
日
本
紀
﹄
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
六
月
己
酉
（
八
）
条

勅
︑
凡
其
庶
務
︑
一
依
新
令
︒
又
国
宰
・
郡
司
︑
貯
置
大
税
︑
必
須
如
法
︒

如
有
闕
怠
︑
随
事
科
断
︒
是
日
︑
遣
使
七
道
︑
宣
告
依
新
令
為
政
及
給
大

租
之
状
︑
并
頒
付
新
印
様
︒

（
勅
せ
ら
く
︑
凡
そ
其
れ
庶
務
は
︑
一
ら
新
令
に
依
れ
︒
又
国
宰
・
郡
司
︑
大

税
を
貯
置
す
る
こ
と
︑
必
ず
法
の
ご
と
く
す
べ
し
︒
如
し
闕
怠
有
ら
ば
︑
事
に

随
へ
て
科
断
せ
よ
︒
是
の
日
︑
使
を
七
道
に
遣
は
し
て
︑
新
令
に
依
り
て
政
を

為
し
及
び
大
租
を
給
ふ
の
状
を
宣
告
し
︑
并
せ
て
新
印
の
様
を
頒
付
せ
し
む
︒）

　と
こ
ろ
が
そ
の
後
︑
渡
辺
晃
宏
氏（

14
）

に
よ
っ
て
︑
動
用
倉
と
不
動
倉
の
差
違
に

つ
き
︑
蓄
積
途
上
の
も
の
が
動
用
倉
︑
蓄
積
を
終
え
て
満
倉
と
な
り
国
郡
司
の

検
封
を
経
た
も
の
が
不
動
倉
に
な
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
︑
最
初

か
ら
両
者
を
区
別
し
た
蓄
積
が
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
︒

　こ
れ
を
前
提
と
す
れ
ば
︑
不
動
倉
を
別
に
定
め
よ
と
し
た
和
銅
元
年
の
太
政
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十
二
等
黄
文
連
伊
加
麻
呂
申
送
以
解
︒

（
8
）
天
平
九
年
度
駿
河
国

謹
件
収
納
天
平
九
年
正
税
并
雑
充
用
之
状
具
注
如
件
︑
付
守
従
五

位
下
勲
十
二
等
下
毛
野
朝
臣
帯
足
申
上
以
解
︒

　（1
）（
2
）（
7
）
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
以
外
の
文
言
は

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
︒（
3
）﹁
収
納
正
税
穀
并
穎
稲
雑
用
﹂︑（
4
）﹁
収
納
天

平
四
年
正
税
并
雑
用
﹂︑（
5
）﹁
収
納
天
平
六
年
正
税
雑
充
用
﹂︑（
6
）﹁
収
納

天
平
六
年
正
税
并
雑
充
用
﹂︑（
8
）﹁
収
納
天
平
九
年
正
税
并
雑
充
用
﹂︒
漢
文

的
に
ひ
ど
く
不
細
工
な
文
章
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
こ
れ

ら
の
文
言
か
ら
﹁
雑
用
﹂﹁
并
雑
充
用
﹂
な
ど
の
文
言
を
除
け
ば
︑
極
め
て

す
っ
き
り
と
し
た
文
章
に
な
る
︒

　京
に
近
い
大
倭
・
和
泉
・
伊
賀
で
こ
う
し
た
文
章
表
現
の
欠
陥
が
生
じ
て
い

な
い
こ
と
の
原
因
は
別
途
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
以
外
の
国
に
つ
い

て
進
上
文
言
か
ら
見
る
と
︑
雑
用
は
本
来
の
進
上
文
言
に
後
か
ら
ね
じ
込
ま
れ

た
不
純
物
と
い
う
性
格
が
露
わ
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
文
言
の
あ
り
方
は
︑
雑
用

の
報
告
が
後
発
的
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒

　初
期
の
税
帳
は
雑
用
記
載
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
︑
少
な
く
と
も
そ
れ
を
主

要
な
機
能
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
こ
の
点
に

お
い
て
岡
田
・
山
本
両
説
に
賛
同
し
た
い
︒
た
だ
し
︑
周
知
の
と
お
り（

16
）

大
税
は

貯
積
を
本
来
的
性
質
と
し
て
お
り
︑
雑
用
に
回
さ
れ
る
こ
と
は
例
外
的
で
あ
っ

た
か
ら
︑
雑
用
記
載
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
︑
岡
田
氏
の
い
わ
れ
る

よ
う
に
︑
税
帳
が
制
度
的
に
未
熟
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考

え
る
︒

　次
に
︑
山
本
氏
が
大
宝
雑
令
公
廨
条
の
登
場
に
よ
っ
て
税
帳
制
度
が
成
立
し

た
と
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
は
疑
問
が
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑

大
宝
二
年
二
月
の
大
租
数
文
進
上
に
か
か
る
史
料
一
に
つ
い
て
は
︑
従
来
の
解

釈
に
誤
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　史
料
一
は
一
般
的
に
︑
諸
国
が
大
租
以
下
の
数
文
を
実
際
に
弁
官
に
送
っ
た

こ
と
を
示
す
記
事
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

17
）

が
︑
果
た
し
て
そ
の
解
釈
は

正
し
い
の
だ
ろ
う
か
︒

　﹃続
日
本
紀
﹄
に
お
け
る
弁
官
へ
の
申
送
記
事
は
史
料
一
を
皮
切
り
に
神
亀

六
年
ま
で
集
中
し
て
現
れ
る
︒﹁
官
に
申
送
﹂
で
は
な
く
︑
特
に
﹁
弁
官
に
申

送
﹂
と
指
定
す
る
の
が
﹃
続
紀
﹄
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
記
事
の
特
徴
で
︑
史

料
一
以
外
に
六
例
見
出
せ
る（

18
）

︒
こ
の
う
ち
五
例
は
﹁
制
﹂﹁
太
政
官
処
分
﹂
と

あ
る
た
め
︑
弁
官
へ
の
申
送
を
命
じ
た
史
料
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
お

り
︑
残
る
一
例
が
次
の
史
料
で
あ
る
︒

史
料
四

　﹃続
日
本
紀
﹄
和
銅
四
年
（
七
一
一
）
閏
六
月
丙
午
（
三
）
条

始
五
位
已
上
卒
者
︑
即
日
申
送
弁
官
︒

　（始
め
て
五
位
已
上
卒
せ
ら
ば
︑
即
日
弁
官
に
申
送
せ
し
む
︒）

10

官
符
に
つ
い
て
も
解
釈
は
変
わ
っ
て
く
る
︒
即
ち
︑
和
銅
元
年
の
不
動
倉
別
定

と
は
︑
そ
れ
ま
で
動
用
倉
に
蓄
積
し
て
き
た
穀
を
検
封
し
て
不
動
倉
と
す
る
よ

う
命
じ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
︑
不
動
倉
の
将
来
的
な
設
置
は
大
宝
元
年

に
国
司
に
大
税
管
理
が
委
任
さ
れ
た
時
点
か
ら
折
り
込
み
済
み
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か（

15
）

︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
不
動
倉
別
定
を
も
っ
て
︑
地
方
財
政
史
上
の
一

大
画
期
と
見
る
こ
と
は
難
し
い
︒

　ま
た
﹁
税
文
﹂
と
い
う
言
葉
の
初
見
は
確
か
に
史
料
二
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は

税
文
に
検
封
責
任
者
の
名
を
注
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
に
過
ぎ
ず
︑
そ
れ

以
外
に
は
何
ら
定
め
が
な
い
︒
こ
の
事
実
は
む
し
ろ
こ
の
時
点
の
税
文
が
あ
る

程
度
整
っ
た
書
式
を
備
え
て
い
た
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
︒
大
宝
二
年
の

大
租
数
文
作
成
命
令
と
和
銅
元
年
の
不
動
倉
別
定
が
わ
ず
か
六
年
し
か
隔
た
っ

て
い
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
不
動
倉
別
定
の
時
点
で
成
立
し
て
い
た
書
式
は

大
租
数
文
作
成
命
令
の
時
点
で
成
立
し
た
も
の
と
同
一
と
考
え
て
よ
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
︒

　以
上
︑
和
銅
元
年
頃
に
税
帳
制
度
成
立
の
画
期
を
認
め
る
岡
田
氏
の
見
解
に

は
根
拠
が
乏
し
く
︑
そ
れ
以
前
︑
時
期
的
に
考
え
て
大
宝
元
年
の
大
税
貯
置
と
︑

そ
れ
を
受
け
て
発
令
さ
れ
た
こ
と
が
疑
い
な
い
大
宝
二
年
の
大
租
数
文
進
上
命

令
こ
そ
︑
税
帳
制
度
の
始
期
と
し
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

　た
だ
し
︑
大
宝
年
間
の
税
帳
に
雑
用
記
載
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
︑

