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日
本
古
代

｜の
大個
宝別
二経
年営
但長
野関
国
百す

籍る
を諸
素間

空題
し
て

は
じ
め
に

一
九
八
0
年
代
か
ら
最
近
に
到
る
ま
で
、
戦
後
歴
史
学
の
科
学
と
し
て
の
あ
り

方
や
そ
』

で
主
張
さ
れ
た
諸
学
説

対
す
る
批
判
的
検
討
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
進

め
ら
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
旧
説
が
見
産
さ
れ
る
こ
と
は

当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
批
判
に
対
し
て
は
必
要
に
応
じ
て
自
ら
の
見
解
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
動
向
の
も
と
で
私
も
い
く
つ
か
の
批
判
を
頂

い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
重
視
し
た
い
の
は
個
別
経
営
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

個
別
経
営
論
は
、
私
に
と
っ
て
日
本
古
代
の
社
会
と
国
家
を
考
え
る
う
え
で
の
キ

ー
ワ
l
ド
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
批
判
に
必
ず
し
も
納
得
し
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
多
く
の
こ
と
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
本
稿
で
は
、
個
別
経
営
論
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
と
、
御
野
国
戸
籍
の
郷
戸
に

お
け
る
親
族
構
成
と
寄
口
の
あ
り
方
を
中
心
に
し
て
、
郷
戸
的
結
合
を
成
り
立
た

せ
て
い
る
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
方
に
つ
い
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
、
そ
れ

と
個
別
経
営
と
の
関
係
お
よ
び
そ
の
階
層
的
構
成
に
つ
い
て
展
望
し
た
い
と
思
う
。

吉

田

品

も
と
よ
り
個
別
経
営
論
に
と
っ
て
は
、
諸
階
層
の
生
産
・
再
生
産
活
動
の
実
態

と
経
営
主
体
相
互
の
関
係
、
史
料
に
現
れ
る
「
村
」
の
実
態
の
解
明
、
さ
ら
に
郡

司
を
中
心
と
し
た
国
家
の
支
配
体
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
述
べ
る
必
要
が
あ
る

が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
を
得
る
こ
と
に
し
た
い
。

個
別
経
営
論
の
問
題
状
況

（

1
）
個
別
経
営
論
の
概
要

個
別
経
営
と
は
主
と
し
て
経
済
学
で
使
用
さ
れ
る
小
経
営
生
産
様
式
と
は
異
な

る
歴
史
的
概
念
で
あ
る
。
小
経
営
生
産
様
式
に
関
し
て
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
有

〔

1）

益
な
論
考
も
あ
る
が
、
私
は
、
経
済
的
・
政
治
的
に
自
立
し
た
単
婚
小
家
族
を
経

営
主
体
と
し
、
原
始
的
共
同
体
の
解
体
か
ら
現
代
ま
で
存
在
す
る
経
営
主
体
に
関

す
る
適
時
的
な
概
念
で
あ
る
、
と
理
解
し
て
い
る
。
日
本
古
代
の
個
別
経
営
は
こ

れ
と
異
な
り
、
四
・
五
世
紀
以
来
の
首
長
的
支
配
関
係
か
ら
相
対
的
な
自
立
を
遂

げ
つ
つ
あ
る
家
長
を
中
，心
に
し
た
複
ぷ弘、
ロ
的
家
族

家
父
長
的
世
帯
共
同
体

を
経
営
主

体
と
し
、
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
代
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

1 



研究論文

家
父
長
的
世
帯
共
同
体
論
を
始
め
て
提
起
し
た
の
は
、
八
世
紀
の
戸
籍
研
究
を
基

A2v 

礎
に
し
た
門
脇
禎
二
の
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
六
世
紀
代
以
降
の
群
集
墳

A3v 

の
営
造
主
体
や
六
世
紀
前
半
期
の
昼
間
井
峯
遺
跡
な
ど
の
考
古
学
的
事
実
に
よ
っ
て

支
持
さ
れ
て
い
る
と
、
私
は
理
解
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
文
献
史
料
に
よ
る
実
証

に
は
多
く
の
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
拙

〔

4v

著
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
注
意
し
た
い
の
は
、
有
力
な
個
別
経
営
を
営
む
家
父
長
の
う

ち
の
代
表
的
地
位
を
占
め
た
も
の
が
、
周
辺
の
民
衆
に
た
い
し
て
経
済
的
・
社
会

的
に
優
位
に
立
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
拠
と
す
る
地
域
の
公
的
秩
序
を
人
格
的
に
体

現
す
る
あ
ら
た
な
首
長
と
な
る
こ
と
で
、
大
化
二
年
（
鮒
）
正
月
甲
子
詔
・
同
年
三

月
甲
申
詔
に
「
村
首
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
階
層
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
彼
ら

は
そ
れ
ま
で
の
前
方
後
円
墳
や
首
長
厨
館
を
営
ん
で
い
た
「
伝
統
的
首
長
」
と
は

異
な
る
存
在
で
あ
り
、

「
村
落
首
長
」
と
し
て
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
私
は

考
え
て
い
る
。

六
世
紀
代
以
降
、
王
権
を
中
心
と
し
た
支
配
層
は
、
東
ア
ジ
ア
の
陪
・
唐
帝
国

の
成
立
や
新
羅
の
台
頭
に
よ
る
朝
鮮
半
島
で
の
＝
一
国
の
厳
し
い
対
立
な
ど
の
国
際

的
緊
張
関
係
と
と
も
に
、
個
別
経
営
や
村
落
首
長
の
出
現
な
ど
の
倭
人
社
会
内
部

の
変
動
に
対
応
す
る
支
配
体
制
の
樹
立
を
図
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た

め
に
中
国
の
諸
制
度
や
仏
教
な
ど
を
積
極
的
に
受
容
し
て
本
格
的
な
国
家
形
成
を

進
め
、
七
世
紀
後
半
期
に
律
令
国
家
を
成
立
さ
せ
る
に
い
た
る
。

つ
ま
り
、
律
令

国
家
は
内
・
外
の
新
た
な
事
態
に
対
応
す
る
過
程
で
形
成
さ
れ
た
と
見
る
わ
け
で

あ
る
。

七 2

年七
の O

E定
回以
正降
『の
日 固

否雪
古社
代会
固に

主主車
はる

奪書
体？
制中
を
含
む
古

窓
会
の

全
体
を
、
首
長
制
的
関
係
を
基
礎
に
し
て
把
握
す
る
と
と
も
に
、
国
際
関
係
を
国
家

形
成
の
重
要
な

蓄
と
す
る
学
説
を
提
起
し
て
大
き
な

蓄
を
与
え
た

そ
の
後

女
性
史
や
社
会
人
類
学
な
ど
の
視
点
を
も
ふ
く
む
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
も
行
わ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
い
く
つ
か
の
同
意
し
か
ね
る
論
点
も
含
ま
れ
て
い
る
。

律
令
国
家
成
立
に
国
際
的
契
機
（
と
く
に
紛
年
の
白
村
江
の
敗
戦
）
を
重
視
す
る

が
、
内
的
要
因
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
な
い
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
石
母
田
説
が

律
令
国
家
を
前
代
以
来
の
首
長
的
生
産
関
係
を
基
礎
と
す
る
郡
司
を
中
心
に
し
た

国
家
体
制
と
位
置
づ
け
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
そ
の
後
の
早
川
庄

八
・
吉
田
孝
・
明
石
一
紀
・
義
江
明
子
な
ど
に
よ
っ
て
、
古
代
社
会
で
は
血
縁
的
に

-2 

は
父
系
・
母
系
の
双
方
的
親
族
関
係
が
機
能
し
て
い
て
家
父
長
的
関
係
は
未
発
達

で
あ
り

さ
ら

夫
婦
関
係
の
不
安
定
な

家
族
が
広
範

存
在
し
て
u、
る
た
め

一
般
民
衆
の
あ
い
だ
に
個
別
経
営
は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
民
衆
は
郡
司
な
ど
の
首
長

の
庇
護
の
下
で
流
動
的
な
生
活
を
過
ご
し
て
い
た
と
す
る
学
説
が
提
起
さ
れ
て
い

事売
さも
れと
てよ
いり
る個
と別
思経
fつ営
れの
る宜

叩巷

室面
会提

t ¥: 
の ν

瞳て

糧書

官手
話事
が憩

~ i 
現と
在し
でて

は
否
定
論
が
有
力
な
学
説
と
し
て
並
存
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
動
向
に
対
し
て
岩
永
省
三
が
田
中
良
之
の
親
族
構
造
論
（
後
述
）
を
基

（

S
V
 

礎
に
し
て
行
っ
て
い
る
批
判
的
展
望
や
、
山
尾
幸
久
の
房
戸
的
結
合
を
主
体
と
す

る
個
別
経
営
の
存
在
を
前
提
に
し
た
所
有
論
な
ど
は
、
そ
の
論
点
に
い
く
つ
か
の

異
論
も
あ
る
が
、
貴
重
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。



一
九
七

0
年
代
以
降
に
古
代
女
性
史
の
分
野
で
目
覚
し
い
業
績
を
残
し
た
関
口

裕
子
は
、
八
・
九
世
紀
に
お
い
て
も
婚
姻
関
係
は
世
界
史
的
に
は
未
聞
社
会
の
対

偶
婚
の
段
階
で
あ
っ
た
と
し
、
男
女
は
対
等
で
個
人
的
に
資
産
を
所
有
し
、
婚
姻

関
係
は
「
気
の
向
く
ま
ま
」
の
期
間
持
続
さ
れ
る
不
安
定
な
も
の
で
、
家
族
は
母

（凶）

と
未
婚
の
子
に
夫
が
加
わ
っ
た
不
安
定
な
結
合
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
う
し
た
家

族
や
婚
姻
の
認
識
は
女
性
史
の
分
野
で
通
説
化
し
て
お
り
、

い
く
つ
か
の
論
点
の

差
を
も
っ
て
は
い
る
が
前
述
の
義
江
も
同
様
で
、
義
江
は
こ
う
し
た
家
族
を
「
母

と
子
プ
ラ
ス
夫
」
と
定
式
化
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
婚
姻
・
家
族
関
係
の
認
識
に
立
つ
と
、

い
わ
ば
当
然
の
結
果
と

し
て
日
本
古
代
で
は
家
父
長
制
的
関
係
は
未
発
達
で
あ
る
と
す
る
結
論
が
導
か
れ
、

支
配
層
で
十
世
紀
、

一
般
民
衆
で
は
十
一
世
紀
の
段
階
で
成
立
し
た
と
の
認
識
が

共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
家
父
長
的
世
帯
共
同
体
概
念
は
学
術
用
語
と

し
て
不
適
当
と
す
る
主
張
も
生
ま
れ
て
く
る
。
家
父
長
制
概
念
を
ど
の
よ
う
に
理

解
す
る
か
は
そ
れ
自
体
と
し
て
慎
重

考

写
る
必
要
が
あ
る

さ
し
当
た
っ
て

日本古代の個別経営に関する諸問題〔吉田〕

指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
家
父
長
制
は
歴
史
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
を
も
っ
て

お
り

未
聞
社
会
の
末
期
か
ら
古
代
は
も
と
よ

り
近
代
さ
ら

は
現
代

も
世
界

史
的
に
存
在
す
る
人
格
的
・
慣
習
的
あ
る
い
は
制
度
的
に
裏
付
け
ら
れ
た
人
間
関

係
・
支
配
関
係
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

一
義
的
な
定
義
を
適
用
し
て
そ
の
有
無
を
断

定
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
『
起
源
』

で
重
視
し
た
、
古
代
ロ

1
7
の
男
性
家

長

よ
る
家
族
に
対
す
る
絶
対
的
支
配
と
非
血
縁
者
に
対
す
る
奴
隷
制
支
配
と
しミ

う
内
容
に
拘
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
そ
の
内
容
の
解
釈
に
人
に
よ
る
差
も

見
ら
れ
る
が
、

（

U）
 

「
古
代
社
会
』
に
加
え
た
評
註
や
、
ウ

マ
ル
ク
ス
が
モ

l
ガ
ン
の

ェ
l
パ
ー
が
支
配
の
諸
類
型
と
し
て
捉
え
た
「
伝
統
的
支
配
」
の
ひ
と
つ
と
し
て

（

nv 

の
家
父
長
制
に
関
す
る
論
述
な
ど
の
、
柔
軟
な
理
解
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
、

と
私
は
考
え
て
い
る
。
超
歴
史
的
な
概
念
で
家
父
長
制
を
一
義
的
に
定
義
し
て
そ

の
有
無
を
断
定
す
る
の
で
は
な
く
、
史
料
に
も
と
づ
い
た
歴
史
的
事
実
に
よ
っ
て
、

そ
れ
が
ど
う
い
う
内
容
で
家
父
長
制
と
表
現
で
き
る
支
配
関
係
な
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
と
っ
て
存
在
す
る
人

聞
に
対
す
る
理
不
尽
な
支
配
の
あ
り
ょ
う
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に

そ
れ
を
批
判
し
、
そ
う
し
た
関
係
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
求
め
る
批
判
的
歴
史
学

に
と
っ
て
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
な
家
父
長
制
に
関
す
る
最
近
の
通
説
的
立
場
か
ら
の
見
解
と
し
て
、

