
琉球大学学術リポジトリ

律令地方財政の一考察

言語: 

出版者: 琉球大学法文学部

公開日: 2010-02-16

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 山里, 純一, Yamazato, Junichi

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/15569URL



律
令
地
方
財
政
の

一
考
察

山

里

純

一

は
じ
め
に

律
令
国
家
が
農
民
に
賦
課
し
た
田
粗

･
調

･
庸

･
出
挙

･
雑
役
等
の
う
ち
､
田
租
と
出
挙
利
稲
は
､
主
と
し
て
諸
国
の
正
倉
に
収
納

さ
れ
､
地
方
財
源
と
し
て
国
衛
の
諸
経
費
に
充
て
ら
れ
､
調

･
庸
物

･
雑
篠
に
よ
る
貢
納
物
は
､
中
央
財
源
と
し
て
､
官
衛
費
や
宮
人

の
給
与
等
の
経
費
に
充
て
ら
れ
る
､
と
い
う
の
が
､
財
源
､
用
途
の
面
か
ら
み
た
律
令
財
政
の
構
造
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
中
央
と
地
方

と
い
う
財
政
組
織

(構
造
)
と
な
っ
た
の
は
､
財
源
と
な
る
物
資
の
軽
重
と
密
接
な
関
連
が
あ
り
､
軽
貨
は
中
央

へ
運
び
へ
重
貨
は
諸

国
に
留
め
置
-
と
い
う
､
当
時
の
輸
送
能
力
を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
O
=

し
か
し
な
が
ら
､
こ
れ
に

よ
っ
て
中
央
財
政
と
地
方
財
政
は
､
そ
れ
ぞ
れ
別
箇
に
独
立
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
地
方
経
費
は
国
衛
の

公
的
経
費
の
み
で
な
-
､
中
央
財
源
の
た
め
の
経
費
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
を
､
重
貨
と
軽
貨
に
便
宜

的
に
分
け
て
e!考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
｡

近
年
は
律
令
財
政
､
と
り
わ
け
中
央
財
政
研
究
に
お
い
て
､
新
し
い
研
究
視
角
に
よ
る
注
目
す
べ
き
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
O
榊
し

か
し
律
令
財
政
の
総
体
的
な
解
明
の
た
め
に
は
､
中
央
財
政

･
地
方
財
政
の
両
側
面
か
ら
の
追
求
､
検
討
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
地
方
財
政
の
研
究
の
立
ち
遅
れ
の
感
は
否
め
な
い
｡
そ
こ
で
近
年
の
経
費
論
の

動
向
に
導
か
れ
な
が
ら
､
中
央
財
政
と
地
方
財
政
の
有
機
的
関
連
を
示
唆
す
る
､
地
方
経
費
に
占
め
る
中
央
財
源
的
経
費
の
役
割
を
検
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討
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

一

軽
貨
と
地
方
経
費

H

交
易
雑
物

中
央
財
政
と
地
方
財
政
は
前
述
の
如
-
､
財
源
を

I
応
別
立
て
に
し
て
い
る
｡
し
か
し
当
初
か
ら
中
央
経
費
に
充
用
さ
れ
る
財
源
を

地
方
財
政
の
経
費
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
｡
そ
れ
は
す
で
に
大
宝
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
養
老
賦
役
令
の
条
文

こ
十か
､凡

諸
国
貢
物
者
､
皆

尽
二当
土
所
出
一｡
其
金
､
銀

･
珠

･
玉

･
皮

･
革

･
羽

･
毛

･
錦

･
厨

･
羅

･
穀

･
抽

･
綾

･
香

･
薬

･
彩
色

･

服
食

･
器
用

･
及
諸
珍
異
之
類
､
皆
准
レ布
為
レ価
､
以
二官
物
高

充
｡
不
毎

レ過
二五
十
端
l｡
其
所
レ送
之
物
'
但
令
ン無
二損
壊
磯
畢

而
巳
.
不
レ得
三過
レ事
修
理
､
以
致
二労
費
一｡

と
あ
り
､
ま
た

凡
土
毛
臨
時
応
レ用
者
､
並
准
=当
園
時
価
一､
々
用
二郡
稲
一｡

と
あ
る
｡
い
ず
れ
も

F令
集
解
)
の
同
文
の
古
記
に
よ
っ
て
大
宝
令
に
も
そ
の
規
定
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
､
前
者
の
場

合
は
大
宝
令
で
は

｢朝
集
使
貢
献
物
｣
と
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

さ
て
こ
れ
ら
は
諸
国
の
特
産
物
を
官
物
及
び
郡
稲
に
よ
っ
て
調
達
し
中
央

へ
進
上
せ
し
め
､
中
央
の
経
費
に
充
用
さ
れ
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
が
､
何
故
令
条
に
お
い
て
別
々
の
条
文
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
｡
賦
役
令
集
解
土
毛
条
の
穴
説

は
､
両
者
の
別
は
臨
時
と
尋
常
の
差
に
あ
る
と
し
て
い
る
が
､
岩
波
日
本
思
想
大
系

『律
令
｣
の
註
釈
で
は
こ
れ
を
と
ら
ず
､
そ
れ
ぞ

れ
の
系
譜
的
な
違
い
を
反
映
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
｡
貢
献
物
は

｢当
土
所
出
｣
の
物
と
し
て
代
表
的
な
品
目
を
掲
げ
て
い
る
が
､

土
毛
に
つ
い
て
古
記
は

｢謂
草
木
也
.
其
地
所
レ生
､
謂
二之
地
毛
].
当
国
所
レ出
､
皆
是
土
毛
耳
｣
と
述
べ
て
お
り
､
そ
の
趣
旨
は
ほ
と
ん
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ど
同
じ
と
み
て
よ
い
o
た
だ
貢
献
物
が
朝
集
侯
に
よ
っ
て
毎
年
貢
上
さ
れ
る
土
産
で
あ
る
仰
の
に
対
し
'
土
毛
は
令
条
に

｢臨
時
｣
と
明

記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
相
違
は
そ
れ
な
り
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
に
加
え
て
朝
集
使

(諸
国
)
貢
献
物
は

｢官
物
｣
を
､
土

毛
は

｢郡
稲
｣
を
用
い
る
と
し
て
財
源
の
相
違
を
明
確
に
し
て
い
る
点
も
看
過
で
き
な
い
｡
確
か
に
賦
役
令
集
解
貢
献
物
条
の
諸
説
は

ほ
ぼ

一
致
し
て

｢官
物
｣
を
郡
稲
で
あ
る
と
し
'
他
の
令
条
の
官
物
に
対
す
る
諸
説
も
だ
い
た
い
そ
の
傾
向
に
あ
る
O
し
か
し
中
に
は

正
税
と
解
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
､
ま
た
何
よ
り
も
令
文
に
お
い
て
あ
え
て
官
物
と
郡
稲
の
語
を
使
い
わ
け
て
い
る
点
は
､
本
来
両
者

が
別
財
源
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
従

っ
て
財
源
を
異
に
す
る
こ
と
も
両
者
が
別
条
を
な
す
も
う

一
つ
の

根
拠
と
な
る
｡
更
に
土
毛
条
が
唐
賦
役
令
の
租
の
雑
折
に
関
す
る
規
定
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
仰
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
､
貢
献
物
条
と

土
毛
条
を
単
な
る
系
譜
的
遺
制
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
無
理
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
､
そ
れ
は
や
は
り
､

地
方
財
政
経
費
の
恒
常
費
と
臨
時
費
と
の
違
い
に
も
と
づ
-
も
の
と
考
え
る
の
が
穏
当
と
思
わ
れ
､
穴
説
は

一
概
に
否
定
で
き
な
い
｡

令
文
に
は
明
記
さ
れ
な
い
が
､
こ
の
よ
う
に
同

1
内
容
の
経
費
に
対
し
て
恒
例
､
臨
時
に
よ
っ
て
支
出
財
源
を
異
に
し
た
と
思
わ
れ
る

例
と
し
て
仏
事
供
養
布
施
料
の
場
合
が
あ
る
｡
即
ち
天
平
六
年
尾
張
国
､
同
八
年
薩
摩
国
､
同
九
年
但
馬
国
､
和
泉
監
､
同
十
年
淡
路

国
､
駿
河
国
､
同
十

一
年
伊
豆
国
の
各
正
税
帳
に
は
､
正
月
十
四
日
の
恒
例
の
金
光
明
経
､
金
光
明
最
勝
王
経
の
読
講
会
に
お
け
る
供

養
料
の
経
費
が
み
え
る
が
､
天
平
四
年
越
前
国
郡
稲
帳
に

読
諦
金
光
明
経
捌
巻
'
金
光
明
最
勝
王
経
壱
拾
巻
､
斎
会
之
日
､
用
稲
参
=

㈱

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
､
こ
の
経
費
は
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
以
前
は
郡
稲
か
ら
充
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
と

こ

ろ
が
こ
の
恒
例
の
斎
会
の
外
に
､
天
平
六
年
尾
張
国
､
同
十

一
年
伊
豆
国
の
各
正
税
帳
に
よ
れ
ば
臨
時
の
斎
会
も
行
な
わ
れ
て
お
り
'

そ
れ
に
正
税
が
支
出
さ
れ
て
い
る
が
'
天
平
二
年
大
倭
国
正
税
帳
の
添
上
郡
の
記
載
に

｢依
十
二
月
九
日
太
政
官
符
､
請
受
戒
寺
仏
聖

僧
井
僧
三
躯
供
養
料
四
束
捌
把
､
布
施
布
三
端
､

l
段
直
七
十
束
｣
口
と
み
え
､
官
符
に
よ
る
臨
時
の
仏
事
供
養
､
布
施
料
に
は
､
天
平
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六
年
以
前
は
大
税
が
支
出
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
こ
れ
ら
諸
国
貢
献
物
は
そ
の
後
拡
充
さ
れ
交
易
雑
物
と
し
て
定
着
す
る
が
､
ま
ず
令
に
掲
げ
ら
れ
た
諸
国
貢
献
物
が
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
形
で
調
達
貢
上
さ
れ
た
か
を
み
て
お
こ
う
｡

皮
に
つ
い
て
は
天
平
期
正
税
帳
に
次
の
如
-
あ
る
｡

(天
平
六
年
尾
張
国
正
税

帳
)

進
上
交
易
鹿
皮
錬
拾
東

川腎
iAS･
直
稲
津
拾
束
㈱

(天
平
九
年
駿
河
国
正
税

帳)

御
履
皮
弐
張
直
稲
弐
伯
玖
拾
束

小難

酢

川+
鷲

(天
平
九
年
但
馬
国
正
税
帳
)

御
履
牛
皮
弐
張
充
直
稲
壱
伯
玖
拾
車

軸

揮
誓

(天
平
十
年
周
防
国
正
税
帳
)

交
易
御
履
料
牛
皮
弐
領
価
稲
壱
伯
漆
拾
冬

嗣
胃

相

交
易
鹿
皮
壱
拾
伍
張
価
稲
陸
拾
壱
束
遠

望

轡

義

認

束
仙

こ
れ
に
よ
れ
ば
皮
は
正
税
を
も
っ
て
交
易
さ
れ
､
供
御
用

(御
履
用
)
に
充
て
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
ま
た
天
平
六
年
出
雲
国

計
会
帳
に
は
'
十

一
月
十
四
日
に

｢鹿
皮
葎
拾
張
事
｣
朋
が
民
部
省
に
進
上
さ
れ
た
い
こ
と
が
み
え
て
お
り
､
皮
の
貢
上
に
際
し
て
文

書
も
同
時
に
作
成
､
進
上
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡
服
食
に
つ
い
て
は
､
義
解
に

｢服
読
如
二服
餌
之
服
｢
如
二吉
備
酷
､
耽
羅
肺
一之
類
是

也
｣
と
あ
る
が
､
天
平
十
年
周
防
国
正
税
帳
に
は
､

耽
羅
方
肺
津
具

価
稲
陸
拾
束
詣

十
㈱
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と
耽
羅
方
肺
の
正
税
交
易
の
事
実
が
知
ら
れ
る
｡
玉
の
場
合
は
､
天
平
十
年
筑
後
国
正
税
帳
に
次
の
如
き
記
載
が
あ
る
｡

依
太
政
官
天
平
十
年
七
月
十

一
日
符
､
買
白
玉
壱
伯
壱
拾
参
枚
､
直
稲
漆
拾
香

束
壱
把
壱
分

紺
玉
漆
伯
壱
枚

直
稲
津
拾
壱
束
壱
把
捌
分

標
玉
玖
伯
参
拾
参
枚

直
稲
錬
拾
漆
束
漆
把
捌
分

緑
玉
津
拾
弐
枚
､
直
稲
参
束
壱
把
漆
分

赤
勾
玉
漆
枚

直
稲
壱
拾
陸
束
捌
把

丸
玉
壱
枚

直
稲
壱
把
弐
分

竹
玉
弐
枚

直
稲
参
把
韓
分

勾
標
玉
壱
枚

直
稲
壱
束
捌
把
‖

但
し
こ
れ
は
官
符
に
よ
る
臨
時
の
支
出
で
あ
る
の
で
､
あ
る
い
は
賦
役
令
土
毛
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
｡

な
お
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳
に
よ
れ
ば
､
天
平
五
年
八
月
十
九
日
に

｢水
精
玉
壱
伯
伍
拾
頼
事
｣
日

が
弁
官
に
進
上
さ
れ
て
お
り
､

皮
の
場
合
と
同
様
に
貢
上
に
あ
た
っ
て
文
書
が
付
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
O
珠

即
に
つ
い
て
は
正
税
帳
に
そ
の
交
易
記
事
は
み
え
な

い
が

､
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳
の
弁
官
解
文
に

｢真
珠
参
拾
頼
;:
.1巨
紳

中
庄
腰

㈹
と
あ
る
の
は
そ
の
真
上
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
O

天
平
十
年
駿
河
国
正
税
帳
に
は
､

棄
珠
玉
便
春
宮
坊
少
属
従
七
位
下
大
伴
宿
禰
池
主
禦

…
六
郡
別

1
日

食
為
単
伍
拾
韓
日

配
需
朋

と
あ
り
､
珠
玉
の
確
保
の
た
め
に
中
央
か
ら
頁
珠
玉
便
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡
更
に
天
平
十
年
駿
河
国
正
税
帳
に
は
､
上
総

国
の
文
石
を
進
上
す
る
た
め
の
使
に
食
料
を
支
給
し
た
記
事
が
み
え
る
が
､
そ
の
文
石
も
あ
る
い
は
貢
献
物
に
含
ま
れ
る
の
か
も
し
れ

214



な
い

｡

次
に
錦

･
綾

･
羅
で
あ
る
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
続
紀
和
鋼
四
年
六
月
丁
巳
条
に
挑
文
師
を
諸
国
に
派
遣
し
錦
綾
の
折
り
方
を
教
習

せ
し
め
た
こ
と
が
み
え
､
翌
五
年
七
月
壬
午
条
に
は
伊
勢
､
尾
張
､
参
河
､
駿
河
､
伊
豆
､
近
江
､
越
前
'
丹
波
､
但
馬
'
因
幡
'
伯

菅
､
出
雲
､
播
磨
､
備
前
､
備
中
､
備
後
､
安
芸
､
紀
伊
､
阿
波
､
伊
予
､
讃
岐
の
二
十

1
カ
国
に
錦
綾
を
織
成
せ
し
め
る
と
あ
る
の

で
､
実
際
に
は
こ
れ
以
後
本
格
的
な
錦
綾
の
生
産
が
開
始
さ
れ
､
貢
上
も
恒
例
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
と
こ
ろ
が

｢延
書
主
計
式
｣

に
よ
れ
ば
､
両
面

(鍋
)､
羅
'
綾
は
調
品
目
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
､
令
で
諸
国
貢
献
物
と
し
て
規
定
さ
れ
た
綿
､
綾
､
羅
は

『延

書
式
』
段
階
に
至
る
ま
で
の
間
に
調

へ
の
転
換
を
み
た
こ
と
に
な
る
が
､
喜
田
新
六
氏

榊
や
早
川
庄
八
氏

脚
は
ほ
ぼ
こ
の
頃
か
ら
調
と

し
て
貢
上
さ
れ
た
と
み
て
お
ら
れ
る
｡
特
に
早
川
氏
は
'
①
和
銅
五
年
に
は
じ
め
て
織
成
を
命
じ
ら
れ
た
二

一
カ
国
は
､
｢
延
書
主
計
式
｣

に
定
め
る
調
の
高
級
繊
維
輸
納
国
と
比
較
す
る
と
､
因
幡
､
伯
菅
､
出
雲
､
備
前
､
備
中
､
備
後
の
六
国
が
式
に
な
い
代
わ
り
に
､
伊

賀
､
遠
江
､
相
模
､
(加
賀
)､
能
登
､
丹
波
の
六
国
が
加
え
ら
れ
て
い
る
以
外
は

一
致
す
る
､
②
天
平
四
年
越
前
国
郡
稲
帳
及
び
同
六

年
尾
張
国
､
同
十
年
駿
河
国
の
正
税
帳
に
よ
れ
ば
､
綿

･
綾

･
羅
機
が
国
街
工
房
に
備
え
ら
れ
､
そ
の
機
具
の
修
理
ま
た
織
生

へ
の
食

料
が
支
給
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
延
書
主
計
､
主
税
両
式
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と