山
本
氏
の
指
摘
も
あ
る
と
お
り
︑
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑

税
帳
の
進
上
文
言
に
は
︑
し
ば
し
ば
雑
用
に
つ
い
て
少
々
不
自
然
な
表
現
が
散

見
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

（
1
）
天
平
二
年
度
大
倭
国

以
前
収
納
大
税
穀
穎
并
神
戸
租
等
数
具
録
如
前
︑
謹
解
︒

（
2
）
天
平
二
年
度
伊
賀
国

右
件
大
税
雑
用
并
収
納
顕
注
如
前
︑
仍
付
史
生
従
八
位
下
韓
国
君

佐
美
申
送
謹
解
︒

（
3
）
天
平
二
年
度
越
前
国

以
前
天
平
二
年
収
納
正
税
穀
并
穎
稲
雑
用
如
件
︑
仍
付
史
生
大
初

位
下
阿
刀
造
佐
美
麻
呂
申
上
以
解
︒

（
4
）
天
平
四
年
度
隠
岐
国

謹
件
収
納
天
平
四
年
正
税
并
雑
用
之
状
具
注
如
件
︑
仍
差
史
生
大

初
位
上
民
使
古
麻
呂
充
使
進
上
謹
解
︒

（
5
）
天
平
六
年
度
尾
張
国

謹
件
収
納
天
平
六
年
正
税
雑
充
用
之
状
具
注
如
件
︑
仍
付
守
従
五

位
下
勲
十
二
等
多
治
比
真
人
多
夫
勢
進
上
以
解
︒

（
6
）
天
平
六
年
度
周
防
国

謹
件
収
納
天
平
六
年
正
税
并
雑
充
用
之
状
具
注
如
件
︑
仍
繕
写
訖

即
付
史
生
少
初
位
上
汶
旦
才
智
進
上
謹
解
︒

（
7
）
天
平
九
年
度
和
泉
監

以
前
天
平
九
年
収
納
正
税
并
神
税
如
件
︑
仍
付
正
従
六
位
上
勲
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十
二
等
黄
文
連
伊
加
麻
呂
申
送
以
解
︒

（
8
）
天
平
九
年
度
駿
河
国

謹
件
収
納
天
平
九
年
正
税
并
雑
充
用
之
状
具
注
如
件
︑
付
守
従
五

位
下
勲
十
二
等
下
毛
野
朝
臣
帯
足
申
上
以
解
︒

　（1
）（
2
）（
7
）
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
以
外
の
文
言
は

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
︒（
3
）﹁
収
納
正
税
穀
并
穎
稲
雑
用
﹂︑（
4
）﹁
収
納
天

平
四
年
正
税
并
雑
用
﹂︑（
5
）﹁
収
納
天
平
六
年
正
税
雑
充
用
﹂︑（
6
）﹁
収
納

天
平
六
年
正
税
并
雑
充
用
﹂︑（
8
）﹁
収
納
天
平
九
年
正
税
并
雑
充
用
﹂︒
漢
文

的
に
ひ
ど
く
不
細
工
な
文
章
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
こ
れ

ら
の
文
言
か
ら
﹁
雑
用
﹂﹁
并
雑
充
用
﹂
な
ど
の
文
言
を
除
け
ば
︑
極
め
て

す
っ
き
り
と
し
た
文
章
に
な
る
︒

　京
に
近
い
大
倭
・
和
泉
・
伊
賀
で
こ
う
し
た
文
章
表
現
の
欠
陥
が
生
じ
て
い

な
い
こ
と
の
原
因
は
別
途
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
以
外
の
国
に
つ
い

て
進
上
文
言
か
ら
見
る
と
︑
雑
用
は
本
来
の
進
上
文
言
に
後
か
ら
ね
じ
込
ま
れ

た
不
純
物
と
い
う
性
格
が
露
わ
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
文
言
の
あ
り
方
は
︑
雑
用

の
報
告
が
後
発
的
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒

　初
期
の
税
帳
は
雑
用
記
載
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
︑
少
な
く
と
も
そ
れ
を
主

要
な
機
能
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
こ
の
点
に

お
い
て
岡
田
・
山
本
両
説
に
賛
同
し
た
い
︒
た
だ
し
︑
周
知
の
と
お
り（

16
）

大
税
は

貯
積
を
本
来
的
性
質
と
し
て
お
り
︑
雑
用
に
回
さ
れ
る
こ
と
は
例
外
的
で
あ
っ

た
か
ら
︑
雑
用
記
載
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
︑
岡
田
氏
の
い
わ
れ
る

よ
う
に
︑
税
帳
が
制
度
的
に
未
熟
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考

え
る
︒

　次
に
︑
山
本
氏
が
大
宝
雑
令
公
廨
条
の
登
場
に
よ
っ
て
税
帳
制
度
が
成
立
し

た
と
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
は
疑
問
が
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑

大
宝
二
年
二
月
の
大
租
数
文
進
上
に
か
か
る
史
料
一
に
つ
い
て
は
︑
従
来
の
解

釈
に
誤
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　史
料
一
は
一
般
的
に
︑
諸
国
が
大
租
以
下
の
数
文
を
実
際
に
弁
官
に
送
っ
た

こ
と
を
示
す
記
事
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

17
）

が
︑
果
た
し
て
そ
の
解
釈
は

正
し
い
の
だ
ろ
う
か
︒

　﹃続
日
本
紀
﹄
に
お
け
る
弁
官
へ
の
申
送
記
事
は
史
料
一
を
皮
切
り
に
神
亀

六
年
ま
で
集
中
し
て
現
れ
る
︒﹁
官
に
申
送
﹂
で
は
な
く
︑
特
に
﹁
弁
官
に
申

送
﹂
と
指
定
す
る
の
が
﹃
続
紀
﹄
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
記
事
の
特
徴
で
︑
史

料
一
以
外
に
六
例
見
出
せ
る（

18
）

︒
こ
の
う
ち
五
例
は
﹁
制
﹂﹁
太
政
官
処
分
﹂
と

あ
る
た
め
︑
弁
官
へ
の
申
送
を
命
じ
た
史
料
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
お

り
︑
残
る
一
例
が
次
の
史
料
で
あ
る
︒

史
料
四

　﹃続
日
本
紀
﹄
和
銅
四
年
（
七
一
一
）
閏
六
月
丙
午
（
三
）
条

始
五
位
已
上
卒
者
︑
即
日
申
送
弁
官
︒

　（始
め
て
五
位
已
上
卒
せ
ら
ば
︑
即
日
弁
官
に
申
送
せ
し
む
︒）
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（
凡
そ
正
税
帳
を
進
ら
む
に
は
︑
皆
二
月
卅
日
以
前
を
限
り
︑
竝
び
に
官
に
申

送
せ
よ
︒
但
し
西
海
道
諸
国
并
せ
て
嶋
は
︑
二
月
卅
日
以
前
太
宰
府
に
送
れ
︒

府
以
て
覆
勘
を
加
へ
︑
五
月
卅
日
以
前
官
に
申
せ
︒）

　以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
︑
早
川
庄
八
氏（

22
）

は
︑
少
な
く
と
も
天
平
期
に
は
式
が

定
め
る
二
月
三
十
日
と
い
う
期
限
は
存
在
せ
ず
︑
国
司
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
ろ
︑
明
文
化
さ
れ
た
規
定
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ

た
︒
そ
し
て
延
喜
式
の
規
定
は
弘
仁
式
ま
で
遡
る
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い

る
︒
こ
の
早
川
説
に
対
し
て
は
︑
和
銅
五
年
以
前
に
成
立
し
た
民
部
省
式
に
既

に
二
月
三
十
日
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
岡
田
利
文
氏（

23
）

の
意
見

が
あ
る
︒

　ま
た
山
里
純
一
氏（

24
）

は
︑
期
限
は
当
初
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
天
平
年
間

の
段
階
で
は
十
分
守
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
と
さ
れ
て
い
る
︒

　一
方
山
本
氏
は
︑
表
1
の
と
お
り
年
内
進
上
が
四
例
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
着

目
し
︑
雑
令
公
廨
条
に
税
帳
の
法
的
根
拠
を
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
条
文

を
あ
げ
て
お
こ
う
︒

史
料
六

　雑
令
公
廨
条

凡
公
廨
雑
物
︑
皆
令
本
司
自
勾
録
︒
其
費
用
見
在
帳
︑
年
終
一
申
太
政
官
︒

随
至
勾
勘
︒

（
凡
そ
公
廨
の
雑
物
は
︑
皆
本
司
を
し
て
自
ら
勾
録
せ
し
め
よ
︒
其
の
費
用
見

在
帳
︑
年
終
に
一
た
び
太
政
官
に
申
せ
︒
至
る
に
随
ひ
て
勾
勘
せ
よ
︒）

山
本
氏
の
論
旨
は
複
雑
で
︑
大
宝
令
段
階
で
は
﹁
年
終
﹂
の
規
定
は
存
在
せ
ず
︑

民
部
省
式
で
初
め
て
制
定
さ
れ
︑
養
老
令
に
引
き
継
が
れ
︑
天
平
年
間
の
現
行

法
と
し
て
一
定
程
度
の
実
効
性
を
有
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

　税
帳
の
制
度
と
公
廨
条
の
関
連
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
も
か
つ
て
想
定
し
た
こ

と
が
あ
り（

25
）

︑
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
考
え
て
い
な
い
が
︑
し
か
し
︑
も
し
山
本

氏
の
想
定
ど
お
り
だ
と
し
た
ら
︑
天
平
年
間
に
こ
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
た
国

は
半
分
以
下
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
甚
だ
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
山
本

氏
は
十
二
月
末
日
ま
で
の
収
支
状
況
を
記
載
す
べ
き
税
帳
を
︑
年
度
内
に
完
成

表 1　税帳の進上年月日

年度／国 税帳記載の年月日
進上時
期区分
※

天平 2年／大倭 天平 2（730）/12/20 ○

天平 2年／尾張 天平 2（730）/12/－ ○

天平 2年／伊賀 天平 3（731）/02/07 ●

天平 2年／越前 天平 3（731）02/26 ●

天平 4年／隠岐 天平 5（733）/02/19 ●

天平 6年／尾張 天平 6（734）/12/24 ○

天平 6年／周防 天平 7（735）/07/03 ●

天平 9年／駿河 天平10（738）/02/18 ●

天平 9年／和泉 天平10（738）/04/05 ●

天平 10年／淡路 天平 10（738）/12/27 ○

※　○＝年内、●＝年外
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　こ
の
日
︑
誰
か
五
位
以
上
の
者
が
死
亡
し
た
と
い
う
事
実
は
確
認
で
き
な
い
︒