親
が
子
を
奴
蝉
と
し
て
売
る
こ
と
は
（
持
続
紀
五
年
三
月
発
巳
条
な
ど
）
飢
鐙
や
貧
窮

時
に
通
時
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
古
代
社
会
で
の
家
父
長
制
の
指
標
に
は
な
ら

白

A
M）

な
い
、
と
す
る
説
も
出
さ
れ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
私
は
ま
っ
た
く
賛
成

で
き
な
い
。
父
で
あ
る
と
母
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
親
が
子
を
奴
牌
と
し
て
売
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
関
係
は
、
親
に
よ
る
子
に
た
い
す
る
人
身
支
配
と
し
て
の

家
父
長
的
関
係
の
存
在
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
適
時
的
に
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
適
時
的
に
こ
う
し
た
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
、
古
代
社
会
に
そ
う
し
た
内
容
を
も
っ
家
父
長
的
関
係
の
存
在
を
物
語
る
証
拠

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
あ
れ
、
親
が
子
を
奴
縛
と
し

て
売
る
関
係
を
家
父
長
的
支
配
と
見
な
い
と
い
う
議
論
の
あ
り
方
に
は
、
さ
き
に

述
Jミ

た
よ
う
な
批
判
的
歴
史

言
重
視
す
る
私

は
賛
成
で
き
な
u、
の
で
あ
る

3-



研究論文

一
九
七

0
年
代
以
降
の
家
族
研
究
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
人
世
紀
の
戸
籍
計
帳

に
記
さ
れ
て
い
る
郷
戸
に
つ
い
て
、
国
家
の
人
民
支
配
の
た
め
の
基
本
台
帳
と
し

て
編
戸
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
記
載
様
式
や
人
員
編
成
に
お
い
て
、
国
家
の

政
策
に
よ
る
擬
制
的
要
素
が
強
く
働
い
て
い
る
と
し
、
郷
戸
構
成
か
ら
当
時
の
家

族
実
態
を
探
究
す
る
こ
と
に
消
極
的
さ
ら
に
は
否
定
的
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ

の
結
呆
、
万
葉
集
や
各
種
の
説
話
集
な
ど
の
史
料
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

確
か
に
戸
籍
計
帳
の
郷
戸
構
成
を
そ
の
ま
ま
当
時
の
実
態
家
族
と
み
る
こ
と
に
は

慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
の
構
成
が
当
時
の
実
態
と
し
て
の
家
族
・

親
族
的
結
合
と
無
縁
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
民
支
配
の
台
帳
と
し
て
の
役
割

も
担
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
国
家
の
側
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
擬
制
を
受
け
て
い
る

郷
戸
構
成
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
当
時
の
家
族
や
親
族
の
実
態
を
究
明
で
き
る
か
、

言
い
換
え
れ
ば
実
態
と
し
て
の
家
族
・
親
族
関
係
を
郷
戸
が
ど
の
よ
う
に
編
成
し

て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
郷
戸
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
単

位
が
当
時
の
民
衆
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
存
在
だ
っ
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
現
段
階
で
の
有
力
な
通
説
的
見
地
か
ら
す
る
と
、
六
世
紀
以
降

家
父
長
的

思
の
郡
成
や
そ
つ
し
た
関
係

主
礎

し

個
別
経
営
の
存
在
は

理
論
的
に
も
実
証
的
に
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

私
は
ま
っ
た
く
賛
成
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

3
）
七

0
年
代
以
降
の
国
家
と
社
会
に
関
す
る
学
説
（
2
）

七
0
年
代
以
降
の
個
別
経
営
に
関
連
す
る
研
究
に
は
、
当
然
、
多
く
の
発
展
的

に
継
承
す
べ
き
貴
重
な
成
果
も
含
ま
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
そ
の
う
ち
の
い
く
つ

か
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
吉
田
孝
・
明
石
一
紀
ら
の
社
会
人
類
学
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
展

（

U｝
 

関
さ
れ
て
い
る
親
族
関
係
論
で
あ
る
。
日
本
古
代
の
親
族
称
呼
が
父
系
・
母
系
に

か
か
わ
ら
ず
、
オ
ジ
・
オ
パ
、
オ
イ
・
メ
イ
の
共
通
の
称
呼
を
持
つ
こ
と
な
ど
か

ら
、
双
方
的
親
族
関
係
が
基
本
で
あ
る
こ
と
、
そ
う
し
た
関
係
が
律
令
制
の
父
系

主
義
に
よ
っ
て
国
家
的
に
再
編
成
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
社
会
の
内
部
で
は
双
方
的
親

族
関
係
が
根
強
く
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
古
代
社
会
の
基

礎
に
こ
う
し
た
親
族
関
係
の
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
な
事
実
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
意
義
は
大
き
い
。
問
題
は
そ
の
こ
と
を
重
視
し
て
家
父
長
的
関

係
の
存
在
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
双
方
的
親
族
関
係
の
支
配
的
な
社
会
に

4 

お
い
て
も
、
そ
の
社
会
の
一
定
の
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
父
系
を
中
心
に
し
た
家

父
長
的
関
係
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
形
質
人
類
学
・
考
古
学
の
方
法
に
よ
っ
て
貴
重
な
成

果
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
田
中
良
之
の
一
連
の
研
究
で
あ
話
。
田
中
は
古
墳
の
複

数
以
上
の
被
葬
者
の
人
骨
と
く
に
歯
冠
計
測
値
を
基
礎
に
し
て
古
代
家
族
を
三
つ

の
基
本
モ
デ
ル
に
区
分
す
る
。
第
I
モ
デ
ル
は
、
被
葬
者
に
関
し
て
男
女
に
か
か

わ
り
な
く
キ
ョ
ウ
ダ
イ
関
係
を
重
視
し
て
い
る
も
の
で
、
古
墳
の
複
数
の
被
葬
者

の
初
葬
者
は
男
女
の
い
ず
れ
で
も
よ
く
、
男
女
の
複
葬
は
夫
婦
で
な
く
キ
ョ
ウ
ダ

イ
で
あ
り
、
中
心
埋
葬
者
が
女
性
で
あ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
関
係

は
五
世
紀
後
半
期
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
。
第
E
モ
デ
ル
は
五
世
紀
後
半
期
に
現

れ
る
も
の
で
、
男
性
家
長
を
中
心
に
次
の
家
長
に
な
ら
な
か
っ
た
子
供
た
ち
が
男



女
の
区
別
な
く
キ
ョ
ウ
ダ
イ
と
し
て
埋
葬
さ
れ
て
い
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
第
E
モ

デ
ル
は
六
世
紀
前
半

i
中
葉
の
時
期
か
ら
始
ま
る
も
の
で
、
第
E
モ
デ
ル
に
家
長

の
妻
（
子
供
に
と
っ
て
の
母
）
の
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
清
家
章
も
同
様
の

内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
話
。

田
中
は
五
世
紀
後
半
以
降
に
現
れ
た
変
化
に
つ
い
て
、
支
配
層
が
中
国
の
父
系

に
よ
る
社
会
の
組
織
化
を
積
極
的
に
受
容
し
た
こ
と
と
内
外
で
の
軍
事
的
緊
張
が

高
ま
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る
が
、
こ
う
し
た
変
化
を
家
父
長
制
の
発
展
と
見
る
こ
と

に
は
慎
重
で
あ
り
、
古
代
社
会
で
は
第
I
モ
デ
ル
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
双
方
的
な

キ
ョ
ウ
ダ
イ
関
係
が
基
調
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
点
は

清
家
も
同
様
で
あ
る
。
田
中
の
研
究
成
果
と
そ
の
提
言
は
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。

だ
が
氏
自
身
の
家
父
長
概
念
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
三
類
型
に
変
化
す
る

関
係
を
家
父
長
的
関
係
の
展
開
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
、
と
私

は
考
え
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
七

0
年
代
以
降
、
一
一
籍
・
計
帳
に
よ
る
家
族
・
親
族
の
研
究
は

日本古代の個別経営に関する諸問題〔吉田〕

か
つ
て
の
よ
う
な
活
発
さ
は
な
い
が
、
史
料
批
判
に
基
づ
く
貴
重
な
成
果
が
蓄
積

さ
れ
て
き
て
い
る
。
な
か
で
も
南
部
昇
・
杉
本
一
樹
の
研
究
は
注
目
す
べ
き
内
容

を
も
っ
。
南
部
は
史
料
批
判
に
基
づ
い
て
各
戸
籍
の
史
料
的
価
値
に
は
差
が
あ
り
、

西
海
道
戸
籍
と
御
野
国
加
毛
郡
戸
籍
の
信
j底
性
が
高
く
郡
毎

そ
の
差
の
あ
る
」

と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
法
的
擬
制
の
も
と
で
の
家
族
の
実
態
の
解
明
に

AUV 

努
め
て
い
る
。
杉
本
は
郷
戸
研
究
と
家
族
研
究
を
分
離
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
未

知
数
の
家
族
実
態
を
国
家
の
編
戸
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
解
明
す

る
必
要
を
強
調
し
、
編
成
の
核
と
な
っ
た
の
は
成
年
男
子
で
あ
る
戸
主
で
あ
り
、
郷

戸
は
戸
主
か
ら
男
系
・
女
系
双
方
の
親
族
関
係
を
辿
っ
て
、
ほ
ほ
イ
ト
コ
を
超
え

らえ
かな
に u、
し範
fこE囲
守の
」 胡

の族
ほを
空！中
山

’，r 、
員F
菅芸
J主が
湾、ら
族

自由
号電
番組
的織
にし
追て
及い
しる
て こ
u、と
る宙を
，－明

い
ま
ひ
と
つ
重
視
し
た
い
の
は
、
今
津
勝
紀
の
戸
籍
に
関
す
る
歴
史
人
口
学
的

視
角
か
ら
の
研
究
で
あ
翠
今
津
は
御
野
国
戸
籍
を
中
心
に
し
て
先
行
す
る
フ
ア

リ
ス
の
成
果
を
ふ
ま
え
な
が
ら
歴
史
人
口
学
的
分
析
を
行
lρ 

J¥ 
世
紀
初
頭
は
多

産
多
死
の
社
会
で
、
平
均
寿
命
は
男
女
と
も
三

O
歳
前
後
で
あ
り
、
若
い
夫
婦
の

年
齢
差
は
少
な
い
が
高
齢
に
な
る
と
年
長
の
夫
と
妻
と
の
年
齢
差
が
高
く
な
る
こ

と
、
一
戸
主
の
再
婚
率
の
た
か
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
こ
う
し
た
生
存
を
め
ぐ
る

厳
し
い
環
境
の
も
と
で
、
人
々
は
同
世
代
の
キ
ョ
ウ
ダ
イ
・
イ
ト
コ
と
密
接
な
関

係
を
も
っ
て
生
活
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

氏
の
指
摘
は
家
族
や
親
族
の
あ
り
ょ
う
を
考
え
る
う
え
で
基
礎
的
な
問
題
を
提
起

し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
、
っ
。

以
上
の
よ
う
な
最
近
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
郷
戸
構
成
の
検
討
を
基
礎
に
し
て
、
人

世
紀
初
頭
の
段
階
で
の
個
別
経
営
の
主
体
を
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
か
が
課
題

と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
で
は
御
野
国
戸
籍
を
中
心
に
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

御
野
国
戸
籍
の
概
要

御
野
国
戸
籍
は
、
大
宝
二
年
（
初
）
の
年
紀
を
も
ち
、
六
郡
に
わ
た
る
二
ニ
四
戸

を
記
す
が
、
郷
戸
構
成
の
明
ら
か
な
の
は
一

O
九
戸
で
、
同
年
の
西
海
道
や
養
老

五
年
（
加
）
の
下
総
国
の
戸
籍
と
は
異
な
る
記
載
様
式
を
持
っ
て
お
り
、
大
宝
令
以

前
の
出
荷
御
原
令
の
造
籍
式
で
の
作
成
や
、
東
山
道
方
式
の
造
籍
式
の
存
在
の
可
能

-5ー
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性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
西
海
道
戸
籍
と
の
差
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
人
が

（

忽

）

指
摘
し
て
い
る
。
と
く
に
御
野
戸
籍
が
五
保
・
＝
一
政
戸
・
九
等
戸
を
記
す
こ
と
は

重
要
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
郷
戸
の
地
域
社
会
で
の
位
置
を
立
体
的
に

考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
戸
籍
に
つ
い
て
は
多
く
の
優
れ
た
研
究
が
あ
る

が
、
最
近
の
多
角
的
研
究
と
し
て
新
川
登
亀
男
・
早
川
万
年
編
『
美
濃
国
戸
籍
の
総

An）
 

合
的
研
究
』
が
あ
る
。
以
下
で
は
同
書
の
内
容
を
同
戸
籍
研
究
の
現
段
階
と
う
け
と

め
、
郷
戸
構
成
の
明
ら
か
な
一

O
九
戸
に
つ
い
て
、
戸
ご
と
に
戸
籍
の
記
載
に
従
つ

て
図
解
作
業
を
お
こ
な
い
、
そ
の
構
成
を
戸
主
と
の
関
係
ご
と
に
数
値
化
し
、
そ
の

内
容
を
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
分
類
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
と
思
う
。