一
致
す
る
｡
③
正
倉
院
に
伝
え
ら
れ
た
調
綾

の

｢近
江
国
調
□
宝
花
綾
壱
匹
花
経
文
織
蒲
生
郡
東
生
郷
田
尻
小
束
人
｣
の
墨
書
に
よ
れ
ば
綾
が
調
と
明
記
さ
れ
て
い
る
､
等
の
理
由
に

ょ
り
そ
の
転
換
時
期
は
令
制
の
初
期
に
ま
で
遡
り
う
る
と
の
見
解
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
す
で
に
浅
香

年
木
氏
が
､
続
紀
の
和
銅
五
年
の
記
事
は
必
ず
し
も
調
と
し
て
の
責
納
を
明
示
す
る
も
の
で
は
な
-
､
『延
書
式
』
に
規
定
さ
れ
た
輸
納

国
と
の

一
致
も
こ
れ
を
証
明
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
､
ま
た
正
倉
院
の
調
綾
の
墨
書
も
年
紀
を
欠

い
て
い
て
､
天
平
前
半
期
の
綿
､

綾
､
羅
の
貢
献
物
か
ら
調

へ
の
転
換
を
示
す
確
証
と
は
な
ら
な
い
､
と
し
て
疑
問
を
提
示
す
る
と
と
も
に
､
天
平
期
正
税
帳
の
記
載
は

綿

･
綾

･
羅
が
依
然
と
し
て
諸
国
貢
献
物
と
し
て
貢
上
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
.
.S

氏
の
批
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判
は
妥
当
で
あ
り
､
綿

･
綾

･
羅
の
貢
献
物
か
ら
調
へ
の
転
換
時
期
を
天
平
前
半
期
以
前
と
み
る
の
は
無
理
な
よ
う
に
思
う
｡
即
ち
綿

･

綾

･
羅
の
生
産
に
必
要
な
経
費
が
諸
国
正
税
に
よ
っ
て
支
弁
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
や
は
り
こ
れ
が
貢
献
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
重

要
な
根
拠
と
な
ろ
う
｡
但
し
天
平
四
年
越
前
国
郡
稲
帳
の
記
載
に
よ
れ
ば
､
官
稲
混
合
以
前
は
郡
稲
支
弁
で
あ
っ
た
が
､
令
制
で
は
臨

時
の
土
毛
購
入
経
費
は
郡
稲
､
毎
年
の
朝
集
便
貢
献
物
は
郡
稲
で
は
な
い
官
物

(即
ち
正
税
)
で
支
弁
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡

こ
れ
に
つ
い
て
私
は
､
当
初
は
土
毛
の
購
入
程
度
の
わ
ず
か
の
経
費
を
支
弁
す
る
財
源
で
あ
っ
た
郡
稲
が
､
和
銅
期
頃
大
税
に
か
わ
っ

て
国
衛
の
公
的
経
費
を
支
弁
す
る
財
源
と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
な
何
ら
か
の
政
策
変
更
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
憶
測
L
t
和
銅

五
年
の
郡
稲
の
乏
少
も
こ
う
し
た
郡
稲
経
費
の
増
大
に
あ
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
､
㈲
い
ず
れ
に
し
て
も
綿

･
綾

･
羅
の
貢
上
に

あ
た
っ
て
の
国
衝
工
房
に
お
け
る
必
要
経
費
が
官
稲
に
よ
っ
て
支
弁
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
令
制
の
責
献
物
の
調
達
､
貢
上
の
方
法
が

依
然
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
㈲

以
上
天
平
期
正
税
帳
に
よ
れ
ば
'
諸
国
貢
献
物
ま
た
臨
時
貢
上
の
土
毛
は
国
衛
の
公
的
経
費
と
し
て
正
税
に
よ
っ
て
支
弁
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
､
こ
の
他
に
も
雑
多
な
貢
上
物
が
正
税
交
易
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
て
い
る
｡
㈲

天
平
期
の
正
税
交
易
物
を

一
括

し
て
掲
げ
る
と
次
表
の
如
く
な
る
｡
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(第

一
表
)
天
平
期
正
税
交
易

一
覧



駿 尾演 紀河 伊

天 天 天≡ 天 天
平 平九 軍 平四
十年 年 /ヽ年 年 午
正 正 正 大 那
秩 税 税 秩 稲
悼 帳 帳 悼 帳

妓 御 /へ＼ /＼ /＼ /＼ 綿 皇
皇 中 料 履 依 進 年 年 綾
后 宮 大 皮 宮 上 料 料 羅 子
官 職 豆 符 交 〉 外 機

交 交 交 易 皇 帝 胡 荏 田 馬＼/ ＼/小麦 ll.ll.ll.-曇 皐 易 ( 麻 蓑 襲〉 募 鹿 苧 白 子 子 冒7~く
昧 煮 縄 木 綿 馬 /ノ夫 貝 ～

葛 垂 賛 蓑 料 皮 内 料 綜
煎 魚 椀 納 経 賠 糸

料 缶 鯖
漆

七 八 一

二 八二 〇〇斗 斤 匹 三 五 五 四 七 . 〇 二六 七 五 二 〇〇〇 五 二 五 四 四〇 〇升 口 領 口 料 張 斤 酎 科 料 酎 酎 領 領 八 四 三斤 条 料五 二射 張 六料

一 九 六 ､一一､-..--

六 四
六 六

_ 四 二〇 八〇 七 元 - 四 一 一 ハ 四 _-〇 四 五 .〇 一 二 四 五 一 八 五 八 ● /ヽ

〇〇〇 五 〇 〇 五 〇 二 六 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ○ 五 〇
束 束 束 束 束 束 束 束 束 束 束 束 束 束 束 束 束 束 束 束 束 束

首那 江 大 足沼 野 羽
八 郡 郡 郡

ノヽ 六 八 〇六〇 束-0 .六
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周 和 但
防 泉 局

天 天 天
平 辛 平
十 九 九
年 年 年
正 正 正
秩 税 税
帳 帳 帳

耽 交 御 /＼ /＼ 造 御 醤
羅 易 履 依 年 難 履 豆
方 鹿 料 民 料 波 牛
嫡 皮 牛 部 交 宮 皮

皮 省 易符 〉 雇氏
交 麦 食
易 料
進 雑

上＼/真 調宮 陶器 飴

四 五 二 〇 四 五 二 六
具 張 領 合 角斗 斜 張 糾

六 六 七〇一〇 五 九 八〇〇 六_ 八〇 〇
束 束 束 束 束 束 束 束

し
か
し
天
平
期
段
階
で
は
ま
だ
地
方
経
費
全
体
に
占
め
る
割
合
は
そ
れ
程
大
き
-
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
､
｢延
喜
民
部
式
｣
の

一

交
易
雑
物
を
み
る
と
､
そ
の
後
更
に
交
易
物
は
増
加
し
中
央
経
費
を
支
え
る
重
要
な
財
源
と
し
て
､
地
方
財
政
を
圧
迫
す
る

一
つ
の
要

218

因
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡
ち
な
み
に
正
税
帳
に
交
易
物
の
み
え
る
国
々
の
交
易
雑
物
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡

一

(第
二
表
)
『延
書
式
』
交
易
雑
物
抄

紀 越 大 国

伊 節 倭 名

〈 小 ○ 白 絹 大 交易雑物

圃 旦 斤 絹- ( ●( 麦

年二 鳥 一 六疋 云垂 2 望 壷

大 丁 こ て 小

芸 筆 写 竺 履料午 麦

〉 ( 那 ○ 皮

五 乃 ○石 利 疋 - ○六

丁 曽 丁 張 七

: + 倭 云′.･..､) 皇

五 千○ 樽 張
石-) 石 六

曝 土大早

套 賓

大 業 盟義

莱 一 - 且

石(.ヽ-ノ′E5 四

○ 青 斤 石
○ 苔
斤 (

丁 五

∴了
莱 .

二 海

看 松

宜 茜
.○
大 斤
且 .

二 海

喜 護-ヽ一-ヽ



局 和 檀 駿 尾

防 泉 局 河 張

磨革 小麦 〈 絹隔 (二- 七 絹 ( 白- 絹○

5張 五石 憲 嘉 ○○疋 枚 =
志 望

､_/ =# - -

席 十 十五 二石 商 千 .宿
布 五 (石 -

五 -V○ - ) 五十十 ∴四 二石 二丁 至望 遠

〇枚 ○○斤 ○○

苫 棉
始

五枚 崖 磨革

梯チ 五 四

○ ○

斤 張 買 垂

四 醤 棉

▲ゝ⊂】 大豆 鹿 苧

Arコ 角 -菜 一

と
こ
ろ
で
中
央
財
政
を
支
え
る
財
源
の
主
体
は
調
庸
物
で
あ
っ
た
が
､
八
世
紀
後
半
頃
か
ら
そ
の
鹿
悪
､
適
期
'
未
進
が
増
大
し
律

令
政
府
は
そ
の
対
策
に
苦
慮
す
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
の

一
方
で
前
述
の
如
-
諸
国
の
正
税
に
よ

っ
て
弁
備
し
貢
上
せ
し
め
る
制
度
が
諸

国
貢
献
物
の
粋
を
こ
え
て
拡
充
さ
れ
交
易
雑
物
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
現
象
を
従
来
は
調
庸
制
の
動
揺
､
衰

退
に
よ

っ
て
交
易
雑
物
が
増
大
し
た
と
み
て
､
例
え
ば
薗
田
香
融
氏
は

｢
調
庸
か
ら
正
税

へ
｣
と
い
う
概
念
で
示
さ
れ
､
㈲

ま
た
村
井

康
彦
氏
は

｢
貢
納
制

(調
庸
制
)
か
ら
交
易
制

へ
｣
と
い
う
表
現
を
も

っ
て
理
解
さ
れ
て
お
ら
れ
る
｡
㈲

し
か
し
こ
う
し
た
把
握
の
仕

方
に
つ
い
て
は
疑
問
も
出
さ
れ
て
お
り
､
奥
野
中
彦
氏
は
村
井
氏
が
交
易
制
の
調
庸
制

へ
の
同
質
化
と
説
か
れ
た
こ
と
を
批
判
さ
れ
､

調
庸
制
と
交
易
制
は
本
来
収
取
体
系
を
異
に
す
る
も
の
で
､
調
庸
は
律
令
国
家
の
人
民
的
支
配
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
が
交
易
制
は
財
政

的
見
地
か
ら
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
､
む
し
ろ
交
易
制
に
お
け
る
調
庸
収
取
の
吸
収
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
｡
㈲

ま
た

中
野
栄
夫
氏
は
､
調
庸
制
は
交
易
と
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
あ
-
ま
で
有
損
年
に
お
け
る
特

例
的
措
置
で
あ
り
､
必
ず
し
も

｢
貢
納
制
か
ら
交
易
制

へ
｣
と
い
う

一
般
的
､
全
体
的
な
変
化
を
示
す
も
の
と
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
.
㈲

1
万
早
川
庄
八
氏
は
基
本
的
に
は
村
井
氏
に
依
り
な
が
ら
も
､
国
衝
と
中
央
と
の
関
係
に
お
い
て
は
交
易
制
皇

貝
納
制
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の

一
つ
の
変
型
で
あ
り
､
中
央
に
対
す
る

｢使
途
に
応
じ
た
現
物
の
貢
納
制
｣
と
い
う
点
に
関
す
る
限
り
律
令
制
本
来
の
貢
納
制
の
た

て
ま
え
は
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
｡
柵

ま
た
近
年
で
は
中
西
康
裕
氏
が
交
易
雑
物
は
調
庸
制
と
併
行
し
た
も
の

で
､
調
庸
制
で
は
収
取
で
き
な
い
も
の
を
調
達
す
る
'
い
わ
ば

｢調
庸
制
の
質
的
補
完
制
度
｣
と
す
る
見
解
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
桝
.

調
庸
物
を
正
税
に
よ
っ
て
交
易
し
た
例
は
次
表
の
如
-
天
平
期
に
も
み
え
る
｡

(第
三
表
)
天
平
期
正
税
帳
に
み
え
る
調
交
易
例

220

こ
れ
に
よ
る
と
す
べ
て
天
平
九
年
に
実
施
さ
れ
て
お
り
､
当
年
の
大
疫
の
た
め
に
租
調
が
全
免
さ
れ
た

㌣

｣
と
に
対
す
る
措
置
で
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
.
し
か
し
寺
神
の
封
戸

朋
の
場
合
は
と
も
か
く
､
調
陶
器
の
よ
う
に
本
来
調
と
し
て
進
上
す
べ
き
も
の
ま
で

正
税
交
易
に
よ
っ
て
確
保
し
進
上
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
が
和
泉
監
の
調
の
す
べ
て
で
あ
る
か
､
ま
た
は
特
に
中
央
経
費
に
不
可
欠
な
物

資
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
か
は
不
明
で
､
ま
た
他
の
同
年
の
正
税
帳
に
は
こ
う
し
た

一
般
の
調
物
の
交
易
記
事
は
み
え
な
い
の
で
こ

れ
を
普
遍
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
た
だ
若
干
時
代
に
は
下
る
が
､
r類
衆
三
代
格
』
巻
八
の
承
和
六
年
十
月
九
日
付
太
政
官
符
に
は

次
の
如
く
あ
る
｡



応
レ交
二易
申
レ損
諸
国
調
庸
雑
物
専

右
'
太

政
官
去
天
長
九
年
二
月
三
日
下
二民
部
省
葡

嘩

被
二大
納
言
正
三
位
兼
行
左
近
衛
大
将
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣
寵

､
奉
レ

勅
'
登

別
当
二子
諸
国
有
損
之
宰

'
所
レ被
二免
除
丁調
庸
雑
物
之
代
'
仰

二比
国
1令
二交
易
T､
因
レ玄
未
進
狽
積
'
用
途
難
レ支
'
於
レ事

商
室

理
不
ン可
レ然
'
自
今
以
後
､
宜
下予
令
中当
園
依
.簡
便
.勘
定
帳
1
交
易
弁
備
盲

o
今
被
=右

大
臣
草

体
､
有
損
之
国

所
レ被
二免

除
.調
庸
雑
物

之
代
､
若
待
こ朝
便
勘
定
.者
､
恐
交
易
過
レ時
事
難
レ済
｡
宜
下早
仰
二当
国
元

二塁
損
戸
一､
預
令
妄

易
㌔

即
ち
承
前
の
例
で
は
有
損
の
年
に
免
除
さ
れ
た
調
庸
雑
物
の

代
は
比
国
に
仰
せ
て
交
易
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
､
そ
れ
で

は
未
進
損
積
し
用
途
を
支
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
､
天
長
九
年
二
月
三
日
民
部
省
符
に
よ
っ
て
､
今
後
は
あ
ら
か
じ
め
当
国
を

し
て
朝
侯
の
勘
定
帳
に
依

っ
て
交
易
弁
備
せ
し
む
こ
と
と
し
た
が
'
朝
僕
の
勘
定
を
待
つ
間
に
交
易
の
時
期
を
失
な
い
こ
れ
を
弁
済
す

る
こ
と
が
で
き
な
-
な
っ
て
し
ま
う
の
で
､
早
目
に
当
国
に
仰
せ
て
損
戸
を
推
量
し
あ
ら
か
じ
め
交
易
せ
し
む
る
こ
と
を
制
し
て
い
る
｡

こ
れ
に
よ
る
と
､
こ
の
時
期
に
は
有
損
の
年
に
免
除
さ
れ
た
調
庸
物
は
す
べ
て
交
易
に
よ
っ
て
弁
備
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
こ
こ

で
注
目
さ
れ
る
の
は
､
調
庸
物
を
正
税
交
易
に
よ
っ
て
弁
備
さ
れ
る
の
は
あ
-
ま
で
有
損
の
年
で
､
こ
の
点
は
天
平
期
の
例
と
変
わ
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
ま
た
天
長
九
年
の
時
点
に
お
い
て
･D
調
庸
の
未
進
が
須
積
し

｢
用
途
難
支
｣
と
述
べ
ら
れ
､
調
庸
物

の
中
央
経
費

へ
の
充
用
が
あ
-
ま
で
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
村
井
康
彦
氏
は
調
庸
制
か
ら
貢
易
制

へ
の
最
初
に
し

て
本
格
的
な
転
換
を
示
す
も
の
と
し
て
弘
仁
十
四
年
の
公
営
田
制
を
重
視
さ
れ
､
榊

ま
た
早
川
庄
八
氏
は
延
暦
十
七
年
十
月
十
九
日
の

｢禁
官
交
易
物
失
時
致
損
事
｣
と
い
う
太
政
官
符
の
存
在
な
ど
に
よ
り
､
公
営
田
制
は
す
で
に
盛
行
し
て
い
た
調
庸
物
品
の
交
易
物

へ

の
編
入
と
い
う
事
実
を
参
考
し
て
採
用
さ
れ
た
方
式
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
､
朋

弘
仁
十
四
年
以
後
も
調
庸
制
は

-
応
維
持
さ
れ
て
い
る

の
は
注
意
を
要
す
る
｡
ま
た
早
川
氏
の
指
摘
さ
れ
た
延
暦
十
七
年
十
月
十
九
日
の
太
政
官
符
の
記
事
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
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律令地方財政の一考察

禁
二宮
交
易
物
失
レ時
致
韻

事

右
時
物
有
二貴
賎
l､
充
価
異
二高
下
l､
夏
縄
秋
穀
色
類
既
多
｡
知
聞
､
諸
国
交
易
先
立

二活
価

一､
責
時
強
二与
賎
価
へ

賎
時
詐
二注
貴

直
｢

遂
事
二割
戟

｢
柾
規

利
潤
1'
声

民
害
レ政
美
レ甚
二於
斯
一､
宜
下改
二前
過
.不
上
レ得
二
重
犯

｢
仇
候
二物
賎
之
時
高

二和
市
之
価
叩､

依
/実
申
レ官
､
不
レ得
二
肝戟
一
如
有
レ
不
レ
俊
､
罪

同
二上
条

1.