史
料
の
性
質
か
ら
い
っ
て
も
︑
即
日
弁
官
へ
申
送
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
も
の

と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
史
料
一
以
外
の
弁
官
申
送
記
事
は

全
て
例
外
な
く
弁
官
へ
の
申
送
を
命
じ
た
記
事
で
あ
り
︑
実
際
に
申
送
さ
れ
た

事
実
を
記
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
︒

　そ
う
で
あ
れ
ば
︑
史
料
一
も
ま
た
弁
官
へ
の
申
送
を
命
じ
た
記
事
で
あ
り
︑

大
租
数
文
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
語
る
記
事
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
穏
当
で

あ
ろ
う
︒
大
宝
二
年
二
月
に
税
文
が
提
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

確
認
し
て
お
き
た
い
︒

　も
し
大
宝
令
の
定
め
に
よ
っ
て
税
帳
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

れ
ば
︑
ま
さ
に
こ
の
大
宝
二
年
二
月
頃
ま
で
に
第
一
の
税
帳
が
提
出
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
実
際
に
大
宝
二
年
二
月
に
行
わ
れ
た
の
は
税
帳

の
作
成
命
令
の
発
付
で
あ
っ
た
︒
雑
令
公
廨
条
を
税
帳
作
成
の
根
拠
と
見
る
場

合
︑
既
に
前
年
︑
大
税
貯
置
と
同
時
に
庶
務
は
一
ら
新
令
に
依
れ
と
命
じ
て
お

き
な
が
ら
︑
わ
ず
か
一
年
も
し
な
い
う
ち
に
重
ね
て
命
令
し
た
こ
と
に
な
り
︑

状
況
を
理
解
し
難
い
︒
税
帳
作
成
は
あ
く
ま
で
も
大
宝
二
年
の
大
租
数
文
作
成

命
令
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
公
廨
条
に
よ
っ
て
自
動
的
に
作
成
開

始
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

　大
租
数
文
作
成
命
令
を
直
接
に
受
け
た
の
は
恐
ら
く
在
京
中
で
あ
っ
た
朝
集

使
で
あ
ろ
う
︒
当
時
︑
地
方
行
政
に
何
ら
か
の
改
革
を
行
う
場
合
︑
朝
集
使
に

対
し
て
告
知
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
っ
た（

19
）

︒
こ
の
時
に
税
文
以
下
の
作
成
方
法
に

つ
い
て
も
併
せ
て
伝
達
さ
れ
︑
前
年
度
に
あ
た
る
大
宝
元
年
か
ら
遡
っ
て
作
成

す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う（

20
）

︒

　
二

　税
帳
の
進
上
期
限
と
雑
令
公
廨
条

　大
宝
二
年
に
作
成
を
開
始
さ
れ
た
税
帳
で
あ
る
が
︑
そ
の
進
上
期
限
に
つ
い

て
は
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
本
節
で
は
︑
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ

た
い
︒

　現
存
す
る
税
帳
は
天
平
年
間
（
七
二
九
～
七
四
九
）
に
集
中
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
同
帳
に
記
さ
れ
た
進
上
月
日
が
表
1
に
示
し
た
と
お
り
バ
ラ
バ

ラ
で
あ
る（

21
）

と
い
う
事
実
は
︑
古
く
か
ら
税
帳
研
究
者
の
頭
を
悩
ま
せ
て
き
た
︒

税
帳
と
並
ん
で
重
要
な
公
文
と
さ
れ
た
計
帳
の
方
は
︑
厳
密
な
申
送
期
限
の
下

で
作
成
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
︑
税
帳
の
方
は
い
か
に
も
不
統
一
と
い
っ
た
有

様
で
︑
果
た
し
て
天
平
年
間
当
時
︑
税
帳
に
進
上
期
限
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か

と
い
う
点
が
議
論
を
呼
ん
だ
の
で
あ
る
︒

　税
帳
の
進
上
期
限
に
つ
い
て
は
︑﹃
延
喜
式
﹄
で
は
二
月
三
十
日
と
定
め
ら

れ
て
い
る
︒

史
料
五

　﹃延
喜
式
﹄
民
部
下

凡
進
正
税
帳
者
︑
皆
限
二
月
卅
日
以
前
︑
竝
申
送
官
︒
但
西
海
道
諸
国
并

嶋
︑
二
月
卅
日
以
前
送
太
宰
府
︒
府
以
加
覆
勘
︑
五
月
卅
日
以
前
申
官
︒
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（
凡
そ
正
税
帳
を
進
ら
む
に
は
︑
皆
二
月
卅
日
以
前
を
限
り
︑
竝
び
に
官
に
申

送
せ
よ
︒
但
し
西
海
道
諸
国
并
せ
て
嶋
は
︑
二
月
卅
日
以
前
太
宰
府
に
送
れ
︒

府
以
て
覆
勘
を
加
へ
︑
五
月
卅
日
以
前
官
に
申
せ
︒）

　以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
︑
早
川
庄
八
氏（

22
）

は
︑
少
な
く
と
も
天
平
期
に
は
式
が

定
め
る
二
月
三
十
日
と
い
う
期
限
は
存
在
せ
ず
︑
国
司
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
ろ
︑
明
文
化
さ
れ
た
規
定
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ

た
︒
そ
し
て
延
喜
式
の
規
定
は
弘
仁
式
ま
で
遡
る
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い

る
︒
こ
の
早
川
説
に
対
し
て
は
︑
和
銅
五
年
以
前
に
成
立
し
た
民
部
省
式
に
既

に
二
月
三
十
日
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
岡
田
利
文
氏（

23
）

の
意
見

が
あ
る
︒

　ま
た
山
里
純
一
氏（

24
）

は
︑
期
限
は
当
初
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
天
平
年
間

の
段
階
で
は
十
分
守
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
と
さ
れ
て
い
る
︒

　一
方
山
本
氏
は
︑
表
1
の
と
お
り
年
内
進
上
が
四
例
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
着

目
し
︑
雑
令
公
廨
条
に
税
帳
の
法
的
根
拠
を
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
条
文

を
あ
げ
て
お
こ
う
︒

史
料
六

　雑
令
公
廨
条

凡
公
廨
雑
物
︑
皆
令
本
司
自
勾
録
︒
其
費
用
見
在
帳
︑
年
終
一
申
太
政
官
︒

随
至
勾
勘
︒

（
凡
そ
公
廨
の
雑
物
は
︑
皆
本
司
を
し
て
自
ら
勾
録
せ
し
め
よ
︒
其
の
費
用
見

在
帳
︑
年
終
に
一
た
び
太
政
官
に
申
せ
︒
至
る
に
随
ひ
て
勾
勘
せ
よ
︒）

山
本
氏
の
論
旨
は
複
雑
で
︑
大
宝
令
段
階
で
は
﹁
年
終
﹂
の
規
定
は
存
在
せ
ず
︑

民
部
省
式
で
初
め
て
制
定
さ
れ
︑
養
老
令
に
引
き
継
が
れ
︑
天
平
年
間
の
現
行

法
と
し
て
一
定
程
度
の
実
効
性
を
有
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

　税
帳
の
制
度
と
公
廨
条
の
関
連
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
も
か
つ
て
想
定
し
た
こ

と
が
あ
り（

25
）

︑
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
考
え
て
い
な
い
が
︑
し
か
し
︑
も
し
山
本

氏
の
想
定
ど
お
り
だ
と
し
た
ら
︑
天
平
年
間
に
こ
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
た
国

は
半
分
以
下
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
甚
だ
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
山
本

氏
は
十
二
月
末
日
ま
で
の
収
支
状
況
を
記
載
す
べ
き
税
帳
を
︑
年
度
内
に
完
成

表 1　税帳の進上年月日

年度／国 税帳記載の年月日
進上時
期区分
※

天平 2年／大倭 天平 2（730）/12/20 ○

天平 2年／尾張 天平 2（730）/12/－ ○

天平 2年／伊賀 天平 3（731）/02/07 ●

天平 2年／越前 天平 3（731）02/26 ●

天平 4年／隠岐 天平 5（733）/02/19 ●

天平 6年／尾張 天平 6（734）/12/24 ○

天平 6年／周防 天平 7（735）/07/03 ●

天平 9年／駿河 天平10（738）/02/18 ●

天平 9年／和泉 天平10（738）/04/05 ●

天平 10年／淡路 天平 10（738）/12/27 ○

※　○＝年内、●＝年外
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（
二
）
税
帳
の
名
称
の
変
化

　同
様
の
変
化
は
︑
税
帳
の
名
称
に
お
い
て
も
起
こ
っ
て
い
る
︒
各
税
帳
の
縫

等
か
ら
︑
そ
こ
に
記
さ
れ
た
名
称
を
抜
き
出
し
た
の
が
表
3
で
あ
る
︒

　税
帳
の
名
称
と
し
て
﹁
大
税
帳
﹂
と
﹁
正
税
帳
﹂
の
二
種
が
あ
る
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
他
に
も
今
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
名
称

の
類
型
が
存
在
す
る
︒﹁
収
納
帳
﹂
と
﹁
目
録
帳
﹂
で
あ
る
︒

　﹁収
納
﹂
と
は
︑﹁
出
挙
﹂
と
対
を
な
す
用
語
で
︑
出
挙
し
て
貸
し
出
し
た
稲

を
回
収
し
て
納
め
る
こ
と
を
い
う
︒
我
々
が
一
般
に
税
帳
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
る
帳
簿
の
多
く
は
︑﹁
収
納
帳
﹂
と
し
て
作
成
さ
れ
た
帳
簿
だ
っ
た
の
で
あ

る
︒

　﹁収
納
帳
﹂
の
対
に
な
る
の
は
勿
論
﹁
出
挙
帳
﹂
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
﹁
出