表
1
は
郷
戸
構
成
を
戸
主
と
の
関
係
で
分
類
し
て
そ
の
数
値
を
整
理
し
た
も
の

で
あ
る
。
直
系
は
戸
主
の
母
・
妻
・
妾
・
子
・
孫
を
含
む
。
傍
系
は
戸
主
の
兄
弟

姉
妹
・
伯
叔
姑
と
そ
の
親
族
を
含
む
。

「
同
党
」
は
本
戸
籍
に
の
み
使
用
さ
れ
て

い
る
用
語
で
、
内
容
的
に
は
同
姓
・
異
姓
を
問
わ
ず
戸
主
の
イ
ト
コ
に
相
当
す
る

も
の
が
多
い
が
、
世
代
的
に
オ
ジ
オ
パ
に
相
当
す
る
も
の
、
イ
ト
コ
の
子
な
ど

の
「
側
展
」
的
に
展
開
し
た
親
族
の
含
ま
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

「
寄
人
」
は

他
の
戸
籍
・
計
帳
な
ど
で
は
「
寄
口
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
以
下
で
は
「
寄
口
」

の
用
語
を
用
い
る
が
、
戸
主
と
同
姓
の
も
の
と
異
姓
の
も
の
が
あ
る
。
寄
口
に
関

し
て
は
、
同
姓
寄
口
が
戸
主
と
な
ん
ら
か
の
同
族
関
係
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る

こ
と
、
異
姓
寄
ロ
の
中
に
戸
主
家
族
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い

た
こ
と
な
ど
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
郷
戸
の
構
成
要
素

と
そ
の
人
数
か
ら
見
る
と
、
郷
戸
の
約
八
O
パ
ー
セ
ン
ト
が
戸
主
の
親
族
で
あ
り
、

寄
口
に
も
広
い
意
味
で
の
親
族
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
奴
柚
併
を
別

に
す
る
な
ら
ば
、
郷
戸
は
公
的
に
も
社
会
的
に
も
戸
主
の
親
族
関
係
を
基
本
に
し

て
組
織
さ
れ
た
単
位
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
表
2
は
塁
毎
に
戸
を
単

位
に
し
て
構
成
別
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

表
3
は
半
布
旦
の
人
口
を
保
ご
と
に
分
類
し
て
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
戸
は
平
均
約
二

O
人
で
五
保
は
約
一

O
O人
、
旦
は
約
一

0
0
0人
で

構
成
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
こ
う
し
た
数
値
は
あ
く
ま

で
標
準
的
な
も
の
で
現
実
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
差
の
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

実
で
は
肩
々
旦
の
国
造
大
庭
戸
の
奴
鱒
五
九
人
を
含
む
九

人

最

で
は
半

布
里
の
敢
臣
族
岸
臣
目
太
戸
な
ど
の
人
人
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
た
規
模
の
差
を
許

容
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
郷
戸
編
成
の
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
な
お
、

0 
九
戸

の
人
口
総
数
が
二
二
九
五
人
で
二
戸
約
二
一
人
で
あ
る
こ
と
も
留
意
し
て
お
き
た

6 

ぃ
。
律
令
国
家
は
里
制
や
郷
戸
制
の
人
口
構
成
に
つ
い
て
一
応
の
目
安
と
な
る
数

値
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
地
域
社
会
の
現
実
を
ふ
ま
え
て
柔

軟
に
対
応
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

表
4
は
、
正
丁
と
兵
士
を
合
計
し
た
課
丁
数
（
次
丁
と
少
丁
は
除
外
）
と
＝
一
政
戸

の
区
分
を
、
郡
旦
別
に
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
大
ま
か
な
目
安
と
し

て
は
、
上
政
戸
は
五
丁
以
上
、
中
政
戸
は
四
l
＝
一
丁
、
下
政
戸
は
一
一

1
一
丁
で
あ

る
が
、

い
く
つ
も
の
例
外
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
述
べ
て
お

こ
う
。
三
丁
で
上
政
戸
の
唯
一
の
例
は
半
布
旦
の
戸
番
7
の
県
主
族
安
麻
呂
戸
で

あ
る
が
、
同
戸
に
は
正
丁
三
・
兵
士
一
の
ほ
か
男
子
は
小
子
四
・
緑
児
一
、
あ
と

は
九
人
の
女
性
が
編
戸
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
戸
口
構
成
か
ら
す
る
と
上
政
戸
と

し
て
扱
わ
れ
る
理
由
を
見
出
せ
な
い
。
注
意
し
た
い
の
は
半
布
里
に
同
姓
同
名
の



戸
主
が
戸
番
5
と
戸
番
H
H

に
二
名
お
り
、

戸
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
こ
う
し
た
関
係
か
ら
中
政
戸
と
記
す

い
ず
れ
も
上
政
戸
で
隣
接
す
る
保
に
編

べ
き
と
こ
ろ
を
誤
っ
て
記
し
た
と
み
る
の
が
無
難
だ
と
思
う
。
四
丁
で
下
政
戸
の

郷戸構成の人口別分類

総数 親族数 直系 傍系 同党 寄口数 同姓 異姓 奴縛

加毛郡半布皇 1,119人 950人 501人 339人 111人 141人 59人 82人 27人

昧蜂問郡春部里 595 504 201 274 30 70 23 47 20 

本賀郡栗栖太皐 299 242 88 112 42 51 9 42 6 

山方郡ニ井田里 109 92 52 34 6 13 9 4 4 

肩県郡肩々里 136 34 17 7 10 40 。 40 62 

未詳里 37 34 21 7 6 3 。 3 。
総数 2.295人 1,858人 8別人 773人 205人 318人 10日人 218人 119人

比率 80.9% 38.3% 32.9% 8.9% 13.8% 4.3% 9.4% 5.1% 

日本古代の個別経営に関する諸問題〔吉田〕

表1

1.対象としたのは134戸中、戸主との関係の判明する109戸に限定した。
2.直系は戸主母・妻・妾・子・孫とその家族を含む。
3傍系は兄弟・姉妹伯叔姑とその親族を含む。
4.同党は戸籍の記載による（原則的には従父兄弟妨妹とその親族）。
5.寄口の同姓・異姓の区別は頭記者の氏姓による。

郷戸構成の戸単位分類

親族のみ 親族＋寄口 親族＋奴縛 親族＋寄口＋奴碑

半布里 54P 22 23 6 3 

春部里 26戸 9 13 3 1 

栗栖太呈 17P 6 8 2 1 

＝井田里 6戸 2 3 1 

屑々里 3戸 1 2 

未詳里 3戸 2 

総数 109戸 41 49 12 7 

比率 37.6% 44.9% 11.0% 6.4% 

表2

唯
一
の
例
は
肩
々
里
の
国
造
川
嶋
戸
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
中
政
戸
の
記
載
ミ
ス

の
可
能
性
は
あ
る
。
こ
の
戸
に
つ
い
て
は
後
に
も
述
べ
る
が
、
郡
内
や
里
内
の
代

表
的
な
首
長
で
中
下
戸
の
国
造
大
庭
の
一
族
で
あ
り
、
し
か
も
同
じ
五
保
に
属
し

（番考）

昧蜂間郡春部里

B保 133人

C保 146人

D保 111人

F保 84人

4保 474人

平均約118人

加毛郡半布里戸口保別集計

保 戸数 戸口総数 直系親 傍系親 戸主同党 寄口 奴蝉

A 1 17 10 2 5 

B 5 113 56 46 8 3 

c 5 118 47 23 20 12 16 

D 5 108 36 24 2 46 

E 5 94 45 35 8 6 

F 5 86 43 20 5 17 1 

G 5 99 47 27 20 5 

H 5 117 63 36 15 3 

5 92 43 38 6 4 1 

J 5 101 43 25 15 17 1 

K 8 174 田 63 12 28 3 

計 54 1.119 5日1 339 111 141 27 

表3

て
い
る
。
三
政
戸
の
区
分
が
兵
士

調
達
と
関
係
す
る
こ
と
は
す
で
に

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
同
戸
か
ら
も

一
人
の
兵
士
が
出
て
い
る
。
一
ニ
政

戸
に
兵
士
役
以
外
に
ど
の
よ
う
な

負
担
項
目
が
あ
っ
た
の
か
は
必
ず

し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
常
識
的

に
は
上
位
ほ
ど
多
く
の
負
担
を
謀

せ
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
川
嶋

戸
が
四
丁
で
下
政
戸
に
区
分
さ
れ

て
い
る
の
は
、
記
載
ミ
ス
で
な
け

戸数20人、保約100人が編戸の目安か

れ
ば
国
造
一
族
に
属
す
る
こ
と
か

ら
の
特
権
的
措
置
で
あ
っ
た
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
。

政
戸
に
つ
い
て
は
、
従
来
か

ら
軍
制
と
の
関
係
が
重
視
さ
れ
て

お
り
、
中
政
戸
か
ら
一
人
、
上
政

戸
か
ら
一

i
二
人
、
下
政
戸
か
ら

-7一
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0
1
一
人
の
兵
士
を
徴
発
し
、

二
塁
（
五
十
戸
）
か
ら
五
O
人
の
兵
士
で
軍
団
の
基

礎
単
位
で
あ
る
「
隊
」
を
編
成
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

新
川
登
亀
男
は
里
毎
に
三
政
戸
と
兵
士
徴
発
と
の
関
係
を
検
討
す
る
と
と
も
に
こ

の
制
度
の
成
立
と
展
開
を
論
じ
、
こ
の
制
度
が
七
世
紀
中
ご
ろ
以
降
の
半
世
紀
に

わ
た
る
軍
事
的
緊
張
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
、
持
続
は
し
な
か
っ
た
が
、
令
制
以
前

か
ら
準
備
さ
れ
て
い
た
人
民
支
配
の
「
政
」
の
大
系
の
一
環
で
あ
っ
た
、
と
位
置

づ
け
て
い
持
。
三
政
戸
の
区
分
は
大
ま
か
な
諜
丁
数
に
よ
る
分
類
を
基
礎
に
、
作

成
上
の
誤
り
や
有
力
戸
へ
の
特
権
承
認
な
ど
の
歪
み
を
含
み
な
が
ら
も
、
地
域
社

会
と
郷
戸
構
成
の
実
情
を
そ
れ
な
り

反
映
し
な
が
ら
行
わ
れ
て
u、
た
と
み
る
』

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

表
5
は
里
ご
と
に
氏
姓
別
に
九
等
戸
の
区
分
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
九
等

戸
は
、
令
制
で
は
窮
民
救
憧
の
た
め
の
義
倉
へ
の
粟
の
納
入
量
の
多
少
に
か
か
わ

る
も
の
で
、
上
上
戸
ニ
石
か
ら
下
下
戸
一
斗
ま
で
貧
富
の
差
に
よ
っ
て
九
等
に
区

分
さ
れ
て
い
た
。
和
同
銭
の
発
行
以
後
、
菩
銭
の
量
に
よ
る
区
分
も
行
わ
れ
た
が
、

大
宝
二
年
の
段
階
で
の
区
分
の
基
準
は
不
明
で
あ
る
。
天
平
二
年
（
初
）

の
安
房

国
・
越
前
囲
の
義
倉
帳
断
簡
が
残
さ
れ
て
い
て
当
時
の
九
等
戸
制
の
一
端
を
知
り

う
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
農
民
は
「
等
外
戸
」
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
本
戸
籍
で
の

基
準
は
不
明
だ
が
、
お
そ
ら
く
は
地
域
社
会
で
の
階
層
的
地
位
や
貧
富
の
差
な
ど

を
配
慮
し
な
が
ら
、
中
下
以
下
の
四
等
に
区
分
さ
れ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
半
布

里
の
実
例
や
三
井
田
皇
に
の
み
残
さ
れ
て
い
る
集
計
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、

皇
内
の
戸
に
つ
い
て
中
下
戸
二
戸
・
下
上
戸
二
戸
・
下
中
戸
七

i
九
戸
・
下
下
戸

四
O

j
四
二
戸
と
な
っ
て
お
り
、
上
位
二
ラ
ン
ク
の
数
は
お
お
む
ね
固
定
し
最
下

位
も
人
O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
よ
う
な
目
安
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

な
お
天
平
二
年
の
義
倉
帳
の
等
外
戸
が
、
安
房
固
で
七
九
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
越

前
回
で
九
O

二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
御
野
国
戸
籍
の
下
下

戸
は
天
平
二
年
の
段
階
で
は
等
外
戸
の
扱
い
を
受
け
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
表
5

の
半
布
里
の
内
容
か
ら
、
県
造
・
県
主
族
・
秦
人
な
ど
の
同
族
集
団
の
存
在
と
そ

の
階
層
的
構
成
に
つ
い
て
新
川
登
亀
男
は
興
味
深
い
問
題
を
指
摘
し
て
い
苧
地

域
社
会
の
階
層
的
構
成
と
九
等
戸
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

表
6
は
下
中
戸
以
上
と
奴
稗
を
所
有
す
る
戸
と
そ
の
構
成
に
つ
い
て
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
下
中
戸
以
上
に
奴
鱒
所
有
の
集
中
す
る
傾
向
は
あ

る
が
、
二
一
戸
中
入
戸
は
所
有
せ
ず
、
そ
の
一
方
で
七
戸
の
下
下
戸
が
奴
稗
を
所

有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
奴
鱒
所
有
と
九
等
戸
ラ
ン
ク
が
必
ず
し
も
対
応