早
川

氏

は
こ
の
中
で

｢夏
絶
秋
穀
､
色

類

既
多
｣
と
あ
り
､
令
条
の
諸
国
責
献
物
の
品
目
に
も
､
天
平
期
正
税
帳
の
交
易
物
に
も
み

え
な
か
っ
た
経
が
交
易
物
品
の
中
に
編
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
さ
れ
､
こ
う
し
た
官
符
が
発
令
さ
れ
た
こ
と
自
体
'
正
税
交
易
物

が
す
で
に
重
要
な
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
正
税
交
易
物
が
重
要
な
も
の

と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
必
ず
し
も
調
庸
物
が
そ
れ
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
｡
ま
た
経
が
は
じ
め
て
交
易
物

品
と
し
て
み
え
る
と
い
っ
て
も
､
経
を
交
易
雑
物
と
し
て
進
上
し
た
の
は
武
蔵

･
上
総

･
常
陸

･
上
野
の
東
国
四
カ
国
に
限
ら
れ
て
お

り
'
ま
た
交
易
雑
物
と
調
庸
の
品
目
を
比
較
し
た
場
合
､
重
複
す
る
も
の
よ
り
む
し
ろ
重
複
し
な
い
も
の
の
方
が
多

い
｡
従

っ
て
そ
れ

を
も
っ
て
調
庸
物
の
交
易
物

へ
の
編
入
を

一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
｡

口

交
易
雑
器
､
年
料
雑
器
､
貢
蘇

交
易
雑
器
は

｢
延
書
民
部
式
｣
に
よ
れ
ば
､
畿
内
五
カ
国
に
酒
糟
､
円
槽
､
槽

･
臼

･
杵

･
輿
龍

･
置
賛

･
鞄

･
輩
龍
等
の
貢
進
を

義
務
づ
け
た
も
の
で
あ
る
｡
特
に
財
源
を
明
記
し
な
い
が
､
交
易
と
あ
る
こ
と
か
ら
正
税
に
よ
っ
て
支
弁
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

養
老
賦
役
令
に
は
､

凡
供
レ京
藁
藍
雑
用
之
属
､
毎
レ年
民
部
､
預
於
二畿
内
.掛
重
科
下
｡

と
い
う
規
定

が
み
え
る
が
､
『令
集
解

』
に
引
か
れ
た
義
解

･
令
釈

･
古
記
は

l
様
に
､
こ
れ
ら
は
雑
篠
に
よ
っ
て
弁
備
さ
れ
る
と
解
釈
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し
て
い
る
｡
従

っ
て

｢延
書
民
部
式
｣
の
交
易
雑
器
と
は
調
達
方
法
が
異
な

っ
て
お
り
'
両
者
が
直
接
結
び

つ
-
と
は
思
わ
れ
な
い
｡

し
か
し
多
少
の
関
連
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
㈲

次
に
年
料
雑
器
で
あ
る
が
､
｢
延
書
民
部
式
｣
に
は
尾
張
と
長
門
の
二
国
に
歪
器
の
生
産

･
貢
上
を
定
め
､
｢
用
度
皆
用
こ正
税

こ
と
あ

る
｡
歪
器
は
鉛
柚
を
用
い
た
施
柚
陶
器
で
､
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
六
年
正
月
丁
丑
条
の

｢造
歪
器
生
尾
張
国
山
田
郡
人
三
家
人
部
乙
麻
呂

等
三
人
伝
習
成
レ業
､
准
..雑
生
.聴
二出
身
】｣
と
あ
る
記
事
は
そ
の
生
産
を
示
す
初
見
史
料
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
灰
柚
陶
器
の
伝
習
が
成
功

し
た
こ
と
を
記
念
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
｡
即

い
ず
れ
に
し
て
も
天
平
期
正
税
帳
に
そ
の
生
産

に
関
わ
る
経
費
が
み
え
て
い
な
い

の
は
歪
器
の
生
産
が
当
時
は
ま
だ
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
､
た
だ
天
平
六
年
尾
張
国
正
税
帳
に
は
次

の
よ
う
な
樽
と

木
筆
椀
の
製
作

に
関
す
る
記
載
が
み
え
る
｡

依
太
政
官
天
平
六
年
正
月
十
三
日
符
造
縛
漆
口
禁

調
度
価
稲
津
伯
伍
束

料
漆
壱
斗
弐
升

直
稲
弐
伯
韓
拾
束
錨

校
漆
料
絹
壱
丈

直
稲
壱
拾
参

束

綿
弐
屯

直
稲
弐
拾
陸
束
詣

十

錠
井
廻
等
料
警

官
拾
漆
斤

直
稲
壱

伯
弐
束
析
約

着
苧
壱
条
讐

黒

鯛

直
稲
弐
拾
韓
束

依
太
政
官
天
平
六
年
六
月
廿
四
日
符
造
木
賛
椀
陸
拾
口
料
漆
陸
升

直
壱
伯
弐
拾
束
冊
矧
㈱

こ
れ
は
官
符
に
よ
る
臨
時
の
経
費
で
あ
る
が
'
こ
れ
が
諸
国
に
命
じ
ら
れ
た
も
の
か
尾
張
国

一
国
を
対
象
と
し
た
も
の
か
不
明
で
あ

る
｡
し
か
し
所
定
の
交
易
雑
物
と
は
別
に
､
中
央
に
お
い
て
必
要
な
も
の
を
諸
国
の
正
税
を
用
度

に
充
て
製
作
し
貢
上
せ
し
め
た
例
で
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律令地方財政の一考察

あ
り
､
そ
の
点
で
は
年
料
雑
器
と

1
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
｡

次
に
貢
蘇
に
つ
い
て
は

｢延
書
民
部
式
｣
に
よ
れ
ば
'
次
表
の
如
-
､
諸
国
の
貢
蘇
の
番
次
と
壷
数
を
定
め
毎
年
番
次
に
従
っ
て
十

一
月
以
前

(出
雪
国
は
十
二
月
以
前
)
に
貢
上
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡

(第4表)『延書式J貢蘇
番次及び壷数

番 次 国 名 壷数

第 伊 勢 18[亘:亘] 15

香 参 河 14

丑 遠 江駿 河 1412
未 伊 豆 7
年 甲 斐 10

相 模 16

琴 伊 賀 7

義 武 威安 房 2010
演 上 総 17
申 下 総 20
午 常 陸 20

翠 近 江 18美 濃 17

義 信 浪 13
上 野 13

節 下 野 14
酉 若 狭 8
年 越 前 15

加 賀 15

罪 能 登 9

越 中 10
越 後 ll

四 丹 波 ll
香 丹 後 8

哀 [垂二二亘] ll
成 因 幡 ll
午 伯 者 ll

[垂二二司 ll
石 見 8

第 5番(巳亥年) 大事府 70

罪 播 磨 15
美 作 ll
備 前 10

六 備 中 10備 後 7

香 安 芸 8
[亘二亘] 6

千 長 門 8

午 紀 伊 7
淡 路 10

辛 阿 波 10
讃 岐 13
伊 予 12
土 佐 10

貢
蘇
の
制
度
は
天
平
期
ま
で
確
実
に
遡
ぼ
る
｡

(第
五
表
)
天
平
期
貢
蘇
事
例

次
表
は
そ
の
事
例
で
あ
る
C

こ
れ
を

r延
書
式
J
の
規
定
と
比
較
す
る
と
､
出
雲
国

と
尾
張
国
は

r延
書
式
J
で
は
番
次
が
異
っ
て
お
り
､
ま
た
例
え
ば
尾
張
国
を
基
準

(第

一
番
)
と
し
て
み
た
場
合
､
但
馬
国
は
三
年
後
の
第
四
番
と
い
う
こ
と
に
な
り

r延
書
式
J
と

1
致
す
る
が
､
周
防
国
が
四
年
後
に
あ
た
る
の
は

F延
書
式
J
に
第

六
番
と
規
定
さ
れ
た
の
と
相
違
す
る
｡
ま
た
壷
数
は
い
ず
れ
も

一
致
し
な
い
｡
こ
の

よ
う
に
天
平
期
の
貢
蘇
制
度
は

r延
書
式
｣
に
定
め
ら
れ
た
も
の
と
は
多
少
異
な
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
.
朋



と
こ
ろ
で
尾
張
国
正
税
帳
に
よ
れ
ば
貢
蘇
の
た
め
に
用
度
稲
l
I
O
O
束
が
支
出
さ
れ
て
お
り
'
但
馬
国

･
周
防
国
正
税
帳
に
は
乳
牛

の
飼
抹
稲
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ

一
〇
四
束
､
四
八
束
の
支
出
が
計
上
さ
れ
て
い
る
｡
貢
蘇
は
六
年
毎
で
あ
り
､
そ
の
た
め
の
支
出
も
そ
れ

程
多
-
は
な
い
が
､
中
央
財
源
を
担
う
地
方
経
費
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

8

年
料
別
貢
雑
物

最
後
に
年
料
別
責
雑
物
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
｡
｢延
書
民
部
式
｣
に
よ
れ
ば
'
畿
内
を
除
-
四
三
カ
国
及
び
大
事
府
と
､
そ
れ

ぞ
れ
の
貢
上
す
べ
-
雑
多
な
品
目
を
掲
げ
た
後
､

右
別
貢
雑
物
姓
依
二前
件
一｡
自
余
雑
薬
見
二典
薬
式
1｡
其
運
送
徳
夫
各
給
二路
榎
.0

と
あ
る
｡
ま
た
そ
の

｢典
薬
式
｣
に
は
､
諸
国
進
年
料
雑
薬
と
し
て
､
｢民
部
式
｣
の
年
料
別
貢
雑
物
に
記
さ
れ
た
四
三
カ
国
の
他
に
山

城

･
大
和

･
摂
津

･
河
内

･
飛
騨

･
加
賀

･
能
登

･
佐
渡

･
丹
後

･
石
見
を
加
え
た
全
国
の
責
す
べ
き
雑
薬
の
種
類
と
数
立
を
定
め
､

右
依
一面
件
丁付
二貢
調
使
.送
レ寮
｡
検
収
託
即
与
二返
抄
一〇
其
大
事
便
付
二別
貢
便
一｡

と
あ
る
｡
従

っ
て
別
貢
雑
物
と
年
料
稚
薬
を
あ
わ
せ
た
も
の
が

｢延
書
民
部
式
｣
に
い
う
年
料
責
雑
物
で
あ
る
が
､
両
者
は
本
来
制
度

的
に
は
別
な
も
の
で
あ
る
｡

ま
ず
年
料
雑
薬
か
ら
み
て
い
こ
う
｡
医
疾
令
の
逸
文
に

国
輸
レ薬
之
処
､
置
二採
薬
師
.'
令

二以
毎

採
取
.｡
其
人
功
､
取
l当
処
随
近
下

配
支
｡

と
あ
り
､
薬
を
輸
す
国
は
採
薬
師
を
置

い
て採
取
せ
し
む
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
｡
仰

賦
役
令
集
解
雑
篠
条
の
古
記
は
､
右
の

大
宝
令
文
を
引
き
､
そ
れ
を
稚
篠
を
以
っ
て
充
つ
べ
き
類
に
入
れ
て
い
る
｡
令
制
の
輸
薬
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て

｢
延
書
典
薬
式
｣

の
年
料
雑
薬
に
定
着
し
た
か
は
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
-
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
､
r貞
観
交
替
式
｣
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
0
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応
レ拘
二留
医
師
公
腐
盲

右
年
料

雑
薬
､
毎
レ国
立
レ数
､
頂
二任
土
之
貢
､
依
レ
期
進
納
?
而
諸
国
押
怠
､
未
進
猶
多
｡
非
二膏
廃
.レ
職
､
轍
閲
二供
御
(.
被
二右
大

臣
宣
.偶
､
弁
薬
無
雄

三未
進

之
怠
尤
在
二国
司
一.
而
採

二備
薬
撃

､
医
師
応
二主
当
.｡
宜
下薬
不
レ論
二禾
進
多
少
.'
拘
=留
医
師
公
腐
.'

待
二返
抄
到
1'
而
後
充
行
も

自
今
以
後
､
国
司
寄
二言
医
師
.'
不
レ事
二催
勘
一､
令
レ致
二末
進
へ

量
レ状
科
責
.

承
和
五
年
六
月
八
日

こ
れ
に
よ
れ
ば
､
年
料
維
薬
は
国
毎
の
定
数
に
も
と
づ
い
て
期
限
内
に
貢
納
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
未
進
が
多

い
｡
そ
の
責
任

は
国
司
に
あ
る
け
れ
ど
も
薬
種
の
採
備
を
主
当
す
る
の
は
医
師
で
あ
る
か
ら
､
今
後
は
医
師
の
公
廓
を
返
抄
が
得
ら
れ
る
ま
で
拘
留
す

る
こ
と
と
し
､
ま
た
国
司
も
医
師
に
責
任
を
転
化
し
催
勘
す
る
こ
と
に
務
め
ず
末
進
せ
し
め
る
こ
と
が
あ
れ
ば
､
状
を
量

っ
て
科
責
す

る
と
し
て
い
る
｡
採
薬
師
で
は
な
-
医
師
が
薬
種
を
採
備
す
る
任
務
に
あ

っ
た
こ
と
は
令
制
と
相
違
す
る
が
､
こ
の
時
期
に
は
椎
薬
に

も
未
進
の
問
題
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
ま
た
年
料
稚
薬
と
称
し
､
国
毎
の
定
数
､
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
､
こ

の
時
期
に
は
す
で
に

｢延
書
典
薬
式
｣
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
が

一
応
整

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡

次
に
別
貢
雑
物
で
あ
る
が
､
令
に
こ
れ
に
相
当
す
る
貢
上
物
の
規
定
は
な
い
｡
従

っ
て
そ
の
淵
源
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が
多
い
｡

し
か
し
早
川
庄
八
氏
は
平
城
宮
か
ら
出
土
し
た
'

･

｢追
筆
甲
斐
国
｣
山
梨
郡
雑
役
胡
桃
子

一
古

･
天
平
宝
字
六
年
十
月

と
い
う
木
簡
に
注
目
さ
れ
､
甲
斐
国
山
梨
郡
貢
上
の
胡
桃
子
が

｢延
書
民
部
式
｣
の
甲
斐
国
の
別
貢
雑
物
に
み
え
､
ま
た

｢雑
役
｣

=

雑
篠
と
解
す
れ
ば
､
年
料
別
貢
雑
物
の
中
に
含
ま
れ
る
年
料
雑
薬
が
雑
篠
に
よ
っ
て
採
取
さ
れ
た
こ
と
と

一
致
す
る
と
し
て
､
年
料
別

貢
雑
物
の
起
源
皇

買

時
代
に
ま
で
遡
ぼ
り
う
る
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
た
｡
㈱

更
に
塩
田
陽

一
氏
は
年
料
別
貢
雑
物
が
中
男
作
物
に
よ
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-
似
て
い
る
点
を
指
摘
さ
れ
､
そ
の
源
流
は
調
副
物
で
あ
り
､
養
老
元
年
に
調
副
物
を
停
止
し
中
男
作
物
を
設
置
し
､
も
し
不
足
あ
れ

ば
正
丁
の
維
篠
を
も
っ
て
補
な
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
が
､
別
貢
雑
物
の
崩
芽
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
｡
㈲

と
こ
ろ
で
､
｢延
書
民
部
式
｣
の
別
貢
雑
物
は
第
六
表
の
通
り
で
あ
る
が
､
そ
の
物
品
の
中
に
は
す
で
に
奈
良
時
代
か
ら
責
上
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
確
認
せ
ら
れ
る
も
の
も
少
な
-
な
い
｡
例
え
ば
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳
に
は
中
務
省
宛
解
文
と
し
て

｢
筆
壱
伯
管
事
｣

が
責
調
便
史
生
大
初
位
上
依
網
達
意
美
麻
呂
に
付
し
て
進
上
さ
れ
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
｡
㈹