挙
帳
﹂
が
実
在
し
た
こ
と
を
︑
我
々
は
既
に
早
川
庄
八
氏
の
研
究（

29
）

に
よ
っ
て

知
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
出
挙
の
実
施
状
況
を
中
央
に
報
告
す
る
た
め
の
公
文
で

あ
っ
た
︒
な
ら
ば
﹁
収
納
帳
﹂
は
収
納
に
よ
る
結
果
を
報
告
す
る
公
文
で
あ
ろ

う
︒
税
帳
と
い
え
ば
収
納
帳
で
︑
出
挙
帳
は
脇
役
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で

あ
る
が
︑
本
来
の
税
帳
は
︑
出
挙
帳
と
収
納
帳
と
い
う
二
つ
の
帳
簿
が
相
並
ん

で
形
作
る
シ
ン
プ
ル
な
体
系
の
公
文
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　と
こ
ろ
が
表
3
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
︑
あ
る
時
期
か
ら
全
く
別
類
型
の

名
称
が
出
現
す
る
︒﹁
目
録
帳
﹂
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
︒﹁
目
録
帳
﹂
と
は
︑

早
く
鎌
田
元
一
氏
の
計
帳
の
研
究（

30
）

で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
統
計
的
文

書
の
通
称
で
あ
る
︒

　﹁
収
納
帳
﹂
か
ら
﹁
目
録
帳
﹂
へ
の
変
化
は
何
を
示
す
か
︒﹁
収
納
帳
﹂
が

﹁
出
挙
帳
﹂
と
対
に
な
る
同
位
の
税
帳
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑﹁
目
録
帳
﹂
と
い

う
名
称
は
︑
当
該
帳
簿
が
﹁
出
挙
帳
﹂
よ
り
上
位
︑
税
帳
の
本
体
を
な
す
公
文

と
し
て
位
置
づ
け
直
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　そ
し
て
﹁
目
録
帳
﹂
の
初
見
は
表
3
で
確
認
で
き
る
と
お
り
天
平
六
年
︒
こ

の
年
に
実
施
さ
れ
た
官
稲
混
合
が
何
ら
か
の
形
で
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
い
が
ま
す
ま
す
強
ま
る
︒

（
三
）
官
稲
混
合
と
雑
用

　天
平
六
年
の
官
稲
混
合
と
は
︑
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
そ
れ
ま
で
正
税

表 3　税帳の名称

年度／国 名称 名称型※

天平 2年／紀伊 収納大税帳 ▼

天平 2年／尾張 収納大税帳 ▼

天平 2年／越前 大税帳 ◇

天平 4年／隠岐 正税収納帳 ▼

天平 6年／尾張 収納正税帳 ▼

天平 6年／周防 正税目録帳 ◎

天平 8年／薩摩 正税目録帳 ◎

天平 8年／摂津 正税目録帳 ◎

天平 9年／長門 収納大税目録帳 ▼＋◎

天平 9年／豊後 正税帳 ◇

天平 9年／駿河 正税目録帳 ◎

天平 9年／和泉 収納正税帳 ▼

天平 10 年／駿河 正税帳 ◇

天平 10 年／周防 正税帳 ◇

天平 10 年／筑後 正税目録帳 ◎

天平 11 年／伊豆 正税并神税帳 ◇

※　▼＝収納帳型、◎＝目録帳型、◇＝略称型
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す
る
こ
と
は
本
来
的
に
不
可
能

で
あ
っ
た
か
ら
︑
遵
守
さ
れ
な

い
こ
と
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
︑
そ
の
よ
う
な

元
々
不
合
理
な
規
定
を
わ
ざ
わ

ざ
令
文
を
修
正
し
て
ま
で
組
み

込
む
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
疑
問

が
浮
か
ぶ
︒
表
1
を
素
直
に
解

釈
す
る
な
ら
︑
明
文
規
定
な
し
と
さ
れ
た
早
川
説
に
も
な
お
一
定
の
理
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　ま
た
山
本
氏
は
税
帳
の
年
度
内
完
成
を
本
来
的
に
不
可
能
な
こ
と
と
さ
れ
る

が
︑
当
時
の
律
令
行
政
の
あ
り
方
と
し
て
︑
年
度
末
︑
月
末
ま
で
見
込
み
で
計

上
す
る
こ
と
は
ご
く
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り（

26
）

︑
こ
の
﹁
不
可
能
﹂

が
原
因
で
年
終
規
定
が
二
月
末
日
規
定
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
い
う
論
旨
も

根
拠
と
し
て
は
弱
い
︒

　進
上
期
限
の
変
更
は
︑
税
帳
制
度
の
変
化
と
大
き
な
関
わ
り
が
あ
り
︑
そ
の

変
化
は
天
平
六
年
（
七
三
四
）
の
官
稲
混
合
を
画
期
と
し
て
起
こ
っ
た
と
筆
者

は
考
え
て
い
る
︒
以
下
節
を
改
め
て
詳
し
く
論
じ
て
い
き
た
い
︒

　
三

　税
帳
制
度
の
変
化
―
―
天
平
六
年
官
稲
混
合
に
関
し
て

（
一
）
税
帳
使
の
変
化

　天
平
六
年
を
境
と
し
て
︑
税
帳
使
の
官
職
に
変
化
が
現
れ
る
︒
表
2
は
現
存

税
帳
を
そ
れ
ぞ
れ
付
さ
れ
た
税
帳
使
の
官
職
一
覧
で
あ
る
︒
天
平
六
年
度
周
防

国
の
税
帳
に
つ
い
て
は
︑
翌
年
七
月
と
い
う
極
め
て
異
例
な
時
期
に
提
出
さ
れ

て
お
り
︑
特
殊
な
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
例
外
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

な
ら
ば
︑
天
平
六
年
よ
り
前
の
税
帳
使
は
全
て
史
生
で
あ
り
︑
天
平
六
年
度
以

降
の
税
帳
使
は
全
て
長
官
が
あ
た
っ
て
い
る
と
い
う
明
確
な
差
違
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
︒﹃
万
葉
集（

27
）

﹄
で
は
天
平
十
八
年
度
の
守
︑
天
平
勝
宝
二
年
度
の

掾
︑
天
平
十
年
度
駿
河
国
正
税
帳（

28
）

に
は
﹁
天
平
七
年
正
税
帳
使
﹂
の
目
が
見
え

て
い
る
が
︑
い
ず
れ
も
四
等
官
以
上
で
あ
る
︒

　つ
ま
り
︑
天
平
六
年
よ
り
前
に
は
国
司
に
準
じ
る
存
在
に
過
ぎ
な
い
史
生
を

使
者
に
立
て
て
も
許
容
さ
れ
て
い
た
の
に
︑
突
然
︑
国
司
四
等
官
の
誰
か
（
理

想
と
し
て
は
長
官
）
が
税
帳
使
と
し
て
上
京
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
︒
こ
の
事
実
は
︑
税
帳
使
の
責
任
が
従
来
よ
り
も
格
段
に
重
く
な
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
︑
天
平
六
年
に
税
帳
及
び
税
帳
使
の
制
度
に

大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
何
ら
か
の
改
革
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
し

て
い
る
︒

表 2　税帳使一覧

年度／国 税帳使の官職

天平 2年／伊賀 史生

天平 2年／越前 史生

天平 4年／隠岐 史生

天平 6年／尾張 守

天平 6年／周防 史生

天平 9年／和泉 正

天平 9年／駿河 守
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（
二
）
税
帳
の
名
称
の
変
化

　同
様
の
変
化
は
︑
税
帳
の
名
称
に
お
い
て
も
起
こ
っ
て
い
る
︒
各
税
帳
の
縫

等
か
ら
︑
そ
こ
に
記
さ
れ
た
名
称
を
抜
き
出
し
た
の
が
表
3
で
あ
る
︒

　税
帳
の
名
称
と
し
て
﹁
大
税
帳
﹂
と
﹁
正
税
帳
﹂
の
二
種
が
あ
る
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
他
に
も
今
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
名
称

の
類
型
が
存
在
す
る
︒﹁
収
納
帳
﹂
と
﹁
目
録
帳
﹂
で
あ
る
︒

　﹁収
納
﹂
と
は
︑﹁
出
挙
﹂
と
対
を
な
す
用
語
で
︑
出
挙
し
て
貸
し
出
し
た
稲

を
回
収
し
て
納
め
る
こ
と
を
い
う
︒
我
々
が
一
般
に
税
帳
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
る
帳
簿
の
多
く
は
︑﹁
収
納
帳
﹂
と
し
て
作
成
さ
れ
た
帳
簿
だ
っ
た
の
で
あ

る
︒

　﹁収
納
帳
﹂
の
対
に
な
る
の
は
勿
論
﹁
出
挙
帳
﹂
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
﹁
出

挙
帳
﹂
が
実
在
し
た
こ
と
を
︑
我
々
は
既
に
早
川
庄
八
氏
の
研
究（

29
）

に
よ
っ
て

知
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
出
挙
の
実
施
状
況
を
中
央
に
報
告
す
る
た
め
の
公
文
で

あ
っ
た
︒
な
ら
ば
﹁
収
納
帳
﹂
は
収
納
に
よ
る
結
果
を
報
告
す
る
公
文
で
あ
ろ

う
︒
税
帳
と
い
え
ば
収
納
帳
で
︑
出
挙
帳
は
脇
役
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で

あ
る
が
︑
本
来
の
税
帳
は
︑
出
挙
帳
と
収
納
帳
と
い
う
二
つ
の
帳
簿
が
相
並
ん

で
形
作
る
シ
ン
プ
ル
な
体
系
の
公
文
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　と
こ
ろ
が
表
3
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
︑
あ
る
時
期
か
ら
全
く
別
類
型
の