8 

し
な
い
こ
と
も
当
時
の
地
域
社
会
を
考
え
る
う
え
で
留
意
す
べ
き
こ
と
と
思
わ
れ

る
。
三
政
戸
と
九
等
戸
は
区
分
の
原
則
が
異
な
る
た
め
に
対
応
せ
ず
、
奴
鱒
所
有

も
そ
れ
ら
と
厳
密
な
対
応
関
係
に
な
い
。
だ
が
そ
の
一
方
で
そ
う
し
た
傾
向
を
持

ち
な
が
ら
も
、
九
等
戸
の
上
位
の
有
力
戸
で
は
三
政
戸
や
奴
蝉
所
有
に
お
い
て
あ

る
程
度
の
対
応
関
係
の
あ
る
こ
と
も
確
か
な
事
実
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
あ
る

意
味
で
は
多
様
な
内
容
を
も
っ
戸
籍
の
郷
戸
構
成
か
ら
、
地
域
社
会
の
中
で
の
家

族
・
親
族
と
郷
戸
構
成
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
が
課
題
と

な
る
わ
け
で
あ
る
。

戸
主
に
つ
い
て

郷
戸
が
広
い
意
味
で
の
戸
主
親
族
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
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表4 三政戸と課T数の関係

上政戸 中政戸 下政戸

8丁16丁IS丁14丁 13丁 4TI 3丁12丁 4T[ 3丁［ 2丁lI丁
半布里 I 2 I 7 I 22 I 17 I I 2 I 2 I I 

54戸 10戸 39戸 5戸

春部里 3 I s I 4 I I I 8 I 3 I I I 3 I 
28戸 13戸 12戸 3戸

栗栖太里 I 3 I I I 3 I 2 I I 2 I s I 2 

21戸 4戸 5戸 12戸

三井田里 I 2 I I I 3 I I I I 2 

9戸 2戸 4戸 3戸

肩々里 I I 
2戸 IP 1戸

未詳塁 I I I I I I 2 I 

4戸 1戸 3戸

118戸 30戸 61戸 27戸

表5 九等戸と戸主氏姓の分布

半布里 県造 県主族 秦人 秦人部 神人 不勝破旗 県主 石部 物部 守部 穂積部 生部 敢岸臣臣族

54戸 中下 I I 

13氏姓 下上 2 I I 

下中 9 I 3 3 I I 

下々 42 I 11 16 2 3 I 2 I I I I I I 

3 15 20 2 4 2 2 I I I I I I 

春部里 国造族 六人部 春部 漢人 春日 右部 右作部 都江布部

26戸 下上 I I 

8氏姓 下中 I I 

下々 24 自 5 5 2 I I I I 

10 5 5 2 I 1 1 I 

栗栖太里 麻績部 漠部 栗田栖君 ！刑部｜道守部｜六人部｜建部｜＋市部｜物部 I；華人

17戸 ｜下中 3 1 1 I 

10氏姓 l下々 14 I [6[2[1[1[1[1¥1  

2 1 ll612llllllllll  

三井田里 他国

6戸 ｜下中 1 1 

4氏姓｜下々 5 2 I 2 I 1 

1 I 2 I 2 I 1 

肩々里 国造 不明

3戸 中下 1 1 

1刊氏姓下々 2 
［三井田里50戸の集計から〕

上政1戸中政戸下政戸

未詳皇 六人部 六人部 生部
中下戸1
下上戸2 1 1 

3戸｜下々 3 1 1 1 下中戸7 1 5 1 

3氏姓｜ 1 1 1 
下々戸却 8 16 16 

11 21 18 

9 



奴揖
所有者

F主 戸主妻 兄弟

59 22 37 

13 

1 1 

13 8 3 2 

1 1 

1 1 

4 4 

1 1 

2 2 

1 

1 

3 1 2 

4 4 

2 1 1 

1 1 

3 1 1 1 

3 

2 

2 2 

3 3 

縛
単独 ずループ

正碑その他

4 1 9 蝉2

1 

2 

1 1 

1 

2 1 4 

1 1 

1 

2 3 

1 2 

1 2 稗0

4 2 13 

1 

1 

1 

2 1 

1 2 1 蝉3

2 3 

12 17 16 13 

戸主母 その他

13 

1 

3 

2 
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備 幸

寄人（4）①奴.30(12）蝉29(12）② 

寄人（1）、奴8(1）鱒5(4)

戸主兄2人と戸主の家族

蝉1、弟2人と戸主の家族

奴7(1）稗6(4)

妻のほか妾2人をもっ、10人の子のうち3人の男子は妻と子を同籍

戸主は追正八位上

主iltl(1) 

寄人（2）、寄人は戸主妻と同氏姓

蝉l、戸主兄73才、戸主は60才

奴（1）蝉3(2）、5人の子とその家族中心

戸主に14人の子、妻のほか亡妻児島り

奴1(1) 

寄人1(1）、戸主と弟3人の家族にl人の奇人（兵士）

奴1(1）鱒1(1)、婚姻関係複雑

奴1(1）は戸主甥佐居の所有、戸主の妹たちの家族中心

戸構成不明

下中の背景不明、奴蝉なし、正丁I、次丁2、口数少し

解剖2）、戸主・弟2人に各l人
奴1牌3(1)、戸主兄弟にそれぞれの母存、奴蝉は戸主のみ所有

戸構成不明、戸主弟（55才）追正人位上

寄人（2）、戸主弟が少奴を各l
熔1、戸口の注記からすると正丁は4人、総計の次丁l人は戸口に記されず

寄人（1)、戸主奴（1)、妻蝉1、戸主弟鱒1

寄人（1)、蝉3(1）の所有者の記載なし、戸主母戸主兄在

戸主甥奴1・蝉1(1）所有、別の戸主甥の「同党Jが附賞

奴1（！）蝉l、戸主同党に正丁2、兵士2

寄人（3）、奴1(1)蝉2、寄人IF！レープが主体、九等・ニ政で最下とす

所有者

寄人（ ）向の数字は正丁・兵士の人数
奴蝉（ ）向の数字はE奴・正蝉の人数

混合
戸主戸主妻戸主母戸主兄弟その他

備 考

。 13 

1 奴25才

1 1 戸主奴18才、戸主弟奴19才

1 5才蝉

1 14才牌

4 主ilt27才、縛30才・22才・12才

1 19才牌

1 23才奴

1 1 1 戸主は25才奴、戸主妻蝉17才、戸主弟蝉7才

2 

（？） k阜の所有者名を欠く、熔は母子

8 3 2 戸主奴4・鱒4、戸主妻奴2・蝉1、弟奴1蝉1

2 戸主甥所有

1 戸主甥所有

2 奴25才、縛7才

1 2 兄弟3人が1名ずつの鱒を所有

4 おそらく奴僻4人家族か

3 奴蝉は家族か。22 37 奴蝉別記載だが家族をなすもの多し

10 
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表6 中下・下上・下中戸と奴稗を所有する下々戸の構成

九等戸 三政戸 里名 戸主名 口数 正丁 兵士 直系 傍系 同党
寄人

同姓 異姓

1 中下 上 肩々旦 国造大庭 96 7 1 11 6 1 19 

2 ，， 上 半布旦 県造吉事 44 5 1 5 8 14 4 

3 下上 上 半布旦 県主族牛麻呂 31 4 1 11 20 

4 ゐ 中 • 秦人甲 24 3 1 10 13 

5 ゐ 上 春部星 国造族加良安 51 7 1 12 15 11 

6 下中 上 半布里 県主族安麻呂 21 4 1 21 

7 ，， 中 • 県主族i申真利 23 3 1 20 1 2 

8 ，， 中 。 県造荒嶋 13 3 1 4 2 6 

9 ，， 中 • 神人辛人 20 3 1 5 5 2 8 

10 • 中 4砂 秦人多都 24 3 I 6 15 2 

11 • 中 ，， 秦人多麻 31 3 1 27 

12 • 上 • 県主族安倍 27 3 2 19 7 1 

13 4秒 中 • 不破勝族金麻呂 23 3 1 8 14 

14 • 上 • 秦人桑手 23 3 2 8 14 1 

15 今 上 春部旦 国造族普麻呂 46 5 1 23 21 

16 ゐ 中 栗栖太呈 漠部目速 18 1 2 7 10 

(17) 。 上 φ 栗栖回君族広麻呂 32 3 2 

18 • 下 。 麻績部小知 13 1 1 12 1 

19 • 下 • 栗栖田君土方 22 1 1 3 2 10 4 

20 • 中 ＝井田里 他国赤人 23 3 I 6 13 

(21) 。 中 • 五百木部牛 14 2 1 

22 下々 中 半布畢 県主万得 21 3 1 8 5 1 6 

23 。 中 • 生部樟野麻呂 16 3 1 11 4 

24 • 中 • 県造紫 32 3 3 11 4 11 

25 φ 中 春部里 因遺族豊嶋 29 3 1 4 11 11 

26 • 上 • 国造族文得 26 5 1 12 12 

27 今 上 栗栖太呈 刑部都牢志 15 3 2 6 1 6 

28 • 下 肩々星 国造川崎 26 3 I 2 21 

(17) (21）は、戸番の構成の記載の不完全な戸（109戸中に官まれていない）

表7 奴稗の存在形態（19戸）

里 戸番 戸主名 三政戸 止等戸 戸口数 正丁数 直系 傍系 同党
寄人 奴稗 奴

同姓異姓 総数 正奴その他

9 県造吉事 上 中下 44 6 5 8 14 4 13 1 7 

10 県造荒嶋 中 下中 13 4 4 2 6 1 1 

11 県主万得 中 下々 21 4 8 5 6 2 2 
26 生部津野麻呂 中 下々 16 4 11 4 1 

半布里 28 秦人多都 中 下中 24 4 6 15 2 1 

30 秦人多麻 中 下中 31 4 27 4 1 

38 秦人甲 中 下上 24 4 10 13 1 
44 不破勝族企麻呂 中 下中 23 4 8 14 1 1 
50 県造紫 中 下々 32 3 3 11 4 11 3 1 

5 国造族皆麻呂 上 下中 46 日 23 21 2 1 

春部里
7 国造族豊嶋 中 下々 29 4 4 11 11 3 
9 国造族加良安 上 下上 51 8 12 15 11 13 1 6 
11 国造族主得 上 下々 26 6 12 12 2 1 
5 漢部§i車 中 下中 18 3 7 10 1 1 

栗栖太里 16 刑部都牢志 上 下々 15 5 6 1 6 2 1 

20 栗栖田君土方 下 下中 22 2 3 2 10 4 3 
三井田里 3 他国赤人 中 下中 23 4 6 13 4 1 

肩々里
2 国造川嶋 下 下々 26 4 2 21 3 1 

3 国造大庭 上 中下 96 8 11 6 1 19 59 12 18 
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と
お
り
で
あ
る
。
現
存
す
る
戸
籍
に
女
性
の
戸
主
は
な
く
、
父
が
戸
主
で
あ
る
子

の
戸
口

な
っ
て
u、
る
例
は
下
総
国
葛
飾
郡
大
嶋
郷
の
干し
王
部
徳
麻
巴
戸
の
ー「

父

孔
主
部
金
」
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
父
で
あ
る
戸
主
の
も
と
で
、
子
供
は
死
亡
と

婚
出
の
場
合
を
除
い
て
そ
の
家
族
と
と
も
に
編
戸
さ
れ
て
い
た
。
律
令
に
は
戸
主

に
つ
い
て
各
種
の
規
定
が
あ
り
、
戸
主
は
法
的
に
戸
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
多

く
の
義
務
を
お
っ
て
お
り
、
そ
の
遂
行
の
期
待
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

御
野
固
戸
籍
で
の
戸
主
の
年
齢
構
成
を
み
る
と
、
二

O
代
｜
一
五
人
、
三

O
代

ー
一
人
人
、
四

O
代
｜
一
一

O
人
、
五

O
代
｜
ニ
六
人
、
六

O
代
ー
一
人
人
、
七

O

代
ー
八
人
、
八

O
代
｜
四
人
で
、
平
均
五

O
歳
前
後
で
あ
る
。
当
時
の
平
均
寿
命

が＝一

O
歳
前
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
な
り
に
社
会
的
経
験
を
積
ん
だ

成
年
男
性
が
戸
主
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

表
7
は
奴
解
の
所
有
関
係
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
所
有
者
で
見
る
と
一
九

戸
中
、
一
戸
主
一
五
例
、
一
戸
主
妻
三
例
、
戸
主
兄
弟
四
例
、
戸
主
母
一
例
、
一
一
主
甥

二
例
、
不
明
一
例
と
な
っ
て
お
り
、
戸
主
の
所
有
が
も
っ
と
も
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
場
合
に
つ
い
て
慎
重
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
も
あ
る
が
、
一
一
主
が
親

族
構
成
の
要
の
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
事
実
と
い
え
よ
う
。
ま
た
寄

口
で
奴
鱒
を
所
有
す
る
例
が
全
く
な
い
こ
と
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

戸
主
と
寄
ロ
と
の
関
係
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
の
一
つ
は
、
戸
主
家
族
よ
り
寄
口

の
家
族
構
成
が
は
る
か
に
充
実
し
て
い
る
の
も
か
か
わ
ら
ず
、
寄
口
と
さ
れ
て
い

る
例
の
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
図
1
の
国
造
川
嶋
戸
の
場
合
は
そ
の
典
型
で

あ
る
。
川
嶋
の
家
族
は
四
歳
の
嫡
子
の
み
で
奴
鱒
三
人
を
所
有
す
る
。
川
嶋
が
地

域
の
首
長
的
地
位
を
占
め
る
国
造
氏
に
属
し
、
ま
た
奴
蝉
を
所
有
す
る
こ
と
か
ら

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
地
域
社
会
で
階
層
と
し
て
上
位
を
占
め
て
い
た
。
こ
の