こ
れ
は
出
雲
国
の
筆

一
〇
〇
管
の
貢
上

に
伴
な
う
も
の
で
あ
る
が
､
｢延
喜
民
郡
式
｣
の
出
雲
国
別
貢
雑
物
の
中
に

｢筆
五
十
管
｣
が
み
え
る
｡
ま
た
天
平
八
年
薩
摩
国
正
税
帳

▼｣
･ま

運
府
筆
料
鹿
皮
担
夫
弐
人
十
九
｡

惣
単
参
拾
捌
人
食
稲
壱
拾
壱
束
陸
把
二
㍍

興

<<
:
謁
豊

と
み
え
る
｡
こ
れ
は
筆
料
と
し
て
鹿
皮
を
大
宰
府

へ
進
上
し
た
記
事
で
あ
る
が
､
大
宰
府
の
別
貢
雑
物
の
中
に

｢筆

1
千

1
百
廿
管
｣

が
あ
り
､
そ
の
う
ち
の
半
分
の
五
六

〇
管
は
鹿
毛
の
筆
と
な
っ
て
い
る
｡
薩
摩
国
か
ら
進
上
さ
れ
た
筆
料
の
鹿
皮
は
､
そ
う
し
た
府
の

別
貢
雑
物
と
し
て
貢
上
さ
れ
る
鹿
毛
の
筆
生
産
の
材
料
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
㈱

な
お
平
野
邦
雄
氏
は
､
天
平
十
年
周
防
国

正
税
帳
に

｢向
京
大
宰
府
進
上
部
領
便
｣
及
び

｢向
京
従
大
事
府
御
鷹
御
領
便
｣､
｢向
京
従
大
軍
府
御
犬
十
頭
｣
に
食
料
を
供
し
た
記

事
が
み
え
､
天
平
十
年
筑
後
国
正
税
帳
に
､
御
貫
筆
竹
工
､
造
鋼
竃
工
､
造
蛾
竣
工
､
鷹
義
人
､
責
上
犬
を
大
事
府
に
貢
進
し
た
記
事

が
み
え
る
が
､
こ
れ
は
管
内
諸
国
か
ら
府
に
貢
進
さ
れ
た
技
術
者
に
よ
っ
て
府
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
品
が
府
か
ら
京

へ
貢
上
さ
れ
た

も
の
で
､
こ
れ
も
別
貢
雑
物
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
O
仰

｢延
書
民
郡
式
｣
に
よ
れ
ば
大
事
府
の
別
貢
雑
物
に
は
鋼
竃
や
御
鷹
､
御
大

は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
た
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
か
は
断
言
で
き
な
い
｡
し
か
し
交
易
雑
物
に
お
い
て
も
平
城
宮
出
土
木
簡
に
､

丹
波
国
何
鹿
郡
高
津
郷
交
易
小
麦
五
斗

と
い
う
も
の
や
､
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出
雲
国
交
易
紫
菜
三
斤

l
人
｣

と
い
う
も
の
が
あ
る
が
､
｢延
書
民
部
式
｣
の
諸
国
交
易
雑
物
条
に
は
､
丹
波

･
出
雲
両
国
に
当
該
の
物
品
は
み
え
て
い
な
い
と
い
う
例

も
あ
り
､
天
平
期
に
貢
上
さ
れ
な
が
ら

『延
書
式
』
段
階
で
消
滅
し
た
も
の
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
､
平
野
氏
の
指
摘
も
全

-
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
も

『延
書
式
』
の
別
貢
雑
物
の

一
部
が
少
な
-
と
も
奈
良
時
代
ま
で
遡
ぼ
り
う
る
と
さ
れ
た
早
川
氏
の
見
解
は
首

肯
さ
れ
よ
う
｡
し
か
し
そ
れ
も
交
易
雑
物
と
同
じ
-
､
天
平
期
段
階
で
は
品
目
は
そ
れ
程
多
-
は
な
-
､
『延
書
式
』
に
至
る
間
に
増
大

し
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡
天
平
期
の
制
も
何
ら
か
の
法
的
根
拠
が
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
れ
を
塩
を
塩
田
氏
は
養
老

元
年
の
勅
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
.
し
か
し
養
老
元
年
の
勅
で
は

｢若
中
男
不
ン足
者
､
即
以
役
二稚
篠
こ

と
あ
り
､
恒
常
的
な
制
度

と
し
て
は
規
定
し
て
い
な
い
の
で
､
こ
れ
を
も

っ
て
そ
の
ま
ま
別
貢
雑
物
の
成
立
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡

と
こ
ろ
で
別
貢
雑
物
は
中
央
財
源
と
し
て

〓
疋
の
役
割
を
担

っ
た
で
あ
ろ
う
が
､
当
面
の
課
題
で
あ
る
地
方
経
費
に
含
ま
れ
る
の
は

そ
の
運
送
費
の
み
で
あ
る
｡
｢延
喜
民
郡
式
｣
に
は

｢運
送
篠
夫
各
給
路
頼
｣
と
あ
り
財
源
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
､
正
税
か
ら
公
糎

が
支
給
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
｡
仰

以
上
､
地
方
経
費
に
お
け
る
､
中
央

へ
責
進
さ
れ
る
軽
貨
関
係
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
､
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
中
央
財
源
と
し
て
地

方
か
ら
吸
い
あ
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
｡
そ
の
中
で
最
も
地
方
財
政
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
か
っ
た
の
は
交
易
稚
物
で
あ

る
｡
そ
れ
は
令
制
の
諸
国
責
献
物
及
び
臨
時
の
土
毛
貢
献
の
制
が
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
調
庸
物
の
鹿
悪
､
達
期
､
末
進
に
よ
り

中
央
財
源
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
｡
し
か
し
そ
れ
は
調
庸
制

(貢
納
制
)
の
解
体
と
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
.

あ
く
ま
で
調
庸
物
を
中
央
財
源
と
し
て
運
用
す
る
原
則
を
維
持
し
っ
つ
､
そ
の
補
充
財
源
と
し
て
諸
国
正
税
頴
稲
に
よ
る
交
易
物
が
注
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(第
6
表
)

『延
書

式
』

別
貢

雑
物

一
覧

国
紙

壁紙
庶

坐
筆

4
棉

柏
蘇

育辛
午

馬
牧午

倖
蘇

支
柄桃

杏
#

甘革
良梅

倭
勝

木
鎌痩

樵
育木

東門
栄

■
蘇木

名
蘇子

蘇卓
紙譲

紘哀
車

車
重石

奉
≠チ

負卓
負し｣

革雇
皮義

皮義
千享

千石
千石

亡き
揺戻

汁享
L*

室
芹

賦圃
舵室

価垂
香亘

冬垂
革芹

砥義

東海過
伊

賀
50

伊
井

110
100

志
摩

尾
張

90
loo

6
160

参
河

lO
150

6

遠
江

1000
4

較
河

100
4

伊
豆

4
2

甲
斐

30
6

ト
5

相
模

100
4

?
80

武
蔵

100
5

6
50

安
房

2

上
総

100
6

下
総

100
12

6
7

常
陸

300
7

莱山過
近

江
1
10

200
4

17

美
iA

600
150

6
24

2
30

飛
伊

借
浪

130
6

2
2

上
野

100
6

4
3

12

下
野

100
100

3

陸
奥

100
4

出
羽

100
10

北陸過
若

狭
100

10

越
前

100
50

10
1

加
賀

能
登

越
中

2

J越
後

6

佐
渡

山陰過
丹

波
70

100
200

1
120

2
.7

丹
後

但
馬

70
80

ll

因
幡

70
8
0

伯
曹

70
8
0

出
苓

50

石
見

隠
岐

山 陽過
播

磨
2
10

130
350

2
100

32

美
作

70
60

備
前

50
100

6

備
中

90

備
後

200

安
芸

4

周
防

200

長
門

8

南港過
集己

伊
70

9

淡
路

阿
波

70
100

8
0

lO

Zr
150

100
10

伊
予

loo
100

3
200

土
佐

4
6

大
宰

府
200

200
1000

1120
450

2
.2

(
日
向

)
800

(大
隅

)
1800

200

(南
島

)
?



目
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
正
税
交
易
雑
物
の
増
大
に
よ
っ
て
､
地
方
財
政
に
占
め
る
中
央
財
源
的
役
割
が

一
層
強
化
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
｡

二

重
貨
と
地
方
経
費

H

年
料
春
米

本
来
重
貨
た
る
米
は
国
衛
正
倉
に
留
め
置
か
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
｡
し
か
し
田
令
田
租
条
に
は
､

其
春
米
運
レ京
者
､
正
月
起
輸
､
八
月
冊
日
以
前
納
華
｡

と
あ
り
､
田
租
の
一
部
を
米
に
春

い
て
運
京
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
｢令
集
解
』
に
引
か
れ
た
古
記
は
｢
己
戸
粗
春
進
送

故
､
如
二調
庸
.均
輸
二脚
力
遠

耳
｣
と
し
､
ま
た

｢租
春
送
二大
炊
寮

3'
充
二諸
司
常
食
一｣
と
し
て
い
る
｡
即
ち
こ
れ
に
よ
れ
ば
､
輸
京
す

る
春
米
は
国
衝
に
田
租
を
輸
納
す
る
前
に
あ
ら
か
じ
め
そ
の
分
を
割
き
取
り
春
米
に
し
､
調
庸
の
場
合
と
同
じ
-
運
脚
に
よ
っ
て
輸
送

さ
れ
､
大
炊
寮
に
送
ら
れ
て
諸
司
の
常
食
に
充
て
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
こ
れ
を
地
方
財
政
の
財
源
の
面
か
ら
み
れ
ば
､
田
租
の

一
部
が
輸
京
春
米
分
と
し
て
割
き
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
国
衛
入
と
な
る
田
租
は
そ
れ
を
差
し
引
い
た
分
で
あ
る
｡
地
方
財
政
は

実
際
の
収
入
を
財
源
と
し
て
運
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
令
制
に
お
い
て
春
米
は
地
方
経
費
の
枠
外
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
ざ
る
を
得

な
い
｡
と
こ
ろ
が
天
平
期
段
階
で
は
､
こ
れ
が
明
ら
か
に
地
方
経
費
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
｡
当
時
田
租
は
穀
で
収
納
さ

れ
､
恩
勅
に
よ
る
賑
給
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
ず
専
ら
貯
蓄
さ
れ
た
の
に
対
し
､
国
衛
に
お
け
る
公
的
経
費
の
大
部
分
は
出
挙

利
稲
と
し
て
収
納
さ
れ
る
頴
稲
が
充
て
ら
れ
て
い
た
が
､
春
米
も
そ
の
支
出
に
組
み
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
も
次

表
に
み
る
如
-
､
雑
用
支
出
に
占
め
る
春
米
費
の
割
合
は
大
き
-
､
そ
れ
に
加
え
て
神
亀
元
年
以
後
は
年
料
春
米
の
担
夫
に
公
叛
が
支

給
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
㈹

地
方
経
費
と
し
て
の
春
米
関
係
費
の
比
重
の
度
合

い
が
知
ら
れ
よ
う
｡
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(第
七
表
)
天
平
期
に
お
け
る
雑
用
に
占
め
る
春
米
の
割
合

天 ･ ;_▲._ 天 年平 ′/ 〝 軍

九年 九 ハ年 年 蛋 皮

筑 豊後 但 尾 紀 尾 越 国

産後 埜 馬 張 伊 張 前 垂

府 儲 年 年 年 年 名目要 望 料 料香 春自 白 科 料白 香 春
稲 稲 米 米 米 税 米

維七 八 四 四

不 二 ○室 不 〇 一 四六 二 四 用支
〇 二 五 出

明 七 八 明 〇 五 〇五 秦

五 九 七 二〇 売香
/＼
〇 八 四 六 二 米

○○ 〇 二 二 〇 六 請
○○ ○○ 八 〇〇 稲

○○ ○○ 〇〇〇 莱

八〇 - 九 六 七 %

こ
の
よ
う
に
令
制
で
は
､
春
米
は
田
粗
と
し
て
出
す
稲
の

一
部
を
春
き
運
京
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
､
天
平
期
に
お
い
て
は
正

税
譲
稲

(出
挙
利
稲
)
の

一
部
が
そ
れ
に
充
て
ら
れ
た
｡
そ
う
し
た
変
更
が
い
つ
頃
､
何
故
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
､
そ
の
こ

と
を
物
語
る
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
､
春
米
が
郡
稲
で
は
な
-
正
税
の
出
挙
利
稲
か
ら
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
｡

即
ち
田
租
も
出
挙
利
稲
も
と
も
に
正
税
の
収
入
源
で
あ

っ
た
が
､
田
粗
穀
は
和
銅
元
年
に
不
動
倉
が
設
置
さ
れ

㈹
て
か
ら
は

t
定
]出
が

国
貯
と
し
て
永
年
正
倉
内
に
貯
蓄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
不
動
穀
は
原
則
と
し
て
使
用
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
地
方
財
源
と
し
て

収
納
さ
れ
た
田
租
穀
は
そ
の
分
だ
け
使
用
価
値
が
減
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
従

っ
て
そ
れ
を
補
充
す
る
た
め
に
､
こ
れ
ま
で
田
租
と

し
て
国
街
に
収
納
す
る
前
に
あ
ら
か
じ
め
割
き
取
ら
れ
て
い
た
春
米
分
を
国
街
に
収
納
せ
し
め
'
そ
の
春
米
を
も
う

一
つ
の
収
入
源
で

あ
る
出
挙
利
稲
を
以

っ
て
充

つ
こ
と
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
｡
㈱

い
ず
れ
に
し
て
も
賦
役
令
集
解
調
唐
物
条
古
記
に
ひ
-
民
部
省
式
に
よ
っ
て
､
す
で
に
奈
良
時
代
に
諸
国
の
遠
近
国
の
分
類
が
存
在
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し
た
こ
と
が
知
ら
れ
､
ま
た
賦
役
令
集
解
封
戸
条
の
古
記
に
は
､

問
､
其
租

一
分
給
.主
､
若
為
処
分
｡
答
､
運
二春
米
高

著
米
送
､
遠
国
者
販
二売
軽
貨
亮

給
耳
｡

と
あ
る
こ
と
か
ら
､
古
記
の
成
立
し
た
と
さ
れ
る
天
平
十

一
年
頃
に
は
春
米
の
運
京
国
が
定
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
｡
こ
れ

は
天
平
期
に
お
い
て
明
ら
か
に
年
料
春
米
を
出
さ
な
か
っ
た
国
と
し
て
､
和
泉
監
､
隠
岐

･
長
門

･
摂
津

･
出
雲

･
淡
路
等
の
国
が
正

税
帳
､
計
会
帳
に
よ
っ
て
は
ぽ
推
定
で
き
る

糾
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
天
平
期
の
年
料
春
米
制
が

｢延
喜
民
部
式
｣

の
年
料
春
米
と
し
て
定
着
す
る
朋
の
で
あ
る
が
､
そ
の
間
多
少
の
変
遷
が
あ
っ
た
o
ま
ず
春
米
国
で
あ
る
が
､
貞
観
四
年
九
月
二
十
二

日
太
政
官
符

朋
に
引
用
さ
れ
た

｢民
部
省
式
｣
(『弘
仁
式
』
)
に
は
､
r延
書
式
J
に
定
め
る
春
米
国
の
う
ち
､
加
賀

･
備
中

･
備
後

･

安
芸

･
伊
予

･
土
佐
の
国
が
み
え
て
い
な
い
｡
加
賀
国
の
立
国
は
弘
仁
十
四
年

伽
で
､
｢弘
仁
格
式
｣
の
編
纂

郎
後
で
あ
る
か
ら
､
そ
れ

は
と
も
か
-
､
他
の
五
カ
国
は

『延
書
式
』
に
よ
れ
ば
八
月
三
十
日
以
前
の
運
京
期
限
の
国
の
み
で
あ
る
｡
従

っ
て
右
の
貞
観
四
年
官

符
は

｢民
部
省
式
｣
と
引
用
す
る
際
､
｢備
中

･
備
後

･
安
芸

･
伊
予

･
土
佐
八
月
州
日
以
前
｣
と
い
う
部
分
を
書
き
お
と
し
た
と
す
る

見
方
も
あ
る
｡
し
か
し
官
符
が
民
部
省
式
引
用
の
際
の
単
純
な
ミ
ス
と
考
え
る
の
は
い
さ
さ
か
早
計
の
感
は
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
｡
こ
の

場
合
は
も
と
も
と

｢民
部
省
式
｣
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
､
当
時
の
年
料
春
米
国
に
は
右
の
六
国
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
｡
次
に

『延
書
式
』
の
年
料
春
米
に
は
白
米

･
精
米

･
黒
米
の
三
種
類
が
あ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
用
途
に
従
っ
て
大

炊
寮

･
民
部
省

･
内
蔵
寮
に
送
ら
れ
て
い
る
が
､
天
平
期
の
場
合
は
そ
れ
と
は
若
干
事
情
が
異
な
る
｡
例
え
ば
越
前
国
は
正
税
帳
と
郡

稲
帳
の
双
方
が
残
存
し
て
い
る
が
､
白
米
は
正
税
か
ら
精
米
は
郡
稲
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が

『延
書
式
』
に
み
え
る
内
蔵

寮

へ
の
異
米
は
み
え
な
い
｡
ま
た
官
稲
混
合
後
の
尾
張
国
正
税
帳
に
は
年
料
春
白
米
は
み
え
る
が
､
精
米
は
な
-
､
か
わ
り
に

｢納
大

炊
寮
酒
料
赤
米
｣
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
木
簡
に
は
正
税
帳
か
ら
確
認
さ
れ
る
国
以
外
の
春
米
の
事
例
が
知
ら
れ
る
が
､
そ
れ
に
は
備
前

国
邑
久
郡
の
黒
米
の
記
載
が
み
え

『延
書
式
』
の
規
定
と

t
致
し
て
い
る
｡
し
か
し
春
米
記
載
木
簡
の
ほ
と
ん
ど
は
白
米
で
あ
る
｡
伽
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さ
て
こ
の
春
米
の
制
も
調
庸
の
場
合
と
同
様
､
八
世
紀
後
半
か
ら
雑
米
末
進
と
い
う
現
象
の
中
で
動
揺
が
み
ら
れ
る
｡
そ
の
雑
米
末

進
に
対
す
る
律
令
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
は
佐
藤
信
氏
の

｢雑
米
末
進
に
み
る
律
令
財
政
変
質
の

t
考
察
｣

即
に
詳
細
に
跡
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
そ
れ
に
譲
り
､
こ
こ
で
は
春
米
の
未
進
に
関
連
し
て
そ
の
用
途
で
あ
る
月
横
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
｡

｢類
衆
三
代
格
』
巻
十
五
に
次
の
よ
う
な
官
符
が
あ
る
｡

太
政
官
符

応
レ割
二置
田
四
千
町
盲

詣

山

城
国
八
百
町

大
和
国
千
二
百
町

河
内
国
八
百
町

和
泉
国
四
百
町

摂
津
国
八
百
町

右
正
三
位
行
中
納
言
兼
民
部
卿
藤
原
朝
臣
冬
緒
奏
状
俺
､
近
代
以
来

一
年
例
用
位
禄
王
禄
､
准
穀
十
七
万
余
料
｡
又
京
庫
未
レ行
哀

服
月
頼
1'
必
給
二外
国
1､
其
数
亦
多
｡
並
是
正
税
用
尽
終
行
二不
動
1｡
当
今
年
中
所
し用
州
五
六
万
射
､
況
亦
有
損
之
年
多
費
二不

動
i.