名
称
が
出
現
す
る
︒﹁
目
録
帳
﹂
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
︒﹁
目
録
帳
﹂
と
は
︑

早
く
鎌
田
元
一
氏
の
計
帳
の
研
究（

30
）

で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
統
計
的
文

書
の
通
称
で
あ
る
︒

　﹁
収
納
帳
﹂
か
ら
﹁
目
録
帳
﹂
へ
の
変
化
は
何
を
示
す
か
︒﹁
収
納
帳
﹂
が

﹁
出
挙
帳
﹂
と
対
に
な
る
同
位
の
税
帳
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑﹁
目
録
帳
﹂
と
い

う
名
称
は
︑
当
該
帳
簿
が
﹁
出
挙
帳
﹂
よ
り
上
位
︑
税
帳
の
本
体
を
な
す
公
文

と
し
て
位
置
づ
け
直
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　そ
し
て
﹁
目
録
帳
﹂
の
初
見
は
表
3
で
確
認
で
き
る
と
お
り
天
平
六
年
︒
こ

の
年
に
実
施
さ
れ
た
官
稲
混
合
が
何
ら
か
の
形
で
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
い
が
ま
す
ま
す
強
ま
る
︒

（
三
）
官
稲
混
合
と
雑
用

　天
平
六
年
の
官
稲
混
合
と
は
︑
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
そ
れ
ま
で
正
税

表 3　税帳の名称

年度／国 名称 名称型※

天平 2年／紀伊 収納大税帳 ▼

天平 2年／尾張 収納大税帳 ▼

天平 2年／越前 大税帳 ◇

天平 4年／隠岐 正税収納帳 ▼

天平 6年／尾張 収納正税帳 ▼

天平 6年／周防 正税目録帳 ◎

天平 8年／薩摩 正税目録帳 ◎

天平 8年／摂津 正税目録帳 ◎

天平 9年／長門 収納大税目録帳 ▼＋◎

天平 9年／豊後 正税帳 ◇

天平 9年／駿河 正税目録帳 ◎

天平 9年／和泉 収納正税帳 ▼

天平 10 年／駿河 正税帳 ◇

天平 10 年／周防 正税帳 ◇

天平 10 年／筑後 正税目録帳 ◎

天平 11 年／伊豆 正税并神税帳 ◇

※　▼＝収納帳型、◎＝目録帳型、◇＝略称型
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四
種
の
雑
用
記
載
が
見
え
る
が
︑
前
二
者
と
後
二
者
は
出
挙
記
載
を
挟
ん
で
分

断
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
天
平
六
年
度
の
税
帳
で
は
番
匠
の
粮
料
︑
年

料
舂
白
米
︑
送
斎
宮
の
料
い
ず
れ
も
一
連
の
雑
用
記
載
部
分
に
ま
と
め
て
載
せ

ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
天
平
二
年
の
時
点
で
は
︑
ま
る
で
倉
札
の
よ
う
に
雑

用
が
時
系
列
式
で
記
さ
れ
て
い
た
税
帳
が
︑
天
平
三
年
～
六
年
の
間
に
︑
雑
用

記
載
を
別
立
て
で
記
載
す
る
書
式
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の

で
あ
る
︒

　こ
の
よ
う
な
書
式
変
更
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
︑
よ
り
厳
密
に
雑
用
記
載
を

チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
窺
え
る
︒
時
期
的
に
考
え
て
も
︑
天
平
六
年

官
稲
混
合
の
結
果
と
し
て
の
書
式
変
化
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒

（
四
）
官
稲
混
合
と
税
帳

　か
つ
て
正
税
の
﹁
蓄
積
﹂
機
能
と
雑
色
官
稲
の
﹁
雑
用
﹂
機
能
と
い
う
対
照

的
な
姿
を
明
快
に
論
証
さ
れ
た
薗
田
香
融
氏
は
︑
官
稲
混
合
に
つ
い
て
︑
宮
廷

の
奢
侈
に
よ
り
ま
か
な
い
き
れ
な
く
な
っ
た
﹁
雑
用
﹂
が
﹁
蓄
積
﹂
へ
の
蚕
食

を
開
始
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
た（

32
）

︒
確
か
に
結
果
的
に
は
そ
の
よ
う
な
面
を
持

つ
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
︒

　た
だ
︑
天
平
年
間
の
税
帳
か
ら
窺
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
︑
官
稲
混
合
を
実

施
し
た
政
府
の
意
図
は
︑
地
方
財
政
︑
具
体
的
に
は
税
帳
雑
用
記
載
へ
の
監
督

強
化
と
評
価
す
べ
き
面
が
強
い
︒
税
帳
は
単
な
る
収
納
帳
か
ら
目
録
帳
へ
と
名

称
を
変
え
︑
そ
れ
を
進
上
す
る
使
者
に
は
四
等
官
を
も
っ
て
あ
て
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
雑
用
記
載
の
書
式
に
も
変
化
が
見
え
る
︒

　以
上
の
事
実
か
ら
考
え
れ
ば
︑
先
に
結
論
を
保
留
し
た
税
帳
の
進
上
期
限
に

か
か
る
問
題
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

　つ
ま
り
︑
天
平
六
年
以
前
は
︑
雑
用
を
年
末
ま
で
見
込
み
で
計
上
す
る
こ
と

も
許
容
さ
れ
て
い
た
が
︑
官
稲
混
合
以
後
︑
雑
用
を
厳
密
に
実
績
で
報
告
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
ま
た
税
帳
そ
の
も
の
に
対
す
る
勘
会
も
厳

し
く
な
っ
た
結
果
︑
進
上
期
限
を
翌
年
二
月
末
と
す
る
規
定
が
誕
生
し
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
二
月
末
規
定
の
成
立
時
期
は
直
接
の
史
料
が
な
い
た
め

確
定
困
難
で
あ
る
が
︑
天
平
六
年
か
ら
さ
ほ
ど
時
を
隔
て
ず
に
成
立
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　そ
れ
で
は
そ
れ
以
前
︑
天
平
初
年
頃
ま
で
の
段
階
に
お
け
る
税
帳
進
上
期
限

は
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
断
案
は
得
な
い
が
︑
年
末
と

翌
年
二
月
末
と
い
う
二
つ
の
期
限
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
︒
表
1
の
と
お
り
︑
天
平
期
の
正
税
帳
を
通
覧
す
れ
ば
︑
こ
の
二
時
期
を

意
識
し
た
と
覚
し
き
も
の
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
る
︒
雑
用
を
年
末
ま

で
見
込
み
で
計
上
し
て
も
差
し
支
え
な
い
国
に
は
前
者
︑
全
て
の
雑
用
を
実
績

で
正
確
に
計
上
す
る
必
要
が
あ
る
国
に
は
後
者
が
適
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒
前
者
の
規
定
の
形
成
に
あ
た
っ
て
は
︑
雑
令
公
廨
条
が
影
響
を

与
え
た
可
能
性
も
勿
論
あ
る
︒

　た
だ
︑
税
帳
を
作
成
す
る
現
場
の
地
方
官
人
た
ち
が
最
も
気
を
配
っ
て
い
た

の
は
︑
今
ま
で
ど
の
公
文
を
い
つ
作
成
・
進
上
し
て
き
た
か
と
い
う
先
例
（
国
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と
は
別
に
出
挙
・
運
用
さ
れ
て
い
た
郡
稲
以
下
の
雑
色
官
稲
を
正
税
に
混
合
︑

一
本
化
し
て
管
理
す
る
こ
と
と
し
た
措
置
の
こ
と
で
あ
る
︒

史
料
七

　﹃続
日
本
紀
﹄
天
平
六
年
正
月
庚
辰
（
十
八
）
条

勅
︑
令
諸
国
雑
色
官
稲
︑
除
駅
起
稲
以
外
︑
悉
混
合
正
税
︒

（
勅
せ
ら
く
︑
諸
国
を
し
て
雑
色
官
稲
︑
駅
起
稲
を
除
く
以
外
︑
悉
く
正
税
に

混
合
せ
し
む
︒）

　官
稲
混
合
以
前
の
正
税
の
使
途
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
︒
国
や
郡
な
ど
現

地
の
行
政
組
織
を
支
え
る
た
め
の
財
源
で
は
な
く
︑
中
央
︑
ひ
い
て
は
王
権
の

た
め
の
財
源
と
し
て
の
性
格
が
強
い
︒
そ
し
て
こ
う
し
た
限
定
さ
れ
た
使
途
を

除
い
て
は
︑
蓄
積
さ
れ
る
の
が
基
本
な
の
で
あ
る
︒

　こ
れ
に
対
し
て
雑
色
官
稲
は
蓄
積
で
は
な
く
︑
雑
用
に
充
て
る
た
め
に
あ
る
︒

主
な
収
入
は
出
挙
に
よ
る
利
稲
で
あ
り
︑
運
用
と
支
出
に
よ
っ
て
活
発
に
回
転

さ
れ
る
財
源
で
あ
っ
た（

31
）

︒

　雑
色
官
稲
を
吸
収
し
た
正
税
は
︑
そ
れ
ま
で
雑
色
官
稲
が
支
え
て
い
た
雑
用

も
担
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
官
稲
混
合
以
前
の
税
帳
に
お
い
て
は
例
外
的

で
あ
っ
た
雑
用
記
載
が
︑
官
稲
混
合
以
後
は
例
外
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
︒

　官
稲
混
合
を
境
と
し
て
︑
税
帳
に
お
け
る
雑
用
記
載
の
書
式
が
は
っ
き
り
変

化
し
て
い
る
国
が
あ
る
︒
天
平
二
年
度
の
尾
張
国
税
帳
は
次
の
よ
う
な
書
式
を

と
っ
て
い
た
（
原
文
で
大
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
数
値
は
便
宜
上
簡
体
に
置
き
換
え

る
）︒山

田
郡

天
平
元
年
定
大
税
穀
二
万
八
千
二
百
六
十
四
斛
一
斗
五
升

穎
稲
三
万
九
千
五
十
九
束
六
把
八
分

　雑
用
八
百
二
十
三
束
五
把
五
分

　
　
　二
番
匠
丁
粮
料
三
百
六
十
八
束

　
　
　依
民
部
省
符
割
充
皇
后
宮
職
封
戸
租
料
四
百
五
十
五
束
五
把
五
分

　遺
三
万
八
千
二
百
三
十
六
束
一
把
三
分

　
　
　出
挙
六
千
六
百
八
十
四
束

　
　
　
　正
身
死
亡
四
人

　免
税
一
百
七
十
二
束

　
　
　
　定
納
本
六
千
五
百
一
十
二
束

　
　
　
　
　利
三
千
二
百
五
十
六
束

　
　
　
　合
九
千
七
百
六
十
八
束

　
　
　
　雑
用
三
千
三
百
束

　
　
　
　
　年
料
舂
税
二
千
六
百
束

　
　
　
　
　依
民
部
省
符
送
斎
宮
七
百
束

　
　
　
　遺
六
千
四
百
六
十
八
束

　
　
　古
稲
三
万
一
千
五
百
五
十
二
束
一
把
三
分

こ
こ
に
は
二
番
匠
丁
粮
料
︑
皇
后
宮
職
封
戸
租
料
︑
年
料
舂
税
︑
送
斎
宮
の
料
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四
種
の
雑
用
記
載
が
見
え
る
が
︑
前
二
者
と
後
二
者
は
出
挙
記
載
を
挟
ん
で
分

断
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
天
平
六
年
度
の
税
帳
で
は
番
匠
の
粮
料
︑
年

料
舂
白
米
︑
送
斎
宮
の
料
い
ず
れ
も
一
連
の
雑
用
記
載
部
分
に
ま
と
め
て
載
せ

ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
天
平
二
年
の
時
点
で
は
︑
ま
る
で
倉
札
の
よ
う
に
雑

用
が
時
系
列
式
で
記
さ
れ
て
い
た
税
帳
が
︑
天
平
三
年
～
六
年
の
間
に
︑
雑
用

記
載
を
別
立
て
で
記
載
す
る
書
式
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の

で
あ
る
︒

　こ
の
よ
う
な
書
式
変
更
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
︑
よ
り
厳
密
に
雑
用
記
載
を

チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
窺
え
る
︒
時
期
的
に
考
え
て
も
︑
天
平
六
年

官
稲
混
合
の
結
果
と
し
て
の
書
式
変
化
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒

（
四
）
官
稲
混
合
と
税
帳

　か
つ
て
正
税
の
﹁
蓄
積
﹂
機
能
と
雑
色
官
稲
の
﹁
雑
用
﹂
機
能
と
い
う
対
照

的
な
姿
を
明
快
に
論
証
さ
れ
た
薗
田
香
融
氏
は
︑
官
稲
混
合
に
つ
い
て
︑
宮
廷

の
奢
侈
に
よ
り
ま
か
な
い
き
れ
な
く
な
っ
た
﹁
雑
用
﹂
が
﹁
蓄
積
﹂
へ
の
蚕
食

を
開
始
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
た（

32
）

︒
確
か
に
結
果
的
に
は
そ
の
よ
う
な
面
を
持

つ
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
︒

　た
だ
︑
天
平
年
間
の
税
帳
か
ら
窺
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
︑
官
稲
混
合
を
実

施
し
た
政
府
の
意
図
は
︑
地
方
財
政
︑
具
体
的
に
は
税
帳
雑
用
記
載
へ
の
監
督

強
化
と
評
価
す
べ
き
面
が
強
い
︒
税
帳
は
単
な
る
収
納
帳
か
ら
目
録
帳
へ
と
名

称
を
変
え
︑
そ
れ
を
進
上
す
る
使
者
に
は
四
等
官
を
も
っ
て
あ
て
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
雑
用
記
載
の
書
式
に
も
変
化
が
見
え
る
︒

　以
上
の
事
実
か
ら
考
え
れ
ば
︑
先
に
結
論
を
保
留
し
た
税
帳
の
進
上
期
限
に

か
か
る
問
題
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

　つ
ま
り
︑
天
平
六
年
以
前
は
︑
雑
用
を
年
末
ま
で
見
込
み
で
計
上
す
る
こ
と

も
許
容
さ
れ
て
い
た
が
︑
官
稲
混
合
以
後
︑
雑
用
を
厳
密
に
実
績
で
報
告
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
ま
た
税
帳
そ
の
も
の
に
対
す
る
勘
会
も
厳

し
く
な
っ
た
結
果
︑
進
上
期
限
を
翌
年
二
月
末
と
す
る
規
定
が
誕
生
し
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
二
月
末
規
定
の
成
立
時
期
は
直
接
の
史
料
が
な
い
た
め

確
定
困
難
で
あ
る
が
︑
天
平
六
年
か
ら
さ
ほ
ど
時
を
隔
て
ず
に
成
立
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　そ
れ
で
は
そ
れ
以
前
︑
天
平
初
年
頃
ま
で
の
段
階
に
お
け
る
税
帳
進
上
期
限

は
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
断
案
は
得
な
い
が
︑
年
末
と

翌
年
二
月
末
と
い
う
二
つ
の
期
限
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
︒
表
1
の
と
お
り
︑
天
平
期
の
正
税
帳
を
通
覧
す
れ
ば
︑
こ
の
二
時
期
を

意
識
し
た
と
覚
し
き
も
の
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
る
︒
雑
用
を
年
末
ま

で
見
込
み
で
計
上
し
て
も
差
し
支
え
な
い
国
に
は
前
者
︑
全
て
の
雑
用
を
実
績

で
正
確
に
計
上
す
る
必
要
が
あ
る
国
に
は
後
者
が
適
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒
前
者
の
規
定
の
形
成
に
あ
た
っ
て
は
︑
雑
令
公
廨
条
が
影
響
を

与
え
た
可
能
性
も
勿
論
あ
る
︒

　た
だ
︑
税
帳
を
作
成
す
る
現
場
の
地
方
官
人
た
ち
が
最
も
気
を
配
っ
て
い
た

の
は
︑
今
ま
で
ど
の
公
文
を
い
つ
作
成
・
進
上
し
て
き
た
か
と
い
う
先
例
（
国
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初
出
一
九
二
七
年
︑
二
〇
五
～
二
〇
七
頁
︒

（
5
）  

薗
田
香
融
﹁
隠
岐
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
︱
特
に
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
に

つ
い
て
﹂
同
﹃
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑
一
九
八
一
年
︑
初
出
一
九
五
七
年
︒

（
6
）  

新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
続
日
本
紀
二
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑
五
五
九
頁
（
黛

弘
道
・
笹
山
晴
生
執
筆
担
当
部
）︒

（
7
）  

川
原
秀
夫
﹁
官
稲
混
合
と
税
帳
書
式
﹂﹃
国
史
学
﹄
一
七
五
︑ 

二
〇
〇
二
年
︒

（
8
）  

山
里
純
一
﹁
大
税
と
郡
稲
の
成
立
﹂
同
﹃
律
令
地
方
財
政
史
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
九
一
年
︑
初
出
一
九
八
二
年
︑
一
八
頁
な
ど
︒

（
9
）  

鎌
田
元
一
﹁
公
田
賃
租
制
の
成
立
﹂
同
﹃
律
令
公
民
制
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
〇
一

年
︑
初
出
一
九
七
三
年
︑
五
七
四
～
五
七
五
頁
︒

（
10
）  

岡
田
利
文
﹁
税
帳
制
度
成
立
に
関
す
る
一
試
論
﹂﹃
ソ
ー
シ
ア
ル
・
リ
サ
ー
チ
﹄
九
︑ 

一
九
八
一
年
︑
二
三
～
四
五
頁
︒

（
11
）  

山
本
祥
隆
﹁
税
帳
制
度
試
論
︱
︱
進
上
期
限
を
手
が
か
り
に
﹂
奈
良
文
化
財
研
究
所

創
立
60
周
年
記
念
論
文
集
﹃
文
化
財
論
叢
﹄
Ⅳ
︑
二
〇
一
二
年
︑
五
九
七
～
六
二
〇
頁
︒

（
12
）  

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
承
和
九
年
六
月
九
日
太
政
官
符
は
﹁
応
進
青
苗
簿
帳
事
﹂
と
い
う
事

書
き
を
持
つ
が
︑
青
苗
簿
作
成
の
開
始
は
︑
当
該
官
符
中
に
霊
亀
三
年
と
明
記
さ
れ
て

い
る
︒

（
13
）  

村
尾
次
郎
﹃
律
令
財
政
史
の
研
究

　増
訂
版
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
四
年
︑

二
一
三
～
二
一
四
頁
︑
黛
弘
道
﹁
国
司
制
の
成
立
﹂
大
坂
歴
史
学
会
編
﹃
律
令
国
家
の

基
礎
構
造
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
〇
年
︑
一
一
一
頁
︑
一
四
一
～
一
四
二
頁
︒

（
14
）  

渡
辺
晃
宏
﹁
平
安
時
代
の
不
動
穀
﹂﹃
史
学
雑
誌
﹄
九
十
八
︱
十
二
︑ 

一
九
八
九
年
︒

（
15
）  

不
動
倉
別
定
の
記
事
が
正
史
で
あ
る
﹃
続
日
本
紀
﹄
に
は
見
え
ず
︑﹃
延
暦
交
替
式
﹄

に
残
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
の
意
味
も
︑
こ
の
際
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
︒