仲
田
散
二班
於
人
一者
､
口
分
為
し之
不
し鏡
｡
混
二人
於
公
l者
､
国
用
由
レ是
可
レ給
.
童

話
､
依
レ件
割
置
､
若
獲
稲
若
地
子
､
2
8.夷

便

宜
1'
以
支
こ公
用
竜

｡
従
二
位
行
大
納

言
兼
左
近
衛
大
将
陸
奥
出
羽
按
察
便
源
朝
臣
多
宣
､
奉
レ勅
､
依
レ請
｡

元
慶
三
年
十
二
月
四
日

こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
､
元
慶
宮
田
の
設
置
を
制
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
､
元
慶
宮
田
設
置
の
理
由
と
し

て
､
近
代
以
来

一
年
間
の
例
用
の
位
禄
'
王
禄
を
穀
に
換
算
す
る
と
十
七
万
余
料
で
'
ま
た
衣
服
､
月
糎
も
京
庫
で
行
な
わ
ず
に
必
ず

外
国
で
支
給
し
て
お
り
'
そ
の
数
も
多
い
.
そ
の
た
め
諸
国
の
正
税
は
尽
き
て
し
ま
い
､
つ
い
に
不
動
穀
を
充
用
す
る
に
至
っ
て
い
る
｡
朋

こ
れ
ら

1
年
間
の
使
用
量
は
三
五

･
六
万
斜
に
の
ぼ
っ
て
お
り
､
特
に
有
損
の
年
に
は
多
-
の
不
動
穀
を
費
消
し
て
い
る
､
と
述
べ
て
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い
る
点
で
あ
る
｡
す
べ
て
の
宮
人
の
位
禄

･
季
禄
が
当
時
外
国
に
お
い
て
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
後
述
す
る
が
､
こ
こ
で
は
と
り
あ

え
ず
月
糎
も
京
庫
で
は
支
給
で
き
ず
必
ず
外
国
で
給
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
た
い
｡
月
糎
と
は
月
料
と
も
い
い
､
本
来
は
親

王
及
び
大
臣
以
下
職
事
官
か
ら
維
色
人
等
に
支
給
さ
れ
る
食
料
の
こ
と
で
あ
る
｡
後
に
は
要
劇
料

･
番
上
板
と
同
質
化
し
､
三
者
を
混

同
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
､
桝

田
令
集
解
田
租
条
の
古
記
等
に
は
前
述
の
如
-
'
年
料
春
米
が
大
炊
寮

へ
送
ら
れ
て

｢諸
司

常
食
｣
に
充
て
ら
れ
る
と
み
え
て
い
る
の
で
､
月
料
の
そ
も
そ
も
の
財
源
は
年
料
春
米
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て
弘
仁
十

一
年
八
月
十
六
日

の
太
政
官
符

伽
に

｢登

別
之
例
､
供
御
井
春
宮
坊
御
料
及
親
王
己
下
月
料
､
諸
司
毎
月
中
二於
弁
官
F'
々
即
下
レ符
､
依
レ例
令
.ノ充
｣
と
あ

る
よ
う
に
､
毎
月
諸
司
は
月
料
を
弁
官
に
申
請
し
､
弁
官
は
符
を
下
し
て
宮
内
省
の
大
炊
寮
か
ら
支
給
を
う
け
て
い
た
の
で
あ
る
｡
と

こ
ろ
が
こ
の
月
積
が
､
元
慶
三
年
の
時
点
で
は

｢近
代
以
来
｣
京
庫
で
支
給
で
き
ず
外
国
に
お
い
て
給
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

近
代
以
来
と
い
う
の
は
い
つ
頃
ま
で
遡
ぼ
り
う
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
'
承
和
十
三
年
十
月
五
日
太
政
官
符

作
に
は
次
の
如
-
あ

る
｡

応
レ罷
.ノ輸
二勝
載
料
米
毒

右
得
二左
兵
衛
府
解
1借
､
頃
年
府
糎
被
レ行
二線
海
之
国
一｡
而
依
二件
例
香
レ輸
]簡
載
融

別
五
合
､
有
レ限
之
模
EE
Iレ嘉
而
開
｡
望
請
､

永
被
ン免
レ輸
.
謹
話
二宮
裁
竜

.
左
大
臣
宣
､
依
ン請
､
自
余
諸
司
所
レ運
米
亦
声

准
レ此
｡

即
ち
'
頃

年

左
兵
衛
府
の
根
は
緑
海
国
に
お
い
て
支

給
さ
れ
て
い
る
が

､

勝
載
料

僻
と
し
て

l
料
に
つ
き
五
合
の
割
合
で
徴
収
さ
れ

て
し
ま
う
た
め
､
限
り
あ
る
支
給
量
が
欠
け
て
し
ま
う
､
そ
こ
で
こ
れ
を
免
じ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
左
兵
衛
府
の
解
が
認
め
ら
れ
､

自
余
の
諸
司
の
場
合
も
こ
れ
に
准
ず
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
こ
に
い
う

｢府
糎
｣
が
左
兵
衛
府
の
月
積
を
指

し
て
い
る
こ
と
は

す
で
に
加
藤
友
康
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
､
㈱

右
の
史
料
は
目
板
が
外
国
､
と
り
わ
け
縁
海
国
に
お
い
て
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
｡
｢頃
年
｣
と
あ
る
の
で
実
際
は
承
和
十
三
年
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
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目
板
が
外
国
で
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
年
料
春
米
の
末
進
の
問
題
が
あ

っ
た
｡
即
ち
未
進
に
よ
っ
て
中
央
に
お
い
て
は

定
期
的
に
支
給
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
た
め
に
､
運
京
の
過
程
を
省
略
し
現
地
で
支
給
す
る
方
策
が
講
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
従

っ

て
こ
れ
に
よ
っ
て
少
な
-
と
も
年
料
春
米
の
未
進
､
月
頼
支
給
の
問
題
は
解
消
し
た
よ
う
に
み
え
た
が
､
新
た
に
不
動
穀
費
消
の

1
要

因
を
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
.
元
慶
宮
田
は
月
頼
及
び
位
禄

･
王
禄

･
衣
服
等
の
経
費
が
地
方
財
政
を
圧
迫
し
､
｢
国
家
貯
積
｣
伽

と
さ
れ
た
不
動
穀
に
手
を
つ
け
､
こ
れ
を
減
少
せ
し
め
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
､
諸
府
不
動
穀
の
減
少
を
-
い
と
め
る
た
め
に
設
置
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
､
ま
も
な
く
諸
司
の
要
劇
井
番
上
糎
に
充

つ
た
め
諸
司
田
と
し
て
分
割
さ
れ
て
い
っ
た
.
仰

結
局
は
目
板

(月
料

･

要
劇
料

･
番
上
根
)
の
財
源
と
し
て
の
み
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
年
料
春
米
の
制
が
全
-
骨
抜
き

に
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
.
寛
平
六
年
八
月
四
日
太
政
官
符

伽
に
よ
れ
ば
､
｢
日
者
大
炊
康
院
数
申
レ無
レ庫
､
尋

真

由
緒
.'
誠
緑
t呆
進

､

凡
年
料
白
米
者
､
以
二大
税
利
稲
､
諸
国
春
進
､

一
年
応
レ納
二万
八
千
石
へ

而
或
年
見
納
六
七
千
石

､
或

年
後
八
九
千
石
'
然
則
既
欠
二三

分
之

三

何
支
二百
僚
之
用
一｣
と
あ
り
､
こ
の
頃

｢
百
僚

之
用
｣
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
に
未
進
は
深
刻
に
な

っ
て
い
た
が
､

そ
れ
で
も
年
料
春
米
の
中
央
財
源
と
し
て
の

〓
正
の
役
割
は
失
な
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

0

年
料
粗
春
米

｢延
書
民
郡
式
｣
に
よ
る
と
､
年
料
租
春
米
国
と
し
て
第
八
表
に
示
し
た
国
を
掲
げ
た
後
､

右
十
八
国
以
二租
穀
内
奏

収
｡
随

膏
符
到
蓮

之
｡
其
精
代
運
賃
用
二正
税
1'
不
ン聴
妄

為
レ
頴
閥
丁本
也
｡

と
あ
る
｡
同
じ
道
京
春
米
で
も
年
料
春
米
が
延
書
民
部
式
に

｢
以
二正
税
呑

運
｣
と
あ

り
､
厳
密
に
い
う

な
ら
ば
正
税
頴
稲
を
春

い
て
毎

年
進
上
さ
れ
た
の
に
対
し
'
こ
れ
は
租
穀
を
春
き
､
官
符
の
到
る
に
随

っ
て
進
上
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
田
租
を
春
米
に
し
て
進
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上
す
る
と
い
う
の
は
田
令
田
租
条

に
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
精
代
が
正
税
か
ら
支
出
さ
れ
る
と
あ
る
の
で
､
収
納
さ
れ
た
田
粗
穀

を
出
し
て
き
て
農
民
を
徴
発
し
て
調
製
せ
し
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
､

こ
の
点
が
根
本
的
に
相
違
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
仰

年
料
粗
春
米
国
を
み
る
と
多
-
は
年
料
春
米
国
と
重
複
し
て
い
る
｡
年
料
春
米
国
で
年
料
租
春
米
を
除
か
れ
た
の
は
伊
勢

･
丹
後

･

但
馬

･
因
幡

･
紀
伊
等
の
国
で
あ
る
が
､
こ
れ
ら
の
国
は
年
料
春
米

の
負
担
量
も
比
較
的
少
な
い
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
､

本
来
国
の
財
力
が
必
ず
し
も
大
き
-
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
近
国
と
い
う
地
理
的
条
件
の
み
に
よ

っ
て
年
料
春
米
の
進
上
を
義
務
づ

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
､
そ
う
し
た
事
情
を
考
慮
し
て
年
料
租
春
米
国
か
ら
は
除
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
㈲

延
書
十

一
年
二
月
二
十
五

日
に
民
部
省
に
下
さ
れ
た
太
政
官
符

朋
に
よ
る
と
､
｢
田
租
春
米
之
国
､
同
十
年
六
月
十
九
日
改
定
己
畢
｣
と
あ
り
､
延
書
十
年
に
田
租

春
米
国
の
改
定
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
｢延
書
民
部
式
｣
に
み
え
る
租
春
米
国
は
こ
の
時
の
改
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し

そ
の
改
定
は
そ
れ
程
大
幅
な
も
の
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
延
書
十
年
以
前

の
粗
春
米
国
を
知
る
上
で
唯

一
の
手
が
か
り
と
な
る
の

は
次
の
太
政
官
符

即
で
あ
る
｡

太
政
官
符

応
レ禁
二止
田
粗
徴
り頴
事

参
河

遠
江

近
江

美
濃

若
狭

越
前

加
賀

丹
波

播
磨

美
作

備
前

備
中

備
後

伊
予

讃
岐

土
佐

右
式
云
'
国
内
官
稲
数
少
､
出
挙
雑
用
不
レ足
者
､
預
前
申
レ官
､
聴
こ当
年
粗
収
r
頴
｡
諸
封
戸
租
亦
聴
レ収
レ頴
者
.
諸
国
滴
下出
挙
雑

用
不
し足
以
収
レ
頴
者
､
先
申
二
其
状
一随
レ裁
収

ヒ之
｡
而
見
.武

文

･､
糎
称
レ徴
レ頴
､
不
レ行
二大
頼
一.
無
.
兎

.封
租
一､
其
尤
甚
者
不
レ労
二
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言
上
.O
妻
然
平
居
､
錐
加

二謹
責
高

三
申
請
､
変
事
不
レ獲
レ巳
､
開
二不
動
倉
石

.天
頼
料
l'
以
二正
税
穀
衰

育
租
代

..
公
損
之
甚

莫
レ過
二於
些

o
左
大
臣
宣
､
奉
ノ勅
､
宜
下仰
二件
等
国
別

加
中制
止
㍉
若
妄
称
レ徴
レ頴
､
不
行

.本
色
盲

､
処
二之
重
料
T'
不
二曽
寛
軍

｡

延
書
二
年
三
月
十
三
日

即
ち
､
諸
国
は
出
挙
雑
用
の
不
足
を
理
由
に
轍
-
田
粗
を
頴
で
徴
収
す
る
た
め
､
大
桶
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
ず
､
ま
た
封
租
を
確

保
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
が
､
こ
の
こ
と
を
謹
責
す
る
と
'
不
動
倉
を
も
っ
て
大
積
料
と
し
､
正
税
穀
を
も
っ
て
封
租
代

と
す
る
の
で
､
こ
こ
に
掲
げ
た
国
々
の
田
粗
は
以
後
頴
で
徴
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
し
て
い
る
｡
田
租
が
頴
で
徴
収
さ
れ
る
と
大
根

を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
従
来
通
り
穀
で
徴
せ
よ
と
さ
れ
た
国
々
は
､
尾
張
と
安
芸
の
二
国
を
除
い
て

｢
延
書
民
部
式
｣
の
年

料
租
春
米
国
と
全
-

一
致
す
る
｡
こ
れ
が
年
料
租
春
米
の
実
施
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
薗
田
香
融
氏
が
指
摘
さ
れ
た

∽
通
り

で
あ
る
｡
従

っ
て
延
書
十
年
の
改
定
と
い
っ
て
も
従
来
の
指
定
国
に
尾
張
と
安
芸
の
二
国
を
追
加
す
る
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
だ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
な
お
薗
田
氏
は
こ
れ
を
も
っ
て
年
料
租
春
米
の
史
料
の
上
の
上
限
と
さ
れ
た
が
､
そ
の
後
早
川
庄
八
氏
に

よ
っ
て
､
『類
衆
三
代
格
』
巻
十
四
の
寛
平
十
年
二
月
二
十
七
日
太
政
官
符
に
｢諸
司
粗
春
大
榎
｣
と
み
え
る
こ
と
か
ら
､
更
に
こ
の
時
点

ま
で
遡
ぼ
り
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
即

｢延
書
民
部
式
｣
に
は
年
料
粗
春
米
の
用
途
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
､
前
掲
の
延
書
二
年
の
官
符
か
ら
そ
れ
が
大
桶
に
充
用
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
大
横
と
は
､

1
椴
に
大
根
申
請
文
書
と
称
せ
ら
れ
る
天
平
十
七
年
度
の

t
群
の
文
書

朋
か
ら
知
ら

れ
る
よ
う
に
､
中
央
官
衛
に
働
-
下
級
宮
人

(匠
と
丁
)
に
支
給
さ
れ
る
毎
月
の
給
与
で
､
各
省
が

t
括
し
て
民
部
省
に
申
請
し
､
各

宮
司
の
仕
丁
な
い
し
は
便
部
等
が
直
接
民
部
省
に
出
向
い
て
大
損
を
う
け
と
り
､
㈲

宮
司
内
で
配
分
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡
朋

と
こ
ろ
で
民
部
省

へ
輸
納
さ
れ
た
稲
は
年
料
春
米
で
は
な
-
'
本
来
は
庸
米
で
あ
っ
た
か
ら
､
大
横
に
は
当
初
は
庸
米
が
充
て
ら
れ