（
16
）  

薗
田
香
融
﹁
隠
岐
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
︱
特
に
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
に

つ
い
て
﹂（
前
掲
）︒

（
17
）  

た
と
え
ば
︑﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

　続
日
本
紀
一
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
九
年
︑

五
三
頁
︒

（
18
）  

大
宝
二
年
九
月
戊
寅
条
︑
和
銅
二
年
十
月
甲
申
条
︑
和
銅
四
年
閏
六
月
丙
午
条
︑
和

銅
五
年
五
月
丙
申
条
︑
和
銅
六
年
十
一
月
丙
子
条
︑
天
平
元
年
（
神
亀
六
年
）
五
月
庚

戌
条
︒

（
19
）  

た
と
え
ば
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
五
年
四
月
辛
丑
条
︒

（
20
）  

﹃
類
聚
国
史
﹄
巻
八
十

　政
理
二

　雑
公
文

　弘
仁
十
年
十
月
甲
子
条
﹁
民
部
省
言
︑

主
税
寮
公
文
︑
自
大
宝
元
年
至
大
同
三
年
︑
紛
失
凡
八
千
七
十
一
巻
︒
伏
請
︑
自
大
同

四
年
至
弘
仁
七
年
︑
八
十
七
巻
︑
前
官
出
料
︑
後
官
写
填
︒
自
大
同
三
年
以
往
︑
一
従

免
除
︒
許
之
︒﹂

（
21
）  

天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
四
月
二
十
六
日
︑
越
中
掾
大
伴
池
主
の
館
で
﹁
税
帳
使
﹂

守
大
伴
家
持
の
餞
の
宴
（﹃
万
葉
集
﹄
巻
十
七
ノ
三
九
九
五
）
が
︑
天
平
勝
宝
三
年

（
七
五
一
）
二
月
二
日
に
は
越
中
守
大
伴
家
持
の
館
で
﹁
正
税
帳
﹂
を
持
っ
て
京
に
向
か

お
う
と
す
る
掾
久
米
広
縄
の
た
め
の
宴
（﹃
万
葉
集
﹄
巻
十
九
ノ
四
二
三
八
）
が
開
か
れ

て
い
る
︒
こ
れ
ら
も
税
帳
申
送
時
期
を
示
す
実
例
と
し
て
加
え
て
も
よ
か
ろ
う
︒

（
22
）  

早
川
庄
八
﹁
所
謂
﹁
伊
予
国
正
税
帳
﹂
に
つ
い
て
﹂
同
﹃
日
本
古
代
の
文
書
と
典
籍
﹄

吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
七
年
︑
初
出
一
九
六
二
年
︑
二
八
七
～
二
八
八
頁
︒

（
23
）  

岡
田
利
文
﹁
税
帳
の
提
出
期
限
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
川
内
古
代
史
論
集
﹄
二
︑ 

一
九
八
二

年
︒

（
24
）  

山
里
純
一
﹁
天
平
期
正
税
帳
総
説
﹂
林
陸
朗
・
鈴
木
靖
民
編
﹃
復
元
天
平
諸
国
正
税

帳
﹄
現
代
思
潮
社
︑
一
九
八
五
年
︑
二
八
一
頁
︒

（
25
）  

二
〇
一
〇
年
︑
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
提
出
の
修
士
論
文
﹁
四
度
使
成
立
の

意
義
﹂︒

（
26
）  

山
田
英
雄
﹁
奈
良
時
代
に
お
け
る
上
日
と
禄
﹂﹃
日
本
古
代
史
攷
﹄
岩
波
書
店
︑

一
九
八
七
年
︑
初
出
一
九
六
二
年
︑
二
八
五
頁
︒

（
27
）  

註
21
参
照
︒

（
28
）  

﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
二
︑ 

一
二
三
頁
︒

（
29
）  

早
川
庄
八
﹁
所
謂
﹁
伊
予
国
正
税
帳
﹂
に
つ
い
て
﹂（
前
掲
）︒
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例
）
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
恐
ら
く
大
宝
二
年
以
後
い
つ
か
の
時
点

で
十
二
月
ま
た
は
翌
年
二
月
末
と
い
う
二
つ
の
進
上
期
限
が
形
成
さ
れ
︑
そ
の

後
は
天
平
六
年
頃
ま
で
︑
各
国
ご
と
に
先
例
に
従
っ
て
粛
々
と
税
帳
を
作
成
し

て
い
た
︑
そ
れ
が
実
態
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

　
お
わ
り
に

　以
上
︑
税
帳
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
︒
最
後
に
結
論
を
箇
条

書
き
に
し
て
お
き
た
い
︒

（
1
）
大
宝
元
年
︑
国
司
に
大
税
貯
置
の
職
務
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
︑

大
宝
二
年
に
大
租
数
文
の
進
上
が
命
じ
ら
れ
た
︒
こ
れ
こ
そ
︑
税
帳
制
度
の
開

始
で
あ
る
︒
当
時
の
税
帳
は
雑
用
記
載
を
少
な
く
と
も
主
要
な
機
能
と
し
て
は

備
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
貯
積
を
属
性
と
す
る
正
税
の
帳

簿
で
あ
る
た
め
で
あ
り
︑
制
度
的
な
未
熟
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
︒

（
2
）
天
平
六
年
以
前
の
税
帳
は
出
挙
帳
に
対
す
る
収
納
帳
で
あ
り
︑
使
者
に

は
史
生
の
よ
う
な
准
国
司
が
立
つ
こ
と
も
許
容
さ
れ
て
い
た
︒

（
3
）
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
を
境
に
︑
税
帳
使
に
は
国
司
四
等
官
が
立
つ
べ

き
も
の
と
さ
れ
︑
厳
密
な
雑
用
記
載
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

そ
の
結
果
︑
税
帳
進
上
の
年
度
内
期
限
は
廃
止
さ
れ
︑
翌
年
二
月
に
統
一
さ
れ

る
に
至
っ
た
︒

　天
平
六
年
の
官
稲
混
合
以
後
︑
税
帳
使
に
は
四
等
官
が
立
つ
べ
き
と
さ
れ
た

こ
と
は
︑
税
帳
使
の
成
立
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
︒
単
に
税
帳
を
進
上
し

て
く
る
使
者
と
い
う
意
味
で
の
税
帳
使
は
税
帳
成
立
と
同
時
に
成
立
し
た
と
い

え
る
が
︑
四
度
使
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
︑
他
の
群
小
諸
使
と
は
区
別
さ
れ
る
使

者
と
し
て
の
税
帳
使
は
︑
こ
れ
を
機
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
︒

　ま
た
︑
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
が
正
税
の
監
視
を
強
化
す
る
画
期
的
な
政
策

で
あ
っ
た
と
い
う
本
稿
の
結
論
か
ら
す
る
と
︑
何
故
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な

政
策
が
と
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
も
当
然
問
題
と
な
ろ
う
︒
こ
の
点
に
つ
い
て

は
今
後
の
課
題
と
し
て
明
記
す
る
と
と
も
に
︑
諸
賢
の
ご
教
示
を
仰
ぐ
次
第
で

あ
る
︒

註（
1
）  

従
来
大
税
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
︑
天
平
初
年
頃
を
境
に
正
税
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多

く
な
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

（
2
）  

坂
本
太
郎
﹁
正
倉
院
文
書
出
雲
国
計
会
帳
に
見
え
た
節
度
使
と
四
度
使
﹂﹃
坂
本
太
郎

著
作
集
第
七
巻

　律
令
制
度
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
九
年
︑
初
出
一
九
三
二
年
︑
早

川
庄
八
﹁
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳
の
研
究
﹂
同
﹃
日
本
古
代
の
文
書
と
典
籍
﹄
吉
川

弘
文
館
︑
一
九
九
七
年
︑
初
出
一
九
六
二
年
︒

（
3
）  

駅
起
稲
な
ど
︑
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
で
は
混
合
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
︑
天
平
十
一

年
に
な
っ
て
初
め
て
混
合
さ
れ
た
雑
色
官
稲
も
存
在
す
る
︒﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
十
一
年

（
七
三
九
）
六
月
戊
寅
（
十
七
）
条
︒

（
4
）  

澤
田
吾
一
﹃
復
刻

　奈
良
朝
時
代
民
政
經
濟
の
數
的
研
究
﹄
柏
書
房
︑
一
九
七
二
年
︑
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初
出
一
九
二
七
年
︑
二
〇
五
～
二
〇
七
頁
︒

（
5
）  
薗
田
香
融
﹁
隠
岐
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
︱
特
に
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
に

つ
い
て
﹂
同
﹃
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑
一
九
八
一
年
︑
初
出
一
九
五
七
年
︒

（
6
）  

新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
続
日
本
紀
二
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑
五
五
九
頁
（
黛

弘
道
・
笹
山
晴
生
執
筆
担
当
部
）︒

（
7
）  

川
原
秀
夫
﹁
官
稲
混
合
と
税
帳
書
式
﹂﹃
国
史
学
﹄
一
七
五
︑ 

二
〇
〇
二
年
︒

（
8
）  

山
里
純
一
﹁
大
税
と
郡
稲
の
成
立
﹂
同
﹃
律
令
地
方
財
政
史
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
九
一
年
︑
初
出
一
九
八
二
年
︑
一
八
頁
な
ど
︒

（
9
）  

鎌
田
元
一
﹁
公
田
賃
租
制
の
成
立
﹂
同
﹃
律
令
公
民
制
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
〇
一

年
︑
初
出
一
九
七
三
年
︑
五
七
四
～
五
七
五
頁
︒

（
10
）  

岡
田
利
文
﹁
税
帳
制
度
成
立
に
関
す
る
一
試
論
﹂﹃
ソ
ー
シ
ア
ル
・
リ
サ
ー
チ
﹄
九
︑ 

一
九
八
一
年
︑
二
三
～
四
五
頁
︒

（
11
）  

山
本
祥
隆
﹁
税
帳
制
度
試
論
︱
︱
進
上
期
限
を
手
が
か
り
に
﹂
奈
良
文
化
財
研
究
所

創
立
60
周
年
記
念
論
文
集
﹃
文
化
財
論
叢
﹄
Ⅳ
︑
二
〇
一
二
年
︑
五
九
七
～
六
二
〇
頁
︒

（
12
）  

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
承
和
九
年
六
月
九
日
太
政
官
符
は
﹁
応
進
青
苗
簿
帳
事
﹂
と
い
う
事

書
き
を
持
つ
が
︑
青
苗
簿
作
成
の
開
始
は
︑
当
該
官
符
中
に
霊
亀
三
年
と
明
記
さ
れ
て

い
る
︒

（
13
）  

村
尾
次
郎
﹃
律
令
財
政
史
の
研
究

　増
訂
版
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
四
年
︑

二
一
三
～
二
一
四
頁
︑
黛
弘
道
﹁
国
司
制
の
成
立
﹂
大
坂
歴
史
学
会
編
﹃
律
令
国
家
の

基
礎
構
造
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
〇
年
︑
一
一
一
頁
︑
一
四
一
～
一
四
二
頁
︒

（
14
）  

渡
辺
晃
宏
﹁
平
安
時
代
の
不
動
穀
﹂﹃
史
学
雑
誌
﹄
九
十
八
︱
十
二
︑ 

一
九
八
九
年
︒

（
15
）  

不
動
倉
別
定
の
記
事
が
正
史
で
あ
る
﹃
続
日
本
紀
﹄
に
は
見
え
ず
︑﹃
延
暦
交
替
式
﹄

に
残
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
の
意
味
も
︑
こ
の
際
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
︒

（
16
）  

薗
田
香
融
﹁
隠
岐
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
︱
特
に
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
に

つ
い
て
﹂（
前
掲
）︒

（
17
）  

た
と
え
ば
︑﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

　続
日
本
紀
一
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
九
年
︑

五
三
頁
︒

（
18
）  

大
宝
二
年
九
月
戊
寅
条
︑
和
銅
二
年
十
月
甲
申
条
︑
和
銅
四
年
閏
六
月
丙
午
条
︑
和

銅
五
年
五
月
丙
申
条
︑
和
銅
六
年
十
一
月
丙
子
条
︑
天
平
元
年
（
神
亀
六
年
）
五
月
庚

戌
条
︒

（
19
）  

た
と
え
ば
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
五
年
四
月
辛
丑
条
︒

（
20
）  

﹃
類
聚
国
史
﹄
巻
八
十

　政
理
二

　雑
公
文

　弘
仁
十
年
十
月
甲
子
条
﹁
民
部
省
言
︑

主
税
寮
公
文
︑
自
大
宝
元
年
至
大
同
三
年
︑
紛
失
凡
八
千
七
十
一
巻
︒
伏
請
︑
自
大
同

四
年
至
弘
仁
七
年
︑
八
十
七
巻
︑
前
官
出
料
︑
後
官
写
填
︒
自
大
同
三
年
以
往
︑
一
従

免
除
︒
許
之
︒﹂

（
21
）  

天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
四
月
二
十
六
日
︑
越
中
掾
大
伴
池
主
の
館
で
﹁
税
帳
使
﹂

守
大
伴
家
持
の
餞
の
宴
（﹃
万
葉
集
﹄
巻
十
七
ノ
三
九
九
五
）
が
︑
天
平
勝
宝
三
年

（
七
五
一
）
二
月
二
日
に
は
越
中
守
大
伴
家
持
の
館
で
﹁
正
税
帳
﹂
を
持
っ
て
京
に
向
か

お
う
と
す
る
掾
久
米
広
縄
の
た
め
の
宴
（﹃
万
葉
集
﹄
巻
十
九
ノ
四
二
三
八
）
が
開
か
れ

て
い
る
︒
こ
れ
ら
も
税
帳
申
送
時
期
を
示
す
実
例
と
し
て
加
え
て
も
よ
か
ろ
う
︒

（
22
）  

早
川
庄
八
﹁
所
謂
﹁
伊
予
国
正
税
帳
﹂
に
つ
い
て
﹂
同
﹃
日
本
古
代
の
文
書
と
典
籍
﹄

吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
七
年
︑
初
出
一
九
六
二
年
︑
二
八
七
～
二
八
八
頁
︒

（
23
）  

岡
田
利
文
﹁
税
帳
の
提
出
期
限
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
川
内
古
代
史
論
集
﹄
二
︑ 

一
九
八
二

年
︒

（
24
）  

山
里
純
一
﹁
天
平
期
正
税
帳
総
説
﹂
林
陸
朗
・
鈴
木
靖
民
編
﹃
復
元
天
平
諸
国
正
税

帳
﹄
現
代
思
潮
社
︑
一
九
八
五
年
︑
二
八
一
頁
︒

（
25
）  

二
〇
一
〇
年
︑
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
提
出
の
修
士
論
文
﹁
四
度
使
成
立
の

意
義
﹂︒

（
26
）  
山
田
英
雄
﹁
奈
良
時
代
に
お
け
る
上
日
と
禄
﹂﹃
日
本
古
代
史
攷
﹄
岩
波
書
店
︑

一
九
八
七
年
︑
初
出
一
九
六
二
年
︑
二
八
五
頁
︒

（
27
）  

註
21
参
照
︒

（
28
）  

﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
二
︑ 

一
二
三
頁
︒

（
29
）  

早
川
庄
八
﹁
所
謂
﹁
伊
予
国
正
税
帳
﹂
に
つ
い
て
﹂（
前
掲
）︒
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は
じ
め
に

　世
界
的
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
仏
像
で
あ
る
が
︑
そ
の
実
体
は
い
ま
だ
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
の
が
︑
日
本
の
最
も
代
表
的
な
仏
像
の
一
つ
で
あ
る

東
大
寺
大
仏
（
天
平
勝
宝
四
年
︹
七
五
二
︺
開
眼
︑
以
下
﹁
大
仏
﹂
と
略
す
）
で

あ
る
（
図
1
）︒
大
仏
が
い
ず
れ
の
仏
典
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い

て
は
︑
従
来
︑
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
三
つ
の
説
が
立
て
ら
れ
︑
現
在
で
も
議

論
が
続
い
て
い
る
︒

従
来
の
説
①
︑
大
仏
は
華
厳
教
主
像
（﹃
華
厳
経
﹄
に
依
拠
し
た
仏
像
）
で

あ
る（

1
）

︒

従
来
の
説
②
︑
梵
網
教
主
像
（﹃
梵
網
経
﹄
に
依
拠
し
た
仏
像
）
で
あ
る（

2
）

︒

従
来
の
説
③
︑
梵
網
と
華
厳
の
教
主
像
（
ど
ち
ら
に
も
依
拠
し
た
仏
像
）
で

あ
る（

3
）

︒

　以
上
で
﹁
お
お
よ
そ
﹂
と
い
う
の
は
︑
そ
の
議
論
に
お
い
て
理
念
的
に
（
あ

る
い
は
理
念
的
に
の
み
）
そ
う
で
あ
る
の
か
︑
意
匠
的
に
（
あ
る
い
は
意
匠
的
に

の
み
）
そ
う
で
あ
る
の
か
な
ど
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
︑
い
ず
れ
の
説
に

属
す
る
も
の
か
分
類
が
難
し
い
場
合
も
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑

い
ず
れ
に
せ
よ
﹃
華
厳
経
﹄
に
も
と
づ
く
華
厳
宗
の
大
本
山
東
大
寺
の
本
尊
で

あ
る
大
仏
が
︑
実
は
直
接
的
に
は
﹃
華
厳
経
﹄
で
は
な
く
﹃
梵
網
経
﹄
に
依
拠

す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
︑
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
が
問
題
に

な
っ
て
い
る
の
に
は
変
わ
り
は
な
い（

4
）

︒

　で
は
︑
以
上
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
と
い
え
ば
︑
筆
者
は
基
本
的
に
は
従
来

の
説
①
を
と
り
た
い
︒
た
だ
し
︑
正
確
に
は
︑
大
仏
は
六
十
華
厳
教
主
盧
舎
那

『
華
厳
経
』
の
宇
宙
論
と
東
大
寺
大
仏
の
意
匠
に
つ
い
て

外
村

　中

20

（
30
）  

鎌
田
元
一
﹁
計
帳
制
度
試
論
﹂
同
﹃
律
令
公
民
制
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
〇
一
年
︑

初
出
一
九
七
二
年
︑
三
四
六
頁
︒

（
31
）  
薗
田
香
融
﹁
隠
岐
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
︱
特
に
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
に

つ
い
て
﹂（
前
掲
）︒

（
32
）  

薗
田
香
融
﹁
隠
岐
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
︱
特
に
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
に

つ
い
て
﹂（
前
掲
）︑
二
一
〇
頁
︒

謝
辞　本

稿
執
筆
に
際
し
︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
﹁
日
本
的
時
空
観
の
形
成

（
研
究
代
表
者
：
吉
川
真
司
氏
︑
幹
事
：
倉
本
一
宏
氏
）﹂
に
か
か
る
研
究
会
（
二
〇
一
三
年

八
月
十
八
日
）
に
て
口
頭
発
表
の
機
会
を
頂
戴
し
︑
研
究
会
参
加
者
の
皆
様
に
多
く
の
貴
重

な
御
意
見
を
頂
き
ま
し
た
︒
こ
こ
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒