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
早
川
庄
八
氏
は
天
平
十
七
年
の
大
横
申
請
文
書
よ
り
推
計
し
た

一
年
間
の
大
椴
の
量
が

｢延
喜
民
部
式
｣
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の
年
料
粗
春
米
の
総
計
と
近
似
し
､
ま
た

｢随
.膏
符
到
蓮

之
｣
と
あ
り
な
が
ら
そ
の
名
称
に

｢
年
料
｣
の
語
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
､
庸
米
の
輸
納
は
実
際
は
ほ
と
ん
ど
無
き
に
等
し
-
､
予
想
さ
れ
る

1
年
間
の
大
頼
必
要
額
を
年
料
粗
春
米
と
し
て

1
八
カ
国
に

プ
ー
ル
さ
せ
､
庸
米
の
輸
納
堂
と
に
ら
み
あ
わ
せ
て
そ
の
不
足
分
を
送
納
せ
し
め
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
が
年
料
租
春
米

制
で
あ
り
､
天
平
九
年
但
馬
国
正
税
帳
に

｢副
庸
進
春
米
壱
伯
掛
売
稲
弐
作
東
｣
と
あ
る
記
事
か
ら
'
そ
の
租
型
は
奈
良
時
代
ま
で
遡

ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
へ
と
き
わ
め
て
注
目
さ
れ
る
見
解
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
｡
耶

青
木
和
夫
氏
も
､
天
平
八
年
摂
津
国
正
税
帳
に
､

役
民
料
酒
弐
拾
射
占

(¶大
古
』
二
ノ
九
貢
)

天
平
九
年
和
泉
監
正
税
帳
に
､

難
波
宮
雇
民
頼
米
弐
拾
弐
射
料
稲
錬
伯
錘
拾
束

(『大
古
』
二
ノ
七
六
頁
)

同
年
但
馬
国
正
税
帳
に
､

造
難
波
宮
司
雇
民
食
鯖
伍
料
'
運
担
夫
弐
拾
別
人

(¶大
古
』
二
ノ
六
五
貢
)

と
'
難
波
宮
造
営
に
関
わ
る
雇
役
民
の
食
料
'
酒
料
に
諸
国
正
税
が
充
て
ら
れ
て
い
る
記
事
が
み
え
る
が
､
こ
の
よ
う
に
本
来
庸
の
中

か
ら
支
弁
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
正
税
に
よ
っ
て
い
る
の
は
､
こ
の
頃
か
ら
す
で
に
庸
が
不
足
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
ふ

し
か
し
天
平
期
の
こ
う
し
た
記
事
よ
り
唐
の
慢
性
的
な
不
足
の
事
態
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
o
こ
の
時
期

庸
が
不
足
の
事
態
に
陥

っ
た
の
は
難
波
宮
造
営
と
い
う
臨
時
事
業
の
た
め
に
雇
役
が
増
大
し
た
た
め
で
あ
り
､
少
な
-
と
も
当
時
は

1

時
的
な
現
象
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
確
か
に
八
世
紀
後
半
以
降
に
な
る
と
､
庸
米
も
未
進
等
に
よ
り
､
民
部
省
の

財
源
と
し
て
そ
の
絶
対
量
が
不
足
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡
し
か
し
そ
の
こ
と
は
年
料
春
米
の
場
合
で
も
同
様
で
あ
っ
た
｡
大
同

四
年
七
月
乙
巳
朔
の
山
陽
道
観
察
使
藤
原
朝
臣
園
人
の
奏
言

朋
に
は
､
｢伏
望
､
大
同
元
年
以
来
調
庸
雑
米
等
未
進
者
'
官
用
有
レ限
､
支

料
難
レ支
､
並
頓
下依
.敷

催
進
L
と
み
え
､
前
掲
の
寛
平
六
年
八
月
四
日
の
太
政
官
符
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
｡
こ

う
い
う

239



律令地方財政の一考察

状
態
で
あ
っ
て
み
れ
ば
､
庸
米
が
全
-
無
さ
に
等
し
い
と
い
っ
て
､
諸
国
の
田
粗
穀
を
春
米
に
し
て
進
上
せ
し
め
る
策
を
講
ず
れ
ば
､

そ
の
分
を
全
面
的
に
補
填
で
き
る
と
律
令
政
府
が
期
待
し
た
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
や
は
り
庸
米
未
進
､
及
び
雇
役
の
増

大
に
よ
る
絶
対
量
の
不
足
を
補
な
う
た
め
､
即
ち
庸
米
制
を
補
充
す
る
制
度
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
が
年
料
租
春
米
で
は
な
か
っ
た
か

と
思
う
の
で
あ
る
｡

8

年
料
別
納
租
穀

｢延

書
民
部
式
｣
に
よ
れ
ば
､
年
料
別
納
租
穀
は
第
八
表
に
み
る
如
き
国
名
を
掲
げ
､

右
廿
五
国
各
別
納
租
穀
内
､
随
二宮
符
到
一､
充
二位
禄
､
季
禄
､
衣
服
等
料
｡

と
あ
る
.
『政
事
要
略
l
に
は
こ
の
後
に
､
更
に

｢依
二延
書
七
年
十

l
月
十
三
日
官
符
一､
始
定
二件
別
納
租
穀
一.
其
数
頗
有
二増
減
FJ
と

い
う
記
事
が
み
え
る
｡
従

っ
て
年
納
別
納
租
穀
は
延
喜
七
年
十

一
月
十
三
日
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
､
指
定
さ
れ
た
二
十
五
カ
国
に
お

い
て
官
符
到
る
に
随

っ
て
位
禄
'
季
禄
､
衣
服
等
を
支
給
す
る
が
､
支
給
対
象
者
の
関
係
も
あ

っ
て
諸
国
の
別
納
租
穀
の
数
=空
は
必
ず

し
も

〓
疋
せ
ず
増
減
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
従
来
の
中
央
経
費
に
対
し
正
税
の
租
穀
が
用
い
ら
れ
る
点
は
年
料
粗
春
米
と
共
通
す
る

が
､
両
者
が
根
本
的
に
異
な
る
の
は
'
年
料
租
春
米
が
運
京
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
年
料
別
納
租
穀
は
現
地
に
お
い
て
支

給
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡
従

っ
て
輸
送
の
便
は
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
主
と
し
て
中

･
遠
国
が
負
担
国
と
な
っ
て

い
る
｡
仰
但
し

｢延
喜
主
税
式
｣
に
よ
る
と
､

凡
五
位
己
上
位
禄
､
給
二諸
国
竜

'
東
海
道
駿
河
以
東
､
東
山
道
信
濃
以
東
､
北
陸
道
能
登
以
北
､
山
陰
道
伯
曹
以
西
､
給
二運
賃
1｡

自
余
諸
国
及
在
国
司
者
､
不
レ在

二此
限
｢
｡

と
あ
り
､
東
海
道
の
伊
豆

･
甲
斐

･
相
模

･
武
蔵

･
上
総

･
常
陸
の
国
､
東
山
道
の
上
野

･
北
海
道
の
越
中

･
越
後
の
国
､
山
陰
道
の
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出
雲

･
石
見
の
国
は
位
禄
と
は
別
に
運
賃
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
｡

と
こ
ろ
で
位
禄

･
季
禄
等
が
外
国
に
お
い
て
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
意
外
に
早
-
'
『続
日
本
紀
』
神
亀
五
年
四
月
辛
巳
条

に
'

太
政
官
奏
日
､
(中
略
)
又
諸
国
司
言
､
遷
し調
行
程
遥
遠
､
百
姓
労
弊
極
多
｡
望
請
､
外
位
位
禄
､
割
二留
入
京
之
物
L'
便
齢

包

土

者
1｡
臣
等
商
畢

並
依
ン所
嶺

O
伏
聴
二天
裁
｢

奏
可
之
｡

是
時
'
諸
国
郡
司
及
隼
人
等
選

外

五
億
二､
並
以
二位
禄
.便
給
二当
土
も

o

と
あ
る
｡
こ
れ
は
貢
調
の
疲
弊
を
緩
和
す
る
た
め
に
､
特
に
外
国
に
あ
る
外
五
位
の
者
に
対
し
て
と
ら
れ
た
措
置
で
あ

っ
た
｡
し
か
し

天
平
神
護
三
年
正
月
二
十
八
日
勅

刷
に
は

勅
､
大
事
陸
奥
出
羽
等
官
人
位
禄
者
､
自
今
以
後
､
宜
下
改
二先
格
一､
准
二諸
国
例
1､
給
中於
当
所
ヒ｡
若
有
二純
布
等
類
｢
従
廟

便
給
｡

但
五
畿
内
者
正
税
減
少
､
所
′用
過
多
､
宜
下准
二内
宮
一給

二京
庸
一｡

と
あ
り
､
こ
の
頃
に
な
る
と
す
で
に
諸
国
司
の
位
禄
は
当
土
に
お
い
て
正
税
を
も
っ
て
支
給
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
､
大
軍
府
及
び

陸
奥
､
出
羽
の
宮
人
の
位
禄
も
同
様
に
当
所
に
お
い
て
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
位
禄
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
い

る
が
､
神
護
景
雲
二
年
七
月
二
十
八
日
官
符

伽
に
よ
れ
ば
､

得
南

解
.侭
､
五
位
国
司
及
帯
レ国
諸
司
宮
人
等
軟
云
､
所
ン賜
位
禄
井
季
禄
料
春
米
上
レ
京
欲
レ資
二親
族
.者
､
府
検
二辞
状
レ､
不
レ可
レ

不
レ申
｡
仇
前
例
不
レ便
､
更
加
二推
定

l｡
請
二官
裁
竜

｡
官
判
依
レ話
者
0

と
あ
り
､
管
内
諸
国
の
国
司
及
び
国
司
兼
任
の
宮
人
は
位
禄
の
他

に
季
禄
も
当
国
に
お
い
て
春
米
が
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
｡
㈲

『
日
本
紀
略
』
の
弘
仁
八
年
三
月
壬
寅
条
に
は
､

公
卿
奏
日
､
頃
年
之
間
､
水
早
相
続
､
百
姓
農
業
損
害
不
レ少
｡
伏
望
､
省
二臣
下
封
禄
一､
暫
助
二国
用
to
年
歳
豊
稔
､
即
復
二
旧
例

1.
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許
レ之
｡

と
あ
り
､
同
弘
仁
十

一
年
十

一
月
某
日
条
に
も

其
弘
仁
八
九
年
間
､
水
早
不
レ
登
'
府
庫
棺
耗
､
因
二公
卿
詳
議
一､
暫
割
二五
位
己
上
封
禄
四
分
之

一
㌧

以
均
二公
用
へ

如
今
五
穀
頗

#
'
支
用
可
レ均
'
宜
も

禄
等

数
復
二之
旧
例
1.

と
同
様
な
記
事
が
み

え
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
水
早
に
あ
っ
て
農
業
が
損
害
を
う
け
た
た
め
､
公
卿
が
詳
議
し
て
五
位
以
上
の
封
禄
を
し

ば
ら
-
の
間
停
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
封
禄

へ
の
支
出
を
抑
え
て
そ
の
分
地
方
経
費
の
支
弁
に
充
て
る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
が
､

そ
の
こ
と
か
ら
も
地
方
財
政
に
お
け
る
封
禄
支
出
の
比
重
の
度
合
い
が
察
せ
ら
れ
る
｡
し
か
し
当
時
は
ま
だ
京
官
の
位
禄
､
季
禄
は
含

ま
れ
て
い
な
い
｡
早
川
庄
八
氏
は
､
禄
物
価
法
が

r弘
仁
式
』
に
は
ま
だ
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
､
『貞
観
式
｣
に
は
そ
の
規
定
が

存
在
し
た
と
思
わ
れ
た
こ
と
を
主
な
理
由
と
し
て
､
京
官
の
位
禄
を
外
国
に
お
い
て
支
給
す
る
こ
と
が

一
般
化
し
た
の
は
､
弘
仁
か
ら

貞
観
に
至
る
九
世
紀
前
葉
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
｡
僻

従

っ
て
こ
れ
以
後
ま
す
ま
す
地
方
財
政
を
圧
迫
し
て
い
っ
た

こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
｡

年
料
別
納
租
穀
は
､
こ
う
し
た
九
世
紀
前
葉
以
降
の
､
京
官
､
外
宮
を
問
わ
ず
位
禄

･
季
禄
を
外
国
で
支
給
し
て
い
た
こ
と
を
前
提

に
し
'
か
つ
地
方
財
政
の
逼
迫
を
打
開
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
年
料
別
納
租
穀
は
従
来
の
慣
行
を
そ

の
ま
ま
制
度
化
し
た
も
の
で
は
な
-
'
支
出
財
源
と
し
て
粗
穀
に
注
目
し
'
国
衝
の

一
般
経
費
と
は
別
に
財
源
を
設
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
｡
｢延
書
主
税
式
｣
の
正
税
帳
の
書
式
の
中
に
は
､
臨
時
用
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
載
が
み
え
る
｡

依
]太
政
官
符
.用
若
干
束

依
衰

年
月
日
符
恵

二某
官
位
姓
名
義

料
若
干
束

絹
若
干
疋
価
若
干
束
露

点
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綿
若
干
屯
価
若
干
束
詣
若

調
布
若
干
端
価
若
干
束
謂
岩

鍬
若
干
口
価
若
干
束
品

名

薗
田
香
融
氏
は
こ
の
正
税
費
目
が
年
料
別
納
租
穀
に
該
当
す
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
御
､

こ
れ
は
絹

･
綿
等
の
禄
物
に
正
税
頴
稲

が
支
出
さ
れ
て
お
り
､
租
穀
を
支
出
す
る
年
料
別
納
粗
穀
そ
の
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
ま
た
村
井
康
彦
氏
は
こ
れ
ら
の
も
の

が
国
衛
で
調
達
さ
れ
､
京
都

へ
送
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
と
さ
れ
る
｡

㈲

し
か
し
前
述
の
如
く
九
世
紀
前
葉
以
降
は
位
禄
は
外
国
で
支
給

さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
れ
も
疑
問
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で

｢延
書
式
｣
収
載
の
正
税
帳
式
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
岡
田
利
文
氏
の
研

究
伽
に
よ
れ
ば
､
そ
れ
は

r弘
仁
式
j
編
纂
段
階
で
作
成
さ
れ
､
以
後
改
訂
も
加
え
ら
れ
な
い
ま
ま

r延
書
式
J
に
そ
の
ま
ま
載
録
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
｡
こ
れ
に
よ
る
と
正
税
帳
式
に
記
載
さ
れ
た
官
符
に
よ
る
位
禄
支
給
に
関
す
る
費
目
は
'
年
料
別
納
租
穀
が

成
立
す
る
以
前
の
状
態
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
も
早
川
氏
の
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
禄
物
価
法
が

『弘
仁
式
』
に

規
定
さ
れ
ず
'
｢弘
仁
式
』
編
纂
段
階
で
は
ま
だ
京
官
の
位
禄
の
外
国
支
給
が

一
般
化
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
と
､
こ
れ
は
外
国
に
あ
る

国
司
及
び
国
司
兼
任
の
宮
人
の
位
禄
を
外
国
に
お
い
て
支
給
す
る
際
の
正
税
の
支
出
の
あ
り
様
を
示
し
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
従

っ
て
当
時
位
禄
の
支
給
に
あ
た
っ
て
は
頴
稲
が
支
出
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
前
述
の
水
草
時
の
措
置
に
み

え
て
い
る
よ
う
に
､
封
禄
を
停
め
る
こ
と
が
即
ち

｢助
二国
用
)

こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
､
位
禄
の
支
給
が
国
衛
の

一
般
経
費

と
同
じ
-
穎
稲
に
よ
っ
て
支
弁
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
年
料
別
納
租
穀
は
'
先
行
す
る
年
料
粗
春
米
の
例
と
ふ
ま
え

て
､
正
税
交
易
雑
物
に
加
え
て
位
禄
等

へ
の
支
出
に
よ
っ
て
､
国
衛
の
公
的
経
費
を
支
え
る
財
源
の
頴
稲
が
窮
乏
し
､
地
方
財
政
が
逼

迫
し
て
い
た
状
態
を
打
開
す
る
た
め
､
穀
稲
に
財
源
を
求
め
た
位
禄

･
季
禄

･
衣
服
等
の
現
地
支
給
を
維
持
す
べ
-
設
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
｡
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以
上
､
中
央
経
費
に
充
て
ら
れ
る
重
貨
の
米
の
地
方
経
費
に
お
け
る
関
わ
り
方
を
み
て
き
た
｡
年
料
春
米
は
､
本
来
田
租
の

t
部
を

米
に
春
い
て
進
上
せ
し
め
る
制
で
あ
っ
た
が
､
後
に
地
方
経
費
に
充
て
ら
れ
る
頴
稲
を
春
-
よ
う
に
変
化
し
､
地
方
経
費
の

t
つ
と
し

て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
し
か
し
こ
れ
が
交
易
雑
物
と
あ
わ
せ
て
地
方
財
源
の
費
消
の
大
き
な
要
因
と
な
り
､
つ
い

に
は

｢国
家
貯
積
｣
と
し
て
鞭
-
用
う
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
不
動
穀
に
ま
で
手
を
つ
け
る
事
態
と
な
っ
て
､
律
令
政
府
は
あ
ら
た

な
対
応
を
迫
ま
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
が
､
不
動
穀
で
も
な
-
､
地
方
経
費
に
充
用
さ
れ
る
頴
稲
で
も
な
く
､

賑
給
等
ご
-
限
ら
れ
た
支
出
に
充
て
ら
れ
て
い
た
動
用
穀
で
あ
っ
た
o
即
ち
こ
の
穀
稲
は
田
租
と
し
て
収
納
さ
れ
た
も
の
で
､
そ
の

一

部
は
不
動
穀
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
､
不
動
穀
が
律
令
国
家
の
要
求
す
る

〓
正
量
を
満
た
し
た
後
は
､
専
ら
動
用

穀
と
し
て
正
倉
内
に
貯
積
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡
律
令
政
府
は
不
動
穀
の
減
少
を
-
い
と
め
る
た
め
､
元
慶
宮
田
を
設
置
す
る

な
ど
､
新
た
な
財
源
の
確
保
を
図

っ
た
が
､
結
局
は
そ
れ
も
十
分
な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
､
再
び
地
方
の
正
税
に
目
を
向
け

地
方
財
政
の
圧
迫
を
抑
え
る
た
め
に
も
､
従
来
と
は
異
な
っ
た
方
法
と
し
て
､
田
租
穀

(動
用
穀
)
を
利
用
し
た
年
料
粗
春
米
制
'
年

料
別
納
租
穀
制
を
設
定
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

お
わ
り
に

以
上
､
地
方
経
費
の
中
の
､
中
央
財
源
と
し
て
充
用
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
沿
革
及
び
内
容
等
を
み
て
き
た
が
､
地

方
財
政
に
お
い
て
中
央
財
源
の
た
め
の
出
費
が
い
か
に
多
い
か
知
ら
れ
よ
う
｡
こ
の
よ
う
な
経
費
は
当
初
は
貢
献
物
や
土
毛
な
ど
の
調

達
費
程
度
で
あ
っ
た
が
､
律
令
制
の
推
移
の
中
で
し
だ
い
に
増
大
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
い
わ
ゆ
る

｢律
令
財
政
の
正
税
依

存
｣
即
の
現
象
は
'
中
央
経
費
の
膨
張
と
調
庸
物
未
進
'
適
期
､
鹿
悪
等
に
よ
る
中
央
財
源
の
動
揺
の
結
果
生
じ
た
も
の
と
は
い
え
､

地
方
財
政
の
中
央
財
政
か
ら
の
非
独
立
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
｡
即
ち
地
方
財
政
'
中
央
財
政
の
区
別
は
､
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
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(第
8
表

)
年
料

春
米
､
年
料
租
春
米
､
年
料
別
納
租
穀

の
輸
貴
国

と
数

量

国
延

書
式

年
料

春
米

年
料

租
春

米
年

料
別

納
租

穀

等
逮

輸
八

臥
延

書
民

部
式

交
延

年
延

延
菩

底
部

式

名
級

近
京

世
圏

紀
仁読

大
炊

寮
内
蔵

寮
民

部
省

香式
書

官
署

符
二

(随
官

符
到

進
)

鶴内
山

城
上

大
和

大

河
内

大

和
泉

下

摂
津

上

東海道
伊

賀
下

近
2
,000

伊
勢

大
〟

○
1
,070

30
○

4
,500

志
摩

下
〟

尾
張

上
〟

(⊃
◎

○
1
,080

20
○

1
,000

参
河

上
〟

㊨
○

700
○

○
1
,000

遠
江

上
中

○
1
,300

駿
河

上
∫/

3
,500

伊
豆

下
∵

1
,500

甲
斐

上
ノ/

3
.500

相
模

上
逮

(中
)

3
.500

武
蔵

大
〟

12
.000

安
房

中
〟

上
総

大
〟

4
,690

下
総

大
〟

14
,000

常
陸

大
〟

12
,000

栄.山追
近

江
大

近
◎

○
1
,200

30
50

500
○

○
2
,000

美
濃

上
∵

◎
○

1
,400

20
20

⊂
)

○
2
,300

飛
騨

下
中

信
濃

上
//

12
,000

上
野

大
te

10
,745

下
野

上
ノ/

ll
,000

陸
奥

大
//

辛
上

//

北陸追
若

狭
中

近
◎

○
200

○
○

800

越
前

大
中

○
◎

○
654

20
50

○
○

1
,300

加
賀

上
〟

○
455

10
･

○
1
,300

能
登

中
〟

4
.000

越
中

上
〟

4
,0
00

越
後

上
退

7
,000

佐
渡

辛
〟

山陰道
丹

波
上

近
◎

○
500

26
20

C
○

1
.000

丹
後

中
〟

◎
○

500
○

○
908

但
馬

上
〟

○
◎

○
500

○
2
,009

因
幡

上
ノノ

○
400

○
2
,500

伯
者

上
早

◎
4
,640

出
等

上
〟

4
,500

石
見

中
逮

2
,500

隠
岐

下
+

山陽道
播

磨
大

近
㊨

1
,100

24
40

○
○

2
,000

美
作

上
ノ/

◎
○

1
,100

10
○

C
)

1
,000

備
前

上
//

◎
○

1
,170

20
○

○
2
,000

備
中

上
辛

◎
105

,59
20

○
○

1,000
備

後
上

ノ/
◎

1
,195

,4
35

○
○

1
,000

安
芸

上
逮

600
○

1
,000

周
防

上
//

○
長

門
中

//
2
,037

南海道
紀

伊
上

近
○

○
200

○
3
,100

淡
路

下
//

1
,600

阿
波

上
辛

(近
)

◎
欝

岐
上

〟
(近

)
◎

○
1
,400

30
○

○
2
,000

伊
予

上
逮

(辛
)

◎
1
,400

2
0

○
○

2
,000

土
佐

中
〟

400
○

○
5
00

西海遇
筑

前
上

ユ墨

筑
後

上
〟

○
く府

へ
)

豊
前

上
〟

豊
後

上
//

○
〈府

へ
)

E
巴

前
上

∫/

肥
後

大
ノ/

日
向

申
〟

大
隅

中
ノ/

薩
摩

中
〟

辛
下

〟

対
馬

下
〟

合
計

2
0
カ

国
15

22
カ

国
16

カ
国

18
カ
国

25
カ
国

註
(1)

単
位

は
射

(2
)

遠
近

の
(

)
は
賦

役
令

集
解

詞
庸

物
条

古
記

所
引

の
民

部
式

に
よ

る
分
類

で
､

延
書

式
と
の
相

違
を
示

す
o

(3)
年

料
春

米
の
箇

所
の

弘
仁

式
と
は
､

貞
観

4
年

9
月
22

日
太

政
官

府
(r須

発
三

代
格

｣
巻
14)

所
引

の
民

部
省

式
を
指

す
.

ま
た

8
世

紀
の
翰

京
国

の

○
は
正

税
帳

､
◎

は
木

簡
に

よ
り
確

認
さ
れ

る
も
の

O
な

お
加

賀
国

の
場

合
は
弘

仁
14

年
の
建

国
で

あ
る
か

ら
､

天
平

2
年

越
前

国
正

税
帳

の
加

賀
郡

の
記

執
､
及

び
天

平
勝

宝
7
歳

9
月
26

日
加

賀
郡

司
鮮

(r大
日
本

古
文

書
J
4
-
79

貢
)

を
も
っ

て
示

し
た

O
(4
)

年
料

租
春

米
の
箇

所
の
延
書

2
年

官
符

と
は
､
｢応

禁
止

田
税

徴
穎

事
｣
を
定

め
た
延
菩

2
年

3
月
13

日
太

政
官

符
(T類

衆
三

代
格
1
巻
15
)
を
指

す
｡



う
に
､
租
税
物
の
軽
重
に
よ
る
､
輸
送
能
力
を
考
慮
し
た
措
置
で
あ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
独
立
運
営
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
い
｡
従

っ

て
律
令
国
家
に
し
て
み
れ
ば
､
地
方
財
政
も
中
央
財
政
も
実
質
的
な
区
別
の
な
い
､
す
べ
て
中
央
の
律
令
政
府
の
機
構
を
支
え
る
財
政

運
営
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
地
方
経
費
と
い
っ
て
も
､
天
平
期
正
税
帳
の
雑
用
費
目
を
み
る
限
り
､
直
接
班
田

農
民
の
再
生
産
に
関
わ
る
も
の
よ
り
も
､
宮
人
の
往
来
の
際
の
給
糎
や
､
国
司
の
部
内
巡
行
費
､
元
日
拝
朝
､
仏
事
な
ど
の
諸
行
事
費
'

年
料
器
佼
費
な
ど
､
中
央
と
の
関
わ
り
の
深
い
も
の
が
多

い
｡
し
か
も
そ
う
し
た
財
源
運
用
に
あ
た
っ
て
は
報
告
を
義
務
づ
け
民
部
省

(
主
税
寮
)
で
監
察
さ
れ
､
ま
た
財
源
を
収
納
し
た
正
倉
の
検
校

伽
も
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
､
地
方
財
政
の
独
立
性
に
疑
問

が
持
た
れ
て
く
る
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
中
央
財
政
の
確
保
が
困
難
と
な
る
に
伴
な
い
､
正
税

へ
の
依
存
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
の
も
､

結
局
の
と
こ
ろ
律
令
政
府
に
と
っ
て
は
､
地
方
財
政
も
中
央
財
政
の

一
環
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る
｡

註

川

喜
田
新
六
氏

｢令
制
下
に
於
け
る
物
資
の
融
通

･
運
用
に
つ
い
て
(上
)
｣
(r史
学
雑
誌
J
四
九
ノ
六
)

仙

窟

日
本
紀
j
(以
下
続
紀
と
略
す
)
神
亀
五
年
四
月
辛
巳
条
に
は
'
｢輸
レ米
之
垂
､
換
二綿
繊
之
軽

｣
と
あ
り
､
ま
た
同
慶
軍

産

閏
正
月
成

午
条
に
も

｢諸
国
庸
中
軽
物
純
系
綿
等
類
｣
と
み
え
る
よ
う
に
'
綿
繊
維
糸
等

は
軽
い
も
の
で
米
は
重
い
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
｡
ま
た
賦
役

令
集
解
封
戸
条
の
古
記
に
は

｢運
二審
米
面

者
米
送
､
遠
国
販
二売
軽
貸
1送
給
耳
｣
と
あ
り
､
物
資
の
軽
重
は
運
送
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
O

脚

俣
野
好
治
氏

｢律
令
中
央
財
政
機
構
の
特
質
に
つ
い
て
酎
謂

岬
誓

佃
納
｣
(rB
i林
J
lハ
三
ノ
六
)､
同
氏
｢律
令
中
央
財
政
の
歴
史
的
特
質
｣

(ruI
本
史
研
究
J
l
三

三
)､
栄
原
永
遠
男
氏

｢律
令
中
央
財
政
と
銭
貨
に
関
す
る
試
論
｣
(フ
社
会
科
〃
芋
研
究
二

1)'
楠
木
謙
周
氏

｢律
令

財
政
研
究
の
一
視
角
｣
(扇

し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』

l
六
二
)､
梅
村
喬
氏

｢律
令
財
政
と
天
皇
祭
紀
)
1
三

五
)
な
ど
｡
な
お
最
近
石
上
英
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1
氏
は
､
こ
う
し
た
律
令
国
家
財
政
の
分
析
視
角
を
総
括
的
に
整
理
す
る
と
と
も
に
､
公
信
用
論
と
い
う
新
た
な
視
角
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る

(｢律
令
体
制
と
分
業
体
系
｣
『日
本
経
済
史
を
学
ぶ
(上
)
』
所
収
)｡

坂
本
太
郎
氏

｢朝
集
使
考
｣
(『日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究
下

制
度
篇
』
所
収
)0

菊
地
英
夫
氏

｢唐
令
復
原
研
究
序
説
｣
(『東
洋
史
研
究
』
三

一
ノ
四
)

大
日
本
古
文
書
』

一
ノ
六
四
五
百
｡

『大
日
本
古
文
書
』

1
ノ
四

1
一
百
｡

『大
日
本
古
文
書
』

1
ノ
六

一
〇
頁
o

『大
日
本
古
文
書
』
二
ノ
六
八
貢
｡

『大
日
本
古
文
書
』
二
/
五
六
百
｡

『大
日
本
古
文
書
』
二
ノ

一
三
八
百
O

『大
日
本
古
文
書
』

一
ノ
六
〇
二
貢
｡

早
川
庄
八
氏

｢天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳
の
研
究
｣
(坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念
会
編

『日
本
古
代
史
論
集
』
下
巻
所
収
)0

『大
日
本
古
文
書
3
二
ノ

1
三
八
頁
｡

大
日
本
古
文
書
』
二
ノ

一
四
八
～
九
百
｡

F大
日
本
古
文
書
3

1
ノ
五
九
七
頁
O

賦
役
令
集
解
貢
献
物
条
の
古
記
は
､
珠
と
玉
の
違
い
に
つ
い
て

｢自
生
日
レ

珠
､
作
成
日
レ玉
｣
と
説
明
し
て
い
る
｡

｢大
日
本
古
文
書
』

一
ノ
五
九
七
百
｡

『大
日
本
古
文
書
』
二
ノ

一
〇
七
貢
｡
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T
九
つ
)

亡nV
▲リ
)

(H日日り】
nXU

汀■n
n
U
FiF

喜
田
新
六
氏

｢調
庸
雑
考
｣
(崩
棚
雛

記
念
論
集
』
所
収
)0

早
川
庄
八
氏

｢律
令
財
政
の
構
造
と
そ
の
変
質
｣
(『
日
本
経
済
史
大
系
-

古
代
』
所
収
)0

浅
香
年
木
氏

r日
本
古
代
手
工
業
史
の
研
究
j
第
二
章
第
二
節

｢律
令
期
に
お
け
る
官
営
工
房
と
在
地
の
手
工
業
生
産
｣

1
〓
ハ
頁
｡

拙
稿

｢大
税
と
郡
稲
の
成
立
に
関
す
る

一
試
論
｣
(『立
正
史
学
』
五
二
)｡

諸
国
貢
献
物
は
か
つ
て
国
造
の
服
属
の
し
る
L
と
し
て
中
央
へ
進
上
し
て
い
た
こ
と
の
遥
制
で
あ
る
こ
と
は
諸
氏
の

一
致
し
て
認
め
る
と
こ
ろ

で
あ
る

(平
野
邦
雄
氏

｢古
代
国
家
に
お
け
る
税
制
と
国
衛
｣
F九
州
工
業
大
学
研
究
報
告

(
人
文

･
社
会
科
学
)』

l
､
奥
野
中
彦
氏

｢交
易
雑

物
制
の
成
立
鮎

諸

i
.S
は
｣
諾

日
本
紀
研
究
=

四
八

･
1
四
九
合
併
号
)｡
し
か
し
支
弁
す
る
財
源
ま
で
遺
制
と
み
る
こ
と
は
で
き
ず
､
あ

-
ま
で
官
稲
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
当
初
か
ら

〓
正
の
財
政
的
価
値
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡

天
平
期
に

｢交
易
雑
物
｣
と
し
て

一
括
し
て
呼
称
さ
れ
た
こ
と
は
み
え
て
い
な
い
が
､
r延
書
式
』
に
い
う

｢交
易
雑
物
｣
制
が
す
で
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡

薗
田
香
融
氏

｢出
挙
鮎

誓

1
J
(岸

本
古
代
財
政
史
の
研
究
』
所
収
)0

村
井
康
彦
氏

『古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
3
第

一
部
第
二
章

｢公
営
田
と
調
庸
制
｣O

奥
野
氏
前
掲
論
文
､
注
伽
｡

中
野
栄
夫
氏

｢
王
朝
国
家
に
お
け
る
収
取
体
系
小
溝

謂

与
｣
(『律
令
制
社
会
解
体
過
程
の
研
究
』
所
収
｡
)

早
川
氏
前
掲
論
文
､
註
鮎
｡

中
西
康
裕
氏

｢交
易
雑
物
に
つ
い
て
｣
(『
ヒ
ス
-
リ
ア
』

10
1)
.

天
平
九
年
和
泉
監
正
税
帳
に
よ
れ
ば
､
当
年
の
輸
租
穀
は
天
平
九
年
八
月
十
三
日
の
恩
勅
に
よ
っ
て
免
ず
と
あ
る
｡
調
の
場
合
も
ほ
ぼ
こ
れ
と

期
を

l
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
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天
平
十
年
筑
後
国
正
税
帳
に
は
､

依
民
部
省
天
平
九
年
十
月
五
日
符
､
寺
家
封
戸
田
粗
代
報
納
壱
仔
玖
伯
壱
拾
捌
束
伍
杷

(¶大
吉
』
二
ノ

一
四
七
頁
)

と
み
え
､
天
平
九
年
十
月
五
日
民
部
省
符
は
寺
神
の
封
戸
を
対
象
と
L
t
免
除
さ
れ
た
租

･
調
を
正
税
に
よ
っ
て
代
納
せ
し
め
る
内
容
の
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

(井
上
辰
雄
氏

｢筑
後
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
｣
F正
税
帳
の
研
究
J
所
収
)o

村
井
氏
前
掲
論
文
､
註
S
.

早
川
氏
前
掲
論
文
､
註

伽.

早
川
庄
八
氏
は
断
定
は
避
け
な
が
ら
も
､
畿
内
に
お
け
る
雑
篠
の
差
発
が
困
難
と
な
っ
た
時
期
に
交
易
に
切
換
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と

推
測
し
て
お
ら
れ

(前
掲
註
21
論
文
)､
ま
た
岩
波
日
本
思
想
大
系

F律
令
)
に
お
い
て
も
､
交
易
雑
器
は
こ
の
令
条
の
変
形
か
と
し
て
い
る

(同

五
九

一
頁
)｡

樽
崎
彰

一
氏

r陶
磁
大
系
5

三
彩
緑
柚
灰
柚
』
九

〇
頁
｡

r大
日
本
古
文
書
J

1
ノ
六

二

頁
O

井
上
辰
雄
氏

｢周
防
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
｣
(F正
税
帳
の
研
究
J
所
収
)O
氏
の
場
合
は
､
延
書
式
に
お
い
て
周
防
国
は
子
午
年
に
貢

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
､
天
平
十
年
は
成
寅
で
あ
る
こ
と
､
ま
た
但
馬
国
は
卯
酉
年
の
貢
上
と
あ
る
が
､
天
平
九
年
は
丁
丑
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
ら
れ
る
｡

賦
役
令
諸
国
貢
献
物
条
に
も
香
薬
が
み
え
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て

芸
F
集
解
l
で
は
穴
説
が

｢香
薬
二
也
｡
凡
称
レ香
皆
足
也
｣
と
す
る
の
み
で

あ
る
が
'
医
疾
令
の
規
定
す
る
も
の
と
は
も
ち
ろ
ん
別
で
あ
る
｡

早
川
氏
前
掲
論
文
､
註
伽
｡

塩
田
陽

責

｢年
料
別
貢
雑
物
制
に
つ
い
て

鵠誹

門

間
｣
(ご

ス
ト
リ
ア
J
五
三
)0
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一.｢.4いhU
㈹(50) (49)(48)伽) (53) (52) (51)

『大
日
本
古
文
書
｣

一
ノ
六
〇
六
貢
｡
こ
れ
が
中
務
省
解
文
で
あ
る
こ
と
は
､
早
川
氏
前
掲
註
㈹
論
文
を
参
照
｡

『大
日
本
古
文
書
｣
二
ノ

一
五
貢
｡

井
上
辰
雄
氏

｢薩
摩
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
｣
(這

税
帳
の
研
究
』
所
収
)､
平
野
邦
雄
氏

｢大
事
府
の
徴
税
機
構
｣
(翫

㌍

鋼
雛

『律

令
国
家
と
貴
族
社
会
』
所
収
)
0

平
野
氏
前
掲
論
文
､
註
脚
｡

塩
田
陽

一
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
､
神
亀
元
年
三
月
二
十
日
格
に
お
い
て
｢除
レ運

調
庸
l外
向
京
担
夫
等
模
食
｣
の
財
源
と
し
て
公
用
稲
が
設
置

さ
れ
て
い
る
の
で
､
そ
れ
以
後
は
そ
の
出
挙
利
稲

(国
儲
)
が
充
用
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る

(塩
田
氏
前
掲
註
42
論
文
)｡
し
か
し
公
用
稲
は
天

平
六
年
に
正
税
に
混
合
さ
れ
た
の
で
天
平
六
年
以
後
は
正
税
か
ら
支
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
天
平
八
年
薩
摩
国
正
税
帳
に
み
え
る

｢運
符
筆

料
鹿
皮
担
夫
｣
へ
の
食
稲
の
支
給
は
そ
れ
を
物
語
る
｡
そ
の
後
若
干
の
曲
折
は
あ
る
が
､
大
同
五
年
以
後
は
正
式
に
正
税
を
充
用
す
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
､
そ
れ
は
延
書
式
ま
で
変
化
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

(拙
稿

｢公
用
稲
と
国
儲
｣
『続
日
本
紀
研
究
』

一
九
七
参
照
)0

『延
暦
交
替
式
b
延
暦
二
十
二
年
二
月
二
十
日
太
政
官
符
所
引
神
亀
元
年
三
月
二
十
日
格
｡

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

早
川
庄
八
氏
は

｢
こ
の
制
度
の
淵
源
を
た
ど
れ
ば
､
租
と
出
挙
の
発
生
と
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
の

一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る

と
思
わ
れ
る
｣
(前
掲
註
21
論
文
)
と
示
唆
的
な
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
､
今
の
と
こ
ろ
氏
の
具
体
的
な
見
解
は
示
さ
れ
て
い
な
い
｡

早
川
氏
前
掲
註
伽
論
文
､
栄
原
永
遠
男
氏

｢海
路
と
舟
運
｣
(『古
代
の
地
方
史
』
2
所
収
)
O

佐
藤
宏

一
氏

｢
〝春
米
運
京
″
に
つ
い
て
(上
)｣
(『続
日
本
紀
研
究
』
三
ノ
十

一
)

『頼
衆
三
代
格
j
巻
十
四
｡

『類
璽

1代
格
J
巻
五
㌧
弘
仁
十
四
年
二
月
三
日
太
政
官
奏
｡
な
お
加
賀
立
国
に
つ
い
て
は
林
陸
朗
氏

｢加
賀
立
国
の
史
的
背
景
｣
(鵬
郎
出
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鰯
讐

日
本
史
学
論
集
』
上
巻
所
収
)
を
参
照
｡

倒

｢弘
仁
格
式
｣
は
弘
仁
十

1
年
四
月
二
十

一
日
に
l
旦
撰
進
さ
れ
た
が
'
そ
の
後
改
正
等
の
編
纂
事
業
は
継
続
さ
れ
､
天
長
七
年
十

1
月
十
七

日
に
至
っ
て
施
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(鎌
田
元

一
氏

｢弘
仁
格
式
の
撰
進
と
施
行
に
つ
い
て
｣
大
阪
歴
史
学
会
編

『古
代
国
家
の
形
成

と
展
開
』
所
収
､
福
井
俊
彦
氏

｢交
替
式
の
研
究
し
第
六
章
第
三
節

｢弘
仁
格
式
の
編
纂
と
交
替
式
｣
)0

㈹

佐
藤
信
氏

｢米
の
輸
貢
制
に
み
る
律
令
財
政
の
特
質
｣
(『文
化
財
論
叢
』
所
収
)
の
第
四
表

｢平
城
宮
木
簡
に
み
え
る
春
米
輸
貢
例
｣
参
照
｡

馴

佐
藤
信
氏

｢雑
米
未
進
に
み
る
律
令
財
政
変
質
の

l
考
察
｣
(山
中
裕
編

『平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学

歴
史
編
』
所
収
).

㈹

r
l二
代
実
録
｣
元
慶
三
年
十
二
月
四
日
己
丑
条
に
は
冬
嗣
の
奏
状
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と

｢当
今
除
こ陸
奥
､
出
羽
及
西
海
道

之
諸
国
1
不
動
約
計

1
千
州
七
万
余
糾
､
就
レ中
緑
海
近
国
､
不
レ出
二
三
百
万
二

と
､
太
政
官
符
に
は
み
え
な
い
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
.

脚

早
川
氏
前
掲
論
文
､
註
伽
O

脚

¶類
衆
三
代
格
l
巻
六
､
斉
衡
三
年
十
月
七
日
太
政
官
符
所
引
｡

仙

F類
衆
三
代
格
3
巷
十
六
O

脚

村
尾
次
郎
氏
は
､
勝
載
料
が
積
載
立
を
基
準
に
し
て
公
私
船
に
賦
課
さ
れ
る

1
種
の
課
税
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る

(¶律
令

財
政
史
の
研
究
』
三
七
九
貢
)｡

脚

加
藤
友
康
氏

｢
日
本
古
代
に
お
け
る
輸
送
に
関
す
る

1
試
論
m
歳

増

川
;,2
分
｣
(慮

始
古
代
社
会
研
究
3
五
)｡

伽

r頼
衆
三
代
格
｣
巻
八
､
貞
観
八
年
十
二
月
八
日
太
政
官
符
O

脚

元
慶
宮
田
及
び
そ
の
諸
司
田
化
に
つ
い
て
は
と
り
あ
え
ず
'
大
塚
徳
郎
氏

r平
安
初
期
政
治
史
研
究
し
第
三
章
第
三
節

｢
元
慶
三
年
設
置
の
宮

田
に
つ
い
て
｣､
村
井
康
彦
氏
前
掲
書
第

表

第
三
章

｢平
安
中
期
の
官
衝
財
政
｣､
林
陸
朗
氏

｢前
期
摂
関
期
に
お
け
る
土
地
政
策
小
舶
踊
糊
…

-
｣
(『上
代
政
治
社
会
の
研
究
』
所
収
)､
佐
藤
宗
詳
氏

ギ

安
前
期
政
治
史
序
説
』
第
六
章

｢平
安
初
期
政
治
の
崩
壊
隔
程
㍊

剛
闇

と
｣､
西
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別
府
元
日
氏

｢
元
慶
宮
田
の
諸
司
田
分
割
を
め
ぐ
っ
て
｣
(韻

棚
開

講

念
論
叢

日
本
編
』
所
収
)
な
ど
を
参
照
｡

『類
衆
符
宣
抄
』
第
八
｡

田
令
田
粗
条
の
流
れ
を
ひ
く
年
料
春
米
の
場
合
は
､
延
暦
十
五
年
十
月
二
十

一
日
太
政
官
符

(F類
衆
三
代
格
』
巻
十
四
)
に
､

応
レ令
レ春
二年
料
白
米
"辛

右
被
二大
納
言
正
三
位
紀
朝
臣
古
佐
美
声

信
､
奉
レ勅
､
如
聞
､
諸
国
所
レ春
年
料
白
米
､
或
以
二
古
稲
元

､
或
便
春
米
納
｡
民
之
声

弊
率
皆
由
レ

是
｡
朝
委
之
情
宣
合
レ如
レ此
o
宜
下収
納
之
日
即

以
二所
レ進
正
税
1AFL
春
.
仮
令
挙
二百
束
一戸
春
二利
十
束
一｡
然
則
百
姓
有
レ
息
物
亦

無

遺
｡

と
あ
り
'
従
来
春
米
の
調
製

方
式
と
し
て
'

一
度
収
納
し
た

穎
稲
を
出
し

て
農
民
に
春
か
せ
る
形
態
と
正
税
利
稲
返
納
時
に
春

米
と
し
て
出
さ
せ

る
形
態
と
が
あ
っ
た
が
､
前
者
は
農
民
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
の
で
弊
を
防
ぐ
た
め
に
も
､
以
後
後
者
に
統

一
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る

(櫛
木
謙
周
氏

｢律
令
制
下
に
お
け
る
米
の
貢
進
に
つ
い
て
｣
｢続
日
本
紀
研
究
｣
二

〇
五
)
｡
延
書
民
郡
式
の
年
料
春
米
に
精

代
の
こ
と
が
規
定
さ
れ
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
｡

伊
勢
国
の
場
合
は
別
に
斎
宮
寮

へ
負
担
の
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
除
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
.
年
料
春
米
壷
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
年
料
粗

春
米
を
負
担
せ
し
め
ら
れ
た
例
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
'
両
者
の
負
担
額
は
比
例
関
係
に
あ
る
の
で
､
年
料
租
春
米
の
負
担
に
あ
た
っ
て
は
国

の
財
力
が

一
応
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
｡

F政
事
要
略
]
巻
五
十
七
｡

r類
衆
三
代
格
l
巻
十
五
｡

薗
田
氏
前
掲
論
文
'
註
伽
｡

早
川
氏
前
掲
論
文
'
註

伽.

こ
の
文
書
に
つ
い
て
は

､山
田
英
雄
氏

｢
天
平
十
七
年
の
文
書
を
め
ぐ
っ
て
｣
(『
日
本
歴
史
』
三
四

二
､
櫛
木
謙
周
氏

｢
天
平
十
七
年
大
楕
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9)(78) (77) (76) (75) (74)(82) (81) (80)

申
請
文
書
に
つ
い
て
の
覚
書
｣
(『古
代
文
化
』
三
十
二
ノ

一
)
が
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
｡

天
平
勝
宝
三
年
六
月

1
日
写
書
所
解

(『大
日
本
古
文
書
』
三
ノ
五

〇
七
頁
)
､
同
年
四
月
五
日
付
写
書
所
解

(『大
日
本
古
文
書
』
十

1
ノ
五

二

〇
頁
)0

俣
野
好
治
氏

｢律
令
中
央
財
政
の
歴
史
的
特
質
｣
(前
掲
､
註
2
)0

早
川
氏
前
掲
論
文
､
註

伽｡

青
木
和
夫
氏

｢雇
役
制
の
成
立
(下
)｣
(『史
学
雑
誌
』
六
七
ノ
四
)
｡

『類
衆
国
史
』
巻
八
十
四

政
理
六
､
免
官
物
｡

な
お
不
審
に
思
わ
れ
る
の
は
､
周
防
国
は
年
料
春
米
､
年
料
租
春
米
､
年
料
別
納
租
穀
の
い
ず
れ
も
負
担
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
O
も
っ
と

も

｢延
書
交
替
式
｣
に
は
年
料
租
春
米
国
に
周
防
の
国
名
も
み
え
て
い
る
が
､
｢延
書
民
部
式
｣
の
記
載
を
と
る
べ
き
で
こ
れ
は
恐
ら
-
誤
記
で

あ
ろ
う
｡
何
故
周
防
国
が
こ
れ
ら
の
負
担
を
ま
ぬ
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
'
こ
れ
に
つ
い
て
明
確
な
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
､
寛
平
八
年
三

月
四
日
大
政
官
符

(『類
衆
三
代
格
』
巻
十
四
)
は
参
考
と
な
ろ
う
｡
即
ち
こ
れ
に
よ
れ
ば
鋳
銭
料
雑
物
は
備
後

･
周
防

･
長
門

･
伊
予

･
筑
前

･

豊
前

･
肥
後
の
七
国
に
交
易
せ
し
め
て
い
た
が
､
以
後
は
周
防
国
の
田
租
穀
六
九

〇
九
糾
九
斗
二
升
の
内
か
ら
割
き
充
つ
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い

る
｡
周
防
国
の
場
合
は
田
粗
穀
が
こ
う
し
た
特
別
の
支
出
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
'
負
担
の
過
重
を
考
慮
し
て
除
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
推
察
さ
れ
る
｡

『類
発
三
代
格
』
巷
六
.

『類
衆
三
代
格
｣
巻
六
､
大
同
四
年
正
月
二
十
六
日
太
政
官
符
所
引
｡

禄
料
と
し
て
春
米
を
支
給
さ
れ
た
か
､
ま
た
は
禄
料
を
春
米
に
し
た
の
か
､
解
釈
上
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
､
こ
こ
で
は
前
者
を
と
っ

て
お
く
｡
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
現
地
に
お
い
て
正
税
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い

(高
橋
崇
氏

『律
令
宮
人
給
与
制
の
研
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究
1
三
八
九
貢
)0

早
川
氏
前
掲
論
文
､
註
伽
.
な
お

¶額
罪
三
代
格
』
巻
十
四
の
貞
観
九
年
四
月
二
十
日
太
政
官
符
に
､

案
二太
政
官
去
貞
観
六
年
五
月
三
日
符
高

'
得
こ
右
京
職
解
]
碍

検
〓案
内
l'
件
義
倉
自
二六
月

t
日
南

輸
レ之
｡
其
未
進
爽
名
十

l
月
移

送
三

省
一､
用
帳
即
来
年
二
月
十
五
日
進
レ官
｡
是
則
当
年
十

一
月
京

庫
給
二位
禄
一時
之
制
也
｡
頃
年
之
例
､
停
し給
こ京

庫
｢
当
年
春
在
レ前
給
二外
国
ご

と
あ
る
の
も
こ
の
こ
と
の

一
傍
証
と
な
ろ
う
｡

薗
田
氏
前
掲
論
文
､
註
伽
｡

村
井
氏
前
掲
書
第

一
部
第
三
章
､
註
個
｡

岡
田
利
文
氏

｢
〝
延
書
式
〟

収
載
の
正
税
帳
書
式
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
｣
(r歴
史
)
四
九
)
0

薗
田
氏
前
掲
論
文
'
註
伽

｡

拙
稿

｢律
令
制
下
の
諸
国
正
倉
検
校
を
め
ぐ
っ
て
｣
(r古
代
文
化
)
三
六
ノ

1
)
｡

二

九
八
三
年
十
月
十
七
日
脱
稿
､

一
九
八
四
年
六
月
二
十
五
日
補
訂
)
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