こ
と
は
地
域
社
会
の
中
で
一
定
の
階
層
的
地
位
に
い
る
も
の
が
戸
主
に
な
っ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
図
2
の
都
布
江
部
安
倍
戸
で
あ
る
。
都

布
江
部
が
ど
の
よ
う
な
部
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
郷
戸
構
成
の
中
で
の
課

丁
の
あ
り
方
か
ら
み
る
と
、
丸
部
安
の
家
族
に
正
丁
三
・
兵
士
一
が
集
中
し
て
い

て
、
課
丁
数
か
ら
す
れ
ば
丸
部
安
を
中
心
に
し
た
郷
戸
で
あ
っ
て
も
不
思
議
で
な

い
構
成
を
も
っ
て
い
る
。
都
布
江
部
安
倍
が
戸
主
で
あ
る
こ
と
に
は
、
単
な
る
成

年
男
子
の
多
寡
で
は
計
れ
な
い
地
域
社
会
で
の
社
会
的
関
係
が
、
戸
主
選
定
の
背

後
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

律
メ入μ 

制
下
で
ノ＇－
砕為

的

さ
ま
ざ
ま
な
義
務
を
負
う
だ
け
で
な
く

親
族
結
合
や
地

域
社
会
の
中
で
一
定
の
役
割
を
担
う
戸
主
の
地
位
に
関
連
し
て
、
問
題
と
な
る
の

12 

は
そ
の
継
承
関
係
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
前
戸
主
の
子
の
世
代
の
年
長
者
が
戸
主

に
な
っ
て
い
る
が
、
戸
主
兄
（
一
四
戸
一
八
例
）
や
伯
叔
父
（
二
戸
三
例
）
が
戸
口
と

し
て
同
籍
す
る
例
も
あ
り
、
前
戸
主
か
ら
の
継
承
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
の
あ
っ
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
う
し
た
戸
主
の
継
承
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
多

く
の
研
究
も
あ
り
、
水
口
幹
記
は
研
究
史
を
ふ
ま
え
て
説
得
的
な
議
論
を
展
開
し

〔

m
m
v

て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
郷
戸
的
構
成
の
意
味
を
考
え
る
う
え
で
見
逃
す
こ

と
は
で
き
な
い
問
題
な
の
で
、
従
来
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

コ
戸
主
母
」
の
問
題
を
中
心
に
考
え
る
。

四

戸
主
母
に
つ
い
て

戸
主
母
の
在
籍
す
る
戸
は
一

O
九
戸
中
二
五
戸
で
表
8
の
と
お
り
で
あ
る
。
注
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、
正
丁
一
ニ

下
政
戸
国
造
川
崎
戸
口
廿
ナ
兵
士
－

小
子
五

緑
児
一

者
老
｝
正
女
六
少
女
一
脊
女
－
正
奴
－
小
縛
一

弁
十
（
一
脱
カ
）
次
女
一
小
女
三
弁
十
ニ
少
鱒
｝
井
三

年

廿

八

年

四

下
々
戸
主
川
崎

l
｜
嫡
子
神
主
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丁

甲

車
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出
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－
児
小
宮
克
一
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七
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年
廿
丸

l
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克
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身
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呂

壁
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宮

特
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廿

五

年

三

客
人
阿
刀
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麻
呂
兵
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l
l嫡
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安
倍
緑
姐

年品川一

寄
人
阿
比
古
麻
呂
正
丁

年
十

寄
人
阿
比
古
余
売
小
女

年

対

凶

年

五

寄
人
若
桜
部
乎
売

l
l坦
守
部
小
禄
売
ト
た

正

女

小

女

寄
人
十
市
郎
事
訴
十

年
品
川
入

戸
主
奴
首
麻
呂
正
奴

鱒
刀
自
宛
僻
ニ

費

売

辞

七

意
し
た
い
の
は
、
戸
主
母
の
子
供
の
世
代
に
当
た
る
戸
主
の
兄
弟
姉
妹
が
死
亡
や

婚
出
の
場
合
を
除
い
て
同
籍
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
父
が
戸
主
で

あ
っ
た
と
き
と
同
様
に
、
戸
主
母
の
生
存
中
は
子
の
世
代
の
別
籍
が
原
則
と
し
て

母行
父わ
母れ
のな
生か
存つ
中た
の こ
子と
孫を
の示
別し
籍て
異い
財る
を
禁大

主喜
規に
定唐
の戸
存婚
在律
しを
た受
こ容
と し
かて
ら亙祖
、父

こ
う
し
た
戸
籍
の
記
載
様
式
が
採
用
さ
れ
た
と
も
み
ら
れ
る
が
、
当
時
の
親
族
的
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結
合
の
あ
り
方
の
関
係
か
ら
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

と
く
に

。

代
の
戸
主
十
五
人
中
の
十
一
人
、
一
戸
主
兄
の
い
る
十
四
戸
中
に
五
人
の
戸
主
母
が

存
在
す
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

（

1
）
県
造
吉
事
戸
の
県
造
奈
か
毛
売
の
ぱ
あ
い

図
3
の
県
造
古
事
戸
の
構
成
と
奈
か
毛
売
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
注
意
す
ベ

き
こ
と
が
あ
る
。

1
、
吉
事
戸
は
半
布
里
唯
一
の
中
下
戸
で
旦
を
代
表
す
る
有
力

郷戸
戸で
をあ
1~ り耳、

す奈
吾伝
位毛

を言
~ ~ 
~ f 
有毒
。 戸
ヘ で

す謀

E空
語人
-g を
れ Z再

三店
るに

f聖
に喜し

彼
女
に
は
娘
と
し
て
二
十
歳
の
小
都
牟
自
売
の
姉
で
、
同
旦
内
の
戸
主
県
造
紫
の

妻
と
な
り
熔
一
人
を
所
有
す
る
こ
二
歳
の
都
牟
自
売
が
い
た
。

3
、
彼
女
の
「
児
」

と
し
て
で
は
な
く
「
戸
主
妹
」
と
記
さ
れ
て
い
る
二
四
歳
の
嶋
売
と
二
二
歳
の
多

知
波
奈
売
は
彼
女
の
実
子
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
吉
事
の
父
に
大
宝
二
年
段
階

で
は
死
亡
し
て
い
た
が
、
彼
女
の
ほ
か
に
も
妻
の
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

4
、
戸
主
同
党
と
し
て
記
さ
れ
る
五
四
歳
の
加
比
は
世
代
と
し
て
は
二
人
歳
の
戸

主
の
オ
ジ
に
・
あ
た
り
、
同
党
と
し
て
記
さ
れ
る
も
の
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

な
イ
ト
コ
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
諸
事
実
か
ら
奈
が
毛
売
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
う
る
の
か
。
彼
女
は

前
戸
主
の
妻
た
ち
の
な
か
で
生
存
す
る
唯
一
の
女
性
で
あ
り
、
奴
牌
を
独
占
所
有

す
る
と
と
も
に
ま
だ
若
い
戸
主
を
後
見
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
世

代
と
し
て
は
戸
主
の
オ
ジ
に
当
た
る
加
比
を
戸
主
の
目
上
に
な
る
「
伯
叔
」
と
し

て
で
は
な
く
、

一
般
的
に
は
戸
主
の
イ
ト
コ
に
あ
た
る
「
同
党
」
と
し
て
処
遇
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
彼
女
は
単
な
る
戸
主
の
母
で
な
く
親

族
的
結
合
を
事
実
上
代
表
す
る
「
家
万
自
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
ー
や

Z
か
ら
推
定
し
う
る
の
は
、
半
布
里
を
代
表
す
る
「
里
刀

自
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
」半

と布
墨旦
書の
さ故
れ地
た と
入推
世定
紀さ
後れ
半て
と い

霊長
さ 山
れ浦
る遺
土跡
器の
治宝 7 
出号
土住
し居
て祉
いか
る喜ら

里里
刀刀

木自
簡に
につ
よし、
って
て喜は

郡福
大島
領県
かい
らわ
郡き
符市
を荒
受田
け 目
て条
郡里
司遺
職跡
回出
の士
回の
植九
の世
為紀
に中
三葉
十期
数の

人
を
動
員
し
監
督
す
る
な
ど
、
地
域
社
会
で
重
要
な
役
割
を
担
う
女
性
で
あ
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
奈
か
毛
売
に
つ
い
て
も
、
墨
書
土
器
の
年
代
と

の
一
致
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
重
視
し
た
い

14 

の
は
戸
主
母
と
し
て
の
彼
女
が
里
万
自
で
あ
っ
た
可
能
性
を
も
も
っ
、
郷
戸
的
結

合
の
要
に
位
置
す
る
家
刀
自
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
奈
か
毛
売
の
場
合

に
明
瞭
に
み
ら
れ
る
戸
主
母
の
「
家
刀
自
」
と
し
て
の
性
格
を
、
私
は
戸
主
母
に

共
通
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

2
）
他
国
赤
人
戸
の
ぱ
あ
い
1

一
戸
主
兄
を
め
ぐ
っ
て
｜

家
刀
自
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な
内
容
を
も
つ
の
は
、
山
方
郡
三
井
田

畢
の
他
国
赤
人
戸
の
場
合
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
図
4
の
通
り
で
あ
る
。
赤
人
の

父
は
彼
の
母
の
ほ
か
に
二
人
の
妻
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
に
男
子
が
い
た
。
三
八
歳

で
戸
主
兄
の
牛
は
そ
の
一
人
で
あ
り
、
ほ
か
に
赤
人
と
同
年
の
三

O
歳
の
意
由
麻

呂
ら
も
い
る
。
牛
や
意
由
麻
呂
ら
の
母
は
存
命
だ
が
赤
人
の
母
は
死
亡
し
て
い
る
。
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戸主母の存在する戸（25戸）

里 F番 戸主名 年令 口数 政戸 等戸 F主母 年令 情 考

2 県主族嶋手 45 30 中 下々 県主族古売 64 古兵売士の1、息母子中4心人の家族と未婚の拙からなる正丁3、

9 県造吉事 28 44 上 中下 県遺棄カミ毛売 51 母が担鱒13人1、を母所中有心、戸主同党14入、寄人4入、
正丁5、兵士

10 県造荒嶋 26 13 中 下中 大伴部首姉売 47 姉売の子碍4入、同党6人、戸主担1入、正丁3、兵士1

12 神人辛人 43 20 中 下中 秦人加比売 67 
加比売の子孫7入、戸主姑1、同党2入、寄人8人、
正丁3、兵士l

15 県主族与＃ 39 28 上 下々 穂積部意間売 72 母の子孫13人、寄人12入、正丁5、兵士l

半布里
17 秦人弥酔 52 23 中 下々 察人由且売 73 母の子高だけ、正丁2，兵士1、母中心(11) 

23 租積部安倍 34 20 中 下々 県主族古与売 62 
一旗5人のほか楽人一族13人、秦人・県主醸の寄人
2人、正丁2、兵士l

34 神人小人 46 16 中 下々 県主人加尼売 73 一旗15人と衆人l人の寄人、正丁3、母中ιL、

45 秦人安麻呂 38 36 中 下々 秦人久雄売 62 母の子事業10入、同党15入、寄人9人、正丁2、兵士1

48 県主族稲す 55 24 中 下々 各務勝族田弥売 82 母の子孫19入、寄人2人、正丁3、兵士1

50 県追紫 30 32 中 下々 牟義君族亘か志売 50 母（戸の主子担孫、10人、同各党1人4入の鱒、寄）人II入、担燐3人
妻・弟

5 因遺族皆醜昌 57 46 上 下中 国遺族馬名売 69 母戸の主子妥孫653才4人、戸、戸主主母のは担再蝉館2、正人、丁戸5主、兵姉士に1曲才、

6 回世族石且 33 13 上 下々 因遺族麻喜売 47※ の37み才、とE記丁す2が、兵47士才2の誤りか、戸主見34才あり、一旗

7 国遺族豊嶋 29 29 中 下々 国造族呼麻奈売 56 戸（母主と兄子y、才正あ丁り3、、一兵民士II5入、寄人II人、鱒3人

春部里
13 春部角麻呂 29 16 中 下々 建部伊奴売 53 一民9入、寄人7入（2グループ）、正丁2、兵士1(7) 

15 都布江部安倍 38 22 上 下々 額岡部刀且売 62 ー族7入、寄入国人、iET4、兵士2

26 春部剣 24 19 中 下々 大伴部小枝売 67 
戸主兄33才兵士、一族18人、寄人iET!,
正丁2、兵士1

28 漢人百枝 28 9 下 下々 六人部乎与売 62 一旗6人、同党2人、寄人1人、正丁2

2 建都大安 31 21 下 下々 六人部日唯売 66 一族21入、正丁2

栗沖西太里
8 十市部三回須 25 16 下 下々 若帯部弥都売 58 一旗6人、寄人10入、正丁2、兵士1

(4) 
14 物部弟 24 12 中 下々 鳥取部古尼売 56 戸丁主目兄、正29丁才3、、正丁あり、一旗10入、寄人2人（うち正

兵士1

21 刑部稲寸 28 19 下 下々 嶋人刀自売 47 母の子孫2入、同党5入、寄人7人、正丁2

三井田里 5 伊福部大庭 20 15 下 下々 五百木部黒豆売 57 戸主見町才、正丁、一族14人、寄人1人、正丁1

肩々里 3 国造大庭 41 96 上 中下 回避自聾売 65 一民18入、寄人19人、蝦鉾59人、正丁7、兵士1

未詳里 I 六人砂l、怯 28 却 中 下々 阿比古汗志売 62 母の子孫H人、同党6入、寄人l入、正丁2，兵士1

表8

な
ぜ
兄
で
あ
る
牛
が
戸
主
で
な
い
の

か
。
す
で
に
死
亡
し
て
い
る
が
、
赤

人
の
母
が
父
の
存
命
中
は
そ
の
妻
た

それに準ずる戸（半9)

ち
を
代
表
す
る
「
家
刀
自
」

の
立
場

に
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
赤
人

は
戸
主
の
地
位
を
継
承
し
、
四
人
の

奴
縛
を
も
相
続
し
た
と
見
て
よ
い
と

母の存命中は戸を分籍しない（25倒的 その子甚だけからなる戸（半2・7・担、栗副
母の存命する戸に戸主見の正丁・兵士等で現存するもの5例（春6.7. 26、栗14、三5)

思
つ
。
も
し
牛
た
ち
の
母
の
記
述
が

な
け
れ
ば
こ
う
し
た
関
係
は
わ
か
ら

な
か
っ
た
。
戸
主
兄
の
存
在
は
本
人

に
原
因
の
あ
る
病
弱
な
ど
の
ほ
か
に
、

16 

そ
の
母
が
「
家
刀
自
」
で
な
か
っ
た

場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
情
は
戸
主
兄
の
記
載

の
あ
る
表
9
中
十
四
戸
十
八
人
の
何

人
か
の
場
合
に
も
い
え
る
。
十
四
戸

中
の
五
戸
に
戸
主
母
の
記
述
が
あ
り
、

そ
の
戸
に
戸
主
兄
と
記
さ
れ
て
い
る

の
は
、
家
刀
自
で
あ
っ
た
戸
主
母
の

実
子
で
な
い
た
め
に
戸
主
に
な
ら
な

か
っ
た
人
た
ち
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
春
部
塁
の
国
造
族
石
足
戸
の
困
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戸主兄一覧

例数 里 戸署 戸主名 年令 口数 政戸 え等戸 戸主母 兄の名 年令 備 考

1 半布 6 県主族牛麻日 53 31 上 下上 安閑 70 
委67、子7入、孫l人（摘子33才、亡妻児33
才）ーー人の委あり

2 安都 54 
妻49.本人一枝廃、子7人（戸主妻49才の母73
才戸主家践と同籍）

3 • 28 秦人多都 60 24 中 下中 多比 73 
妻62.子4人を含む10人、戸主妻44、嫡子と
2人の子 6人、鱒14オー戸主

4 今 31 秦人久比 30 18 中 下々 伊怒 31 
見はl入、戸主に1才の嫡子、同党椋ム一躍
12人が主力

5 φ 37 秦人石寸 40 16 上 下々 麻呂 45 見は妥，37と子3人、戸主は委なし子5人

6 春部 6 国造族石足 33 13 上 下々 37※ 国足 34 
母li47才か、兄l端子6才、喪なし、戸主出廿の妻あり
子なし、弟5人あり、戸主朝10才あり、戸主父は多妻か

7 ，， 7 国造族豊嶋 29 29 中 下々 56 麻呂 37 書と2才の子あり、戸主妻なし、5・3才の子あり

8 • 村嶋 32 単独、戸主の弟妹20・16（男）22・19・17・15

9 今 16 春部星麻呂 57 22 中 下々 麻呂 67 
見は52才の妻あり、子なし、戸主は妥・妥・
子5人、 主義2人

10 4秒 26 春部剣 24 19 中 下々 67 田知比 33 
兄に40才の妻と2人の子あり、戸主は33才の棄と
2人の子あり、姉35才とその子3人、弟1人妹2人

11 • 27 春部辛国 36 18 中 下々 辛安 48 
事＇34、嫡子27、女子3才、妻は桂妻、戸主葺
42才、 18～1才の8人の子あり

12 栗栖太 3 六人部堅見 53 31 中 下々 加比 70 
戸主妻37才田～4才、 6人の子あり、戸主の
亡兄弟3人の子と孫あり

13 。 13 道守部書屋 28 25 上 下々 広 46 正丁で「工J、4入の子あり棄なL

14 。 寸人 42 下重県疾、 33才の妻と6人の子あり

15 4少 古安 35 
単抽、戸主は1才の子のみ、弟25 18あり、
姉42・34それぞれの子あり

16 4歩 14 物部弟 24 12 中 下々 56 羊 29 
妥なし、 2才の女子あり、弟17・15 15、
昧18 1才の子あり

17 ニ井田 3 他国赤人 30 23 中 下中 牛 38 59才の母と3人の子あり、弟30才に母と葺あ
り、戸主にヨ島幸と奴鱒4人あり

18 • 5 伊福部大庭 20 15 下 下々 67 広多 27 
兄に2入の子あり、戸主に2入の子あり、ともに妻
なし、師4239 22・20あり

表9

戸主が奴鱒を所有するもの（半盟、三2)

例数 里 戸番 戸主名 年令 回数 ー政戸 九等戸 伯叔名 年令 備 考

1 春部 3 国造族坂麻呂 29 26 上 下々 雲方 57 里か（妥方らのなは前る務。夫提3のと七が子位戸含下主む、で妻）、あと弟っ子3た人8こ人、とf白に担戸よの主る家かは躍妥とと姑子、の寄7口人

2 斯津麻呂 55 妥と子の3人

3 ，， 24 石作部小麻呂 46 24 上 下々 尼麻目 63 
嫡子治勺才、18才の少女とその子の4人戸主は弟3
人とその家旗、甥の家族と同籍、父が戸主であったか

5戸（審6・7・26、果14、三日14戸18人中、戸主母の存在から戸主兄となったとみられるもの
戸主兄が轟の母と同籍（春27)

足
、
因
遺
族
豊
嶋
戸
の
麻
口
問
、
春
部
剣

戸
の
田
知
比
、
栗
栖
太
星
の
物
部
弟
戸

の
羊
、
三
井
田
呈
の
伊
福
部
大
庭
戸
の

広
多
ら
は
こ
う
し
た
事
例
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
一
般
に
子
の
世
代
の
年
長
者
が

戸
主
に
な
っ
て
い
る
例
の
多
い
こ
と
か

ら
す
る
と
、
家
万
自
の
実
子
で
な
く
て

も
戸
主
に
な
り
え
た
場
合
の
あ
る
こ
と

も
考
慮
し
て
お
く
必
要
も
あ
る
。
後
述

の
春
部
里
戸
番
5
の
戸
主
国
造
族
阿
佐

麻
口
口
は
そ
の
例
と
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
戸
籍
に
た
だ
一
人
、
戸
主
母
と
記
さ

れ
て
い
て
も
、
そ
の
女
性
が
子
の
世
代

の
子
す
べ
て
の
実
母
で
は
な
い
場
合
も

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
き
の
奈
か
毛
売

と
「
戸
主
妹
」

の
関
係
は
そ
の
一
例
で

あ
っ
た
。

半
布
里
の
戸
香
6
の
県
主
族
牛
麻
巨

戸
の
場
合
、
兄
二
人
が
い
る
が
長
兄
は

十
七
歳
年
長
で
異
母
兄
の
有
能
性
が
高
ノ
＼

次
兄
は
一
歳
う
え
で
同
母
の
可
能
性
は

あ
る
が
「
一
枝
廃
」
と
注
記
さ
れ
て
い

-17一
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る
よ
う
に
、
片
脚
が
不
自
由
の
た
め
に
謀
役
免
除
の
「
廃
疾
」
の
扱
い
を
受
け
て

い
た
。
こ
う
し
た
関
係
か
ら
二
人
の
兄
は
戸
主
の
地
位
を
継
承
で
き
な
か
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
牛
麻
自
の
母
が
父
の
存
命
中
に
家
刀
自
で
あ
り
、
同
母
兄
に
障

害
が
あ
っ
た
た
め
彼
が
戸
主
と
な
っ
た
と
見
て
よ
い
と
思
う
。
一
戸
主
兄
が
十
歳
以

上
年
長
の
場
合
を
異
母
兄
と
み
て
、
前
戸
主
で
あ
る
父
の
死
没
時
の
家
万
自
の
子

が
戸
主
に
な
り
、
す
で
に
死
亡
し
た
前
妻
の
生
ん
で
い
た
年
長
の
男
性
が
戸
主
兄

と
な
る
と
い
う
関
係
は
、
あ
る
程
度
ま
で
一
般
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
例
と
し
て
半
布
里
の
秦
人
多
都
戸
の
十
三
歳
年
長
の
多
比
、

栗
栖
太
旦
の
六
人
部
堅
見
戸
の
十
七
歳
年
長
の
加
比
、
岡
里
の
道
守
部
書
屋
戸
の

一
一
八
歳
の
戸
主
に
対
し
て
四
六
・
四
三
・
三
五
歳
の
兄
た
ち
の
場
合
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
郷
戸
的
結
合
関
係
の
成
立
に
当
た
っ
て
、
戸
主
母
と

記
さ
れ
て
い
る
家
刀
自
の
存
在
が
少
な
か
ら
ぬ
役
割
を
呆
た
し
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
あ
ら
た
め
て
問
題
に
な
る
の
は
御
野
地
域
で
の

こ
の
時
代
の
婚
姻
関
係
の
実
態
、
と
く
に
多
妻
慣
行
と
再
婚
関
係
の
検
討
で
あ
る
。

（

3
）
因
遺
族
阿
佐
麻
自
戸
の
ぱ
あ
い
｜
多
妻
慣
行
と
再
婚
関
係
｜

春
部
星
の
下
中
戸
で
コ
戸
主
奴
鱒
」
二
人
を
所
有
す
る
国
造
族
阿
佐
麻
呂
戸
は

婚
姻
関
係
の
も
っ
と
も
複
雑
な
一
R
で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
は
図
5
の
と
お
り
で
あ

る
。
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
戸
主
母
と
子
の
世
代
の
関
係
で
あ
る
。
戸
主
と
母
と

の
年
齢
差
は
十
二
歳
で
実
子
で
な
か
っ
た
可
能
性
が
強
く
、

コ
戸
主
妹
安
売
」
と

は
九
歳
の
差
で
実
子
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
四
O
歳
の
戸
主
弟
が
二
人
お

り
、
双
子
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
先
の
他
回
赤
人
と
弟
が
三
O
歳
の
同
年
で
異
母

兄
弟
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
一
戸
主
の
亡
父
に
複
数
の
妻
が
い
た
こ
と
は
確

か
だ
と
思
わ
れ
る
。

戸
主
阿
佐
麻
呂
に
は
＝
一
人
の
妻
が
い
る
。
彼
は
汗
手
売
と
の
間
に
「
嫡
子
」
黒

麻
呂
と
黒
売
を
も
、
つ
け
た
が
、
そ
の
後
、
財
売
と
の
問
に
物
代
を
得
て
財
売
を
「
戸

主
妻
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
紫
売
を
安
り
四
人
の
男
女
を
得
て
い
る
。
汗
手
売

の
郷
戸
内
の
立
場
は
複
雑
で
嫡
子
の
母
と
記
さ
れ
な
が
ら
戸
主
と
の
関
係
は
記
さ

れ
ず
、
そ
の
一
方
で
姉
と
と
も
に
自
分
の
生
ん
だ
二
人
の
子
の
家
族
と
同
籍
し
て

い
る
。
彼
女
の
場
合
、
事
実
上
の
離
婚
状
態
に
あ
り
な
が
ら
再
婚
し
な
か
っ
た
た

め
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
複
雑
な
戸
主
の
直
系
家

族
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
知
る
由
も
な
い
が
、
戸
主
の
死
後
の
形
態
と
し
て
、
も

し
全
体
の
枠
組
み
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
戸
主
妻
と
し
て
家
刀
自

-18ー

の
地
位
に
あ
る
財
売
を
中
心
に
そ
の
子
の
物
代
が
戸
主
と
な
り
、
先
述
の
他
国
赤

入
戸
の
場
合
と
同
様
に
黒
麻
呂
が
戸
主
兄
と
さ
れ
た
可
能
性
を
予
想
で
き
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
一
一
主
弟
の
得
麻
呂
に
二
人
の
妻
の
い
た
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い

る
。
も
う
一
人
の
弟
の
事
日
の
場
合
は
最
初
の
妻
が
娘
を
産
ん
だ
の
ち
に
死
亡
し
、

そ
の
後
に
衣
夜
売
を
迎
え
て
四
人
の
子
を
得
て
い
る
が
、
子
供
た
ち
の
年
齢
関
係

か
ら
す
る
と
、
再
婚
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
半
布
里
の
戸
香
川
悼
の
不
破
勝
族
金
麻
呂
戸
の
戸
主
弟
阿
手
良
と
嫡
子

の
母
で
あ
る
阿
麻
留
売
の
場
合
も
問
題
を
含
む
。
図
6
に
よ
る
と
阿
麻
留
売
は
阿

手
良
と
の
筒
に
二
五
歳
の
知
嶋
を
生
ん
だ
後
、
石
部
某
と
再
婚
し
て
ご

0
・
十
人
・

十
二
歳
の
女
子
を
生
み
、
お
そ
ら
く
石
部
某
の
死
も
あ
っ
て
阿
手
良
の
戸
に
編
付

さ
れ
た
。
阿
手
良
は
阿
麻
留
売
が
妻
と
し
て
生
活
し
て
い
た
と
き
、
あ
る
い
は
彼
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女性氏名（1) 女性氏名（2) 女性氏名（3) 備 考

阿万部井手売 (52) 秦人意比止売 (47) 戸主務従七位下

県主族古売 (57) 神人大古売 (38) 県主族多加且売（24)

大伴部古都売 (67) （亡） 嫡子33才と同年令の亡妻児あり

県造奈か毛売 (SI) （亡） 戸主母の児のほか戸主妹24・22才あり

県主族古都売 (67) 蘇宜部小樟売 （回）

秦人牧井売 (42) 秦人阿佐売 (27) 

神人志祁売 (57) （亡） 「亡妻児Jl4・12才を記す

県主族万祢売 (52) 物部身売 (42) 

五百木部多麻売（42) （亡） 喪の子（25～3才）亡事児（33～4才）

秦人和良比売 (47) 秦人古屋売 (27) 

秦人古屋売 (42) 秦人阿麻留売 (51) （亡） 事の子（22-17才）亡妻児（20～10才）本文書照

県主族伊多部売（67) 牢下主主須恵売 (67) 

県主族阿佐売 (34) （亡） 亡事19・16才、嫡子33才

白髪部宇志売 (38) （亡） 戸主甥母死亡24才・12才の子、19～8才の異母兄弟あり

不破時族阿暁比売（22) （亡） 亡妻22～3才の子、現妻8～3才の子

六人部乎須売 (42) （亡） 現喪28～13才の子、「妾子J27才

春部伎弥売 (72) 建都刀自売 (63) 

審部難波売 (37) 春部比礼売 (31) 

国造族姉つ売 (47〕 国造民主波須売（67)

国造族財売 (65) 国造族紫売 (35) 国造族主T手売（62) 本文書照

国造族馬名売 (69) （亡） 「戸主妹J60才は先妻町子

十市部刀自売 (37) 国造族阿古売 (35) 

国造族富売 (43) 工部姉売 (33) （亡）

（亡） 国造族弥奴麻売（61) 亡事は戸主と弟47才の母

因遺族孫売 (36) （亡） 現妻に19～3才、亡事に1510才の子

国造族麻佐売 (57) 穂積部若子売 (54) 

生部姉売 (33) （亡） 現妻に17～8才、「妾子」に15才の子

春部具志真売 (33) （亡） 現書に16～7才、亡妻に10～8才の子

中臣部刀自売 (57) 春部姉売 （同）

物部刀自売 (37) （亡） 嫡子19～4才と、見23才・妹17才を区別する

阿蘇君族万自売（43) 穂積部若子売 (48) 

鳥取部古尾売 (56) （亡） 戸主兄29才と1715・15才の弟がいる

（亡） （亡） l才の子治＇3人おり、妻子と＊で区別する

（亡） （亡） 嫡子15才男2人、幸子16才の日か15才が2人

建部刀自売 (42) （亡） 現事22～8才の子、亡妻11才の子

村国奥l!IYJ，竜売（50) （亡） 亡事・妾子に35～18才、現妻にお・20才の子

伊福部尼豆売 (39) 秦人部小玉売 (19) 

（戸主亡母） 穂積部木業売 (57) 五百木部妙売（52) 本文書照

国造尼売 (39) （亡） 亡聖書子に13～11才、現事に14～5才の子

国造白髪売 (65) （亡） 戸主兄弟の配列を蛮え「広庭兄Jとして記す

（亡） （亡） 同党安倍亡父、31・27・17才の子が2人ずついる

神人波利売 (42) 阿比古志祁太売（35) 桂欠

女
の
去
っ
た
後
「
亡
妻
某
」
を
迎

え
て
二
二
歳
の
得
麻
呂
と
十
七
歳

の
荒
嶋
の
ほ
か
二

0
・
十
六
・
十

四
・
十
歳
の
娘
を
得
た
が
、
お
そ

ら
く
は
そ
の
死
後
に
古
屋
売
と
結

婚
し
て
二
歳
の
荒
方
を
得
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
御
野
戸
籍
の
場
合
、

男
子
に
関
し
て
は
父
、
女
子
に
関

し
て
は
母
と
の
関
係
を
記
す
の
が

一
般
的
で
あ
る
た
め
、
古
屋
売
と

の
婚
姻
の
時
期
を
「
亡
妻
某
」

20ー

の

生
存
中
の
こ
と
で
、
荒
嶋
も
彼
女

の
子
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で

き
ょ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
阿
手
良

は
三
人
の
女
性
と
婚
姻
関
係
を
も

っ
て
八
人
の
子
を
得
て
い
る
。
注

意
し
た
い
の
は
阿
麻
留
売
で
あ
る
。

阿
手
良
と
約
三
年
、
石
部
某
と
約

八
年
の
婚
姻
生
活
を
送
っ
た
こ
と

は
確
か
で
、
そ
の
後
に
阿
手
良
の

も
と
に
石
部
某
と
の
聞
で
産
ん
だ

女
子
と
と
も
に
編
付
さ
れ
て
い
る
。
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多妻慣行について

数 里 戸番 戸主名 三政戸 丸等戸 多妻者 戸主 戸主t父 兄弟 甥 同党 その他

4 県主旗都野 (59) 中 下々 。
5 県主族安麻呂 (60) 上 下中 。
6 県主族牛麻日 (53) 上 下上 安閑 (70) 兄弟

9 県造官事 (28) 上 中下 戸主亡父 。
13 県主族比都自 (66) 下 下々 。

半 17 秦人弥蘇 (52) 中 下々 目里 (47) 弟

24 神人牧夫 (63) 下 下々 小枚 (61) 弟
布 32 県主族母呂 (73) 中 下々 佐加志 (58) 。

司一 里 33 県主族安倍 (52) 上 下中 。
10 40 秦人山 (73) 中 下々 。
DI 44 不破勝族金麻呂（62) 中 下中 阿手且 (53) 弟

12 47 県主族身津 (77) 中 下々 。
日子

48 県主族稲す (55) 中 下々 。
4シ • 4歩 今 戸主亡弟 弟

円E 53 秦人阿波 (69) 中 下々 志比 (49) 。
16 1 六人部牛麻呂 (58) 上 下々 。
日Z 2 六人部加利 (80) 上 下々 。

。 • • 合》 文屋 (40) 嫡子

~ 4 国造族馬手 (69) 中 下々 。
5 国造族皆麻呂 (57) 上 下中 。

~ 
春 4砂 • 。 • 戸主亡父 。
部 • • • ，， 得麻日 (40) 弟

9 国造族加且安 (54) 上 下上 。
Ws= 

里 • 。 ，， • 戸主亡父 。
，， • • ，， 加比麻呂（42) 。

E子 12 国造族甥 (77) 上 下々 。
14 六人部久知良 (53) 下 下々 。

f* 15 六人部儒 (36) 中 下々 。
16 春部星麻呂 (57) 中 下々 。

書
3 六人部堅見 （臼） 中 下々 。

栗栖太里

10 刑部御回 (60) 下 下々 。
14 物部活再 (24) 中 下々 戸主亡父 。

E子 15 道守部邑等 (49) 下 下々 牟佐 (40) 。
18 麻績部益 (53) 下 下々 。

35 19 刑部弟麻呂 (52) 中 下々 。
36 2 五百木部君本校（30) 中 下々 。
~ 三井田里 3 他聞赤人 中 下中 。

，， (61) • 4歩 戸主亡父 。
書 肩々皇

3 国造大庭 (41) 上 中下 。
• ，， • 戸主亡父 。

41 
未詳里

1 六人部小依 (25) 中 下々 。
42 4 神直族安麻呂 (45) 下 下々 。

表10

彼
女
の
こ
う
し
た
選
択
は
婚
姻
に

関
し
て
女
性
の
側
に
も
一
定
の
自

由
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
対
偶
婚
の
一
例
と
見

る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
う
し
た

事
例
は
極
め
て
少
な
く
、
こ
の
時

期
の
婚
姻
関
係
を
対
偶
婚
の
段
階

と
し
て
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
思
う
。
む
し
ろ
多
妻
慣
行

の
中
で
生
じ
た
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の

ひ
と
つ
と
見
る
の
が
妥
当
な
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

一
O
九
戸
中
の
多
妻
の
事
例
を

ま
と
め
る
と
表
叩
の
通
り
で
あ
る

（
た
だ
し
不
完
全
戸
だ
が
多
妻
の
明

確
な
「
未
詳
星
」
の
神
直
族
安
麻
呂

を
加
え
て
い
る
）
。
見
落
し
も
あ

る
と
恩
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も

四
二
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
な
か
に
は
三
人
の
妻
を
持
つ

も
の
が
五
例
あ
る
。
半
布
里
の
戸

番
5
の
県
主
族
安
麻
呂
と
春
部
星

-21一
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再婚の事例

数 里 戸番 戸主名 男 主 再婚者 曲 考

1 11 県主万得 。県主族加比売 (59) 連寄子人石、上夫部と担蛙靖がち（3が5）うの妻、 25才の「児伊波売」、娘は

2 12 神人辛人 。神人細目 (47) 戸才主、母「神の人「児」姓J3、才そがのい生るんだ子が「衆人」姓の娘17・13

3 25 神人波手 。神人部弥屋売 (51) 戸と主嫡姿子2だ9が才の「且ほ」か2石5部・2阿1知・売is＇の0才蝿がを生いるむ、この連子のあ
」

4 主
26 生部津野麻目 。秦人阿麻売 (47) 戸主妥だカ句皮女の「lll」として衆人川瀬克15才がいる

ト一一

5 42 秦人都々弥 。 戸主 (68) 嫡子として43才あり、妻として秦人小倍志克明才がいる
」

6 44 不破勝族金麻呂 。 戸主弟阿手且 (53) 阿手良は秦人阿麻留克のあと妻・亡妻と再婚
」

7 • • 。秦人阿麻留売 (51) 戸主弟との聞に嫡子知嶋（25才）と生んだあと石部系との聞に

ド一一
20 18 12才の担を生み、石部某の死によってかもとへ附貫

8 50 県造紫 。石上部大古売 (44) 寄を人つれ凹原て再部小婚山42才のもとへ「亡央児J県主族栗売13才

9 3 国造族坂麻呂 。工部若子売 (46) 坂19麻才呂をはも2う9才けの初再婚婚、し若子売は前・1去才とのの女問に工節調成克
ド一一

て 、7-4・2 女子を生んでいる

10 5 国造族皆麻呂 。 戸主弟事日 (40) 再「亡婚妻、児1刀1～自I才売Jのi：人才のの子生あ母りの死後、因遺族衣夜売27才と
」

11 11 因遺族文得 。 戸主甥川内 (36) 1「3幸～子1才咋」の~·人才のの子生あ母りの死後、国造族官売33才と再婚、
」

12 13 春部小島 。 戸主甥の亡Ji: 亡再婚父、は戸36主～盟13烏才手の~人才のの子生あ母りの死後、春都阿万克54才と
← 
13 27 春日辛国 。 戸主兄辛安 (48) 3「踊才子の石子板あJり27才の生母の死後、容日吉崎売34才と再婚、

14 3 六人部堅見 。 戸主甥咋麻呂 (39) 克「亡3裏7才目と家再倍婚亮、J5才14才の子・8あ才りの生母の死後、六人部回麻利
ト一一一

15 
栗栖太旦

9 9 。大人部田麻利売（37) 戸5才主の甥子咋を麻生呂むと「児物部国麻定。売J17才を連れて再婚、
」

16 10 刑部御回 。 戸主の亡父 戸「戸主主御弟田小は比曲麻才呂でJ歳3暮4才のの死母後とにし亡て先物と部再塩婚売62才あり、
」

17 13 道守部書屋 。 戸主の亡父 2「戸8 ・主25兄・広l~才岨の～生3母5才と、再姉婚42か 34才の生母の死後、戸主

19 肩々旦 2 国造川崎 。生科馬部売 (44) 「と国再造婚乎刀自克」 24才・ 18・15才を生んだあと、大人部且

表11

の
国
造
族
加
良
安
、
そ
れ
に
先
述
の
不
破
勝
族
阿
手
良
・
国
造
族
阿
佐
麻
呂

他
国
赤
人
の
亡
父
で
あ
る
。
四
二
例
中
二
四
例
は
戸
主
、
六
例
は
戸
主
の
亡
父

と
戸
主
の
兄
弟
、
二
例
は
戸
主
甥
と
戸
主
同
党
、

一
例
は
戸
主
の
嫡
子
と
戸
主

同
党
の
亡
父
の
各
一
と
な
っ
て
い
て
戸
主
家
族
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
の
一
方

で
寄
ロ
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
九
等
戸
で
の
区
分
で
見
る
と
、
＝
一

四
戸
中
で
、
中
下
戸
ニ
例
・
下
上
戸
二
例
・
下
中
戸
五
例
・
下
下
戸
二
五
例
に

な
っ
て
い
て
、
下
中
戸
以
上
で
の
比
率
は
高
い
が
下
下
戸
に
も
少
な
か
ら
ず
あ

り
、
多
妻
慣
行
が
八
世
紀
初
頭
の
御
野
困
で
は
、
寄
ロ
で
あ
る
男
性
を
除
い

て

一
般
に
存
在
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

多
産
多
死
で
平
均
寿
命
が
三
O
歳
前
後
の
社
会
で
は
、
再
婚
も
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
た
。

一
般
に
再
婚
が
男
性
と
く
に
戸
主
に
多
く
、
女
性
の
場
合
、
男
性

22 

に
比
べ
て
一
人
で
年
老
い
る
例
の
多
か
っ
た
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
今
津
勝

紀
が
指
摘
し
て
い
る
。
御
野
戸
籍
か
ら
知
ら
れ
る
事
例
は
表
口
の
通
り
で
あ

る
。
女
性
は
前
夫
の
氏
姓
を
も
っ
子
の
存
在
に
よ
り
、
男
性
の
場
合
は
子
の
年

齢
の
関
係
に
着
目
し
て
作
成
し
た
。
女
性
が
前
夫
と
の
問
に
生
ま
れ
た
子
を
連

れ
て
再
婚
し
て
い
る
例
と
し
て
、
図
7
の
春
部
旦
の
国
造
族
坂
麻
日
戸
の
戸
主

妻
と
な
っ
て
い
る
工
部
若
子
売
を
見
ょ
う
。
坂
麻
呂
は
二
九
歳
の
兵
士
で
初
婚

で
あ
っ
た
が
、
若
子
売
は
四
六
歳
で
前
夫
と
の
間
に
生
ま
れ
た
工
部
御
成
売
十

九
歳
を
つ
れ
て
再
婚
し
、
坂
麻
呂
と
の
聞
に
七
・
四
・
二
・
一
歳
の
女
子
を
生

ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
関
係
は
子
が
父
の
氏
姓
を
称
す
る
と
い
う
律
令
国
家
の

父
系
王
義
が
そ
れ
な
り
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
半
布
里
の
戸
主
秦
人
都
都
弥
六
八
歳
に
は
す
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五
保
上
壁
一
国
遺
族
坂
官
戸
目
立
ハ
暗
証
丁
一

干
し
ト
｜

〒小一寸

兵
士
一

少
丁
－

宇王

手責

戸
主
姑
国
造
族
主
主
鍔
十
一
「
児
国
豊
富
売
時
五

々
戸
主
民
翠
百
年
廿
九

T
い凶

戸

主

義

三

r－、

工
鶴
若
干
売
出
訓
示

（
工
鶴
来
）

年
廿
三

次
小
坂

正
丁

年
廿

次
手
古

兵
士

年
十
九

次
十
足
小
丁年

廿
六

嫡
子
堂
前

正
丁

年
十
三

次
土
方
小
子

k
a史
年
ニ

a
f，
緑
児年

品
川

妾
子
其
人
正
了年

廿
四

児
加
須
弥
売

正
女年

十
丸

次
志
診
加
比
売

少
女

量
生
鮮
八

次
常
世
売
詳
三

年
廿
八

嶋
則
子
大
国

正
丁

正
女
玄
少
女
三
緑
女
ご

次
女
一
小
女
云
一
脅
女
一年

七

戸
主
児
姉
都
売
小
女

次
姉
売
一
仲
間

次
小
姉
売
年
二

緑
女

次
稲
嶋
売
桝
十

児
工
部
御
成
売
年
十
九

少
女

弁

主

で
に
四
三
歳
の
嫡
子
も
い
た
が
、
秦
人
小
倍
志
売
四
五
歳
と
再
婚
し
十
一
ニ
・
十
一
－

九
歳
の
子
を
得
て
い
る
。
再
婚
慣
行
は
男
女
を
問
わ
ず
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（

4
）
戸
主
母
験
か
ら
み
た
八
世
紀
初
頭
の
家
族
・
親
族
関
係

表
8
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
戸
主
母
は
、
中
下
戸
二
・
下
中
戸
三
・
下
下
戸
ご

O

と
戸
の
等
級
に
か
か
わ
り
な
く
存
在
す
る
。
彼
女
た
ち
は
「
家
万
自
」
で
あ
っ
た
。

続紀史料CCsss～6P

戸
主
母
は
夫
で
あ
っ
た
戸
主
の
父
と
の
聞
で
安
定
し
た
夫
婦
関
係
を
営
ん
で
い
た

こ
と
に
よ
り
「
家
万
自
」

の
位
置
を
し
め
た
。
そ
の
限
り
で
は
実
子
以
外
の
子
に

対
し
て
も
「
母
」
と
し
て
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
不
安
定
な
対
偶
婚
か
ら
は
こ

う
し
た
関
係
は
生
ま
れ
な
い
。
八
世
紀
初
頭
の
地
域
社
会
で
は
そ
れ
な
り
に
安
定

日吉①18P

し
た
「
父
母
と
子
」

の
家
族
関
係
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
母
の
記
載
な

し
に
（
母
の
死
亡
の
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
）
父
と
同
籍
す
る
子
が
男
女
を
問
わ

ず
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

春部里3

だ
が
多
妻
慣
行
も
存
在
し
た
。
そ
こ
で
は
「
母
と
子
」
プ
ラ
ス
夫
の
家
族
が
生

じ
る
。
こ
の
こ
と
は
多
妻
慣
行
ゃ
、
平
均
寿
命
が
低
く
夫
の
早
死
の
生
じ
る
と
こ

図7

ろ
で
は
適
時
的
に
生
ま
れ
る
も
の
で
、
対
偶
婚
と
い
う
未
聞
の
婚
姻
関
係
の
み
を

一
示
す
も
の
で
は
な
い
。
な
お
父
系
主
義
の
原
則
に
立
つ
戸
籍
の
記
事
か
ら
は
女
性

の
再
婚
の
事
例
は
知
り
う
る
が
、
多
夫
慣
行
の
存
在
は
検
出
で
き
な
い
。
こ
の
こ

と
は
戸
籍
の
史
料
的
限
界
と
も
い
え
る
が
、
そ
う
し
た
慣
行
が
倭
人
社
会
に
存
在

せ
ず
、
ま
た
当
時
の
厳
し
い
生
活
条
件
の
下
で
は
、
殆
ど
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
と
見
て
よ
い
と
思
う
。
多
妻
慣
行
は
複
数
の
女
性
の
性
を
一
人
の
男
性
が
独

占
す
る
と
い
う
形
で
の
家
父
長
的
家
族
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

23ー
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る
。
さ
ら
に
戸
主
層
を
中
心
に
し
た
奴
蝉
所
有
の
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
前
述
し

た
。
入
世
紀
の
社
会
で
は
、
古
代
ロ

1
7
の
典
型
的
な
そ
れ
と
は
異
な
る
歴
史
的

内
，喧戸ー，

甘
を
も
っ
て

戸
主
を
家
長
と
す
る
家
父
長
的
関
係
は
確
か

存
在
し
た。
そ

の
一
方
で
、
こ
う
し
た
戸
主
層
を
中
心
と
す
る
家
父
長
的
関
係
と
密
接
に
か
か
わ

り
な
が
ら
、

コ
戸
主
母
」
と
な
っ
た
女
性
た
ち
は
、

「
家
万
自
」
と

「
戸
主
妻
」

し
て
郷
戸
構
成
の
要
と
な
っ
て
家
族
・
親
族
た
ち
の
結
合
を
支
え
る
役
割
を
担
い
、

そ
の
こ
と
を
通
じ
て
戸
主
で
あ
る
家
長
の
家
父
長
的
関
係
を
相
互
に
補
完
す
る
関

係
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
家
万
自
の
存
在
を
も
重
要
な
要
素
と
し
て
含
ん
で
い
る

と
こ
ろ
に
、
人
世
紀
初
頭
の
家
父
長
制
の
歴
史
的
特
質
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

五

寄
口
に
つ
い
て

一
O
九
戸
中
五
六
戸
に
寄
ロ
が
存
在
し
、
人
口
か
ら
す
る
と
二
二
九
五
人
中
三

一
人
人
で
約
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
寄
ロ
は
良
民
で
あ
る
が
律
令
に
そ
の

身
分
に
関
す
る
規
定
は
な
く

喪
葬
令
集
解
身
喪
戸
絶
条
の
ー「

古
記

に
よ
れ
ば

戸
主
家
族
の
死
絶
時
に
財
産
相
続
の
権
利
は
な
い
が
、
令
本
文
で
定
め
ら
れ
て
い

る
「
四
隣
五
保
」
に
か
わ
っ
て
遺
産
を
処
分
す
べ
き
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
は
各
種
の
見
解
も
あ
る
が
、
私
は
地
域
社
会
で
の
伝

統
的
な
カ
パ
ネ
的
階
層
構
成
や
家
父
長
的
関
係
の
も
と
で
低
い
地
位
に
あ
り
、
自

ら
は
戸
主
と
な
り
得
な
い
で
郷
戸
に
附
賞
さ
れ
た
存
在
で
は
な
い
か
、
と
し
た
。

前
述
の
国
造
川
嶋
戸
や
都
布
江
部
安
倍
戸
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
り
、
大
筋
で
は
現

在
で
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
後
は
農
奴
に
転
化
し
て
ゆ
く

と
し
た
点
に
つ
い
て
は
一
面
的
で
あ
っ
た
と
反
省
し
て
い
る
。
寄
口
に
は
、
戸
主

に
公
的
に
統
括
さ
れ
る
と
い
う
関
係
か
ら
広
い
意
味
で
そ
の
支
配
下
に
お
か
れ
て

は
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
多
様
な
内
容
が
あ
る
。
以
下
で
は
、

寄
ロ
の
成
り
立
ち
に
か
か
わ
る
主
要
な
契
機
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
、
寄

ロ
と
い
う
戸
口
の
区
分
が
古
代
中
国
や
統
一
新
羅
に
な
い
こ
と
を
重
視
し
、
寄
口

を
構
成
要
素
と
し
て
含
む
郷
戸
的
結
合
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

戸
主
家
族
と

霊
関
係

あ
る
1J< 

当
時
の
"' "" 的
用
語
と
さ
れ
て

た
親

族
称
呼
で
は
表
現
で
き
な
い
も
の
を
寄
ロ
と
す
る
。

杉
本
一
樹
や
井
上
亘
ら
が
改
め
て
指
摘
す
る
よ
う
句
、
戸
主
の
親
族
と
姻
戚
関

係
に
あ
る
も
の
で
寄
口
で
あ
っ
た
こ
と
の
確
実
と
見
ら
れ
る
例
が
あ
る
。
図
8
の

24 

半
布
呈
戸
番
U
の
県
主
族
安
麻
呂
戸
の
秦
人
木
足
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
は

「
寄
人
」
と
し
て
戸
主
親
族
と
は
別
記
さ
れ
て
い
る
が
、
戸
主
の
娘
の
伊
毛
売
に

秦
人
の
姓
を
称
す
る
娘
が
お
り
、
自
ら
に
も
一
人
の
息
子
が
い
て
、
戸
籍
で
は
妻

の
も
と
に
娘
を
自
分
の
も
と
に
息
子
を
附
貫
さ
せ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
戸

主
で
あ
る
安
麻
呂
に
と
っ
て
、
娘
婿
に
な
る
木
足
と
そ
の
キ
ヨ
ウ
ダ
イ
を
寄
口
と

し
て
附
貫
さ
せ
る
こ
と
は
、
戸
内
に
正

T
二
人
を
確
保
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

な
お
こ
の
戸
に
五
人
の
正
丁
が
い
て
も
兵
士
が
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戸
主
が
「
鍛
」
と
注
記
さ
れ
た
武
器
製
作
の
技
術

者
で
あ
り
、
兵
士
役
に
準
じ
た
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

こ
の
ほ
か
に
図
9
の
春
部
皇
戸
香
川
却
の
春
部
剣
戸
の
寄
口
の
因
遺
族
人
千
の
場

合
が
あ
る
o

岡
戸
に
は
「
一
戸
主
妹
」
大
海
売
が
「
国
造
族
」
を
氏
姓
と
す
る
三
人
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甘
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次

務

総

売

年

六

少

女

寸

会

年
十
七

次
与
伎
売
才
女

年
廿
一
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主
同
党
妹
春
宮
発
正
女

年
十
人

次
虫
名
宛
少
女年

対

寄
入
国
遺
族
入
子
正
T

半布里14
日古①67P

図8春部里26
日古①22P

図9
続紀史料①422～3P

の
娘
と
と
も
に
附
貫
さ
れ
、
八
千
は
ひ
と
り
一
一
一

O
歳
の
正
丁
と
し
て
附
貫
し
て
い

る
。
彼
の
場
合
、
木
足
と
違
っ
て
男
子
が
な
く
、
ま
た
と
も
に
附
貫
す
る
キ
ヨ
ウ
ダ

イ
も
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
単
独
寄
口
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
寄
ロ
に
は
戸
主

の
娘
婿
・
姉
妹
の
婿
に
当
た
る
姻
族
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
娘
婿
や
姉

妹
の
婿
に
相
当
す
る
も
の
が
戸
主
親
族
と
し
て
附
賞
さ
れ
て
い
る
例
ゃ
、
彼
ら
の
子

が
戸
主
親
族
と
し
て
男
女
を
問
わ
ず
附
賞
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
娘
婿
や
姉
妹

の
婿
と
そ
の
子
が
必
ず
寄
口
と
さ
れ
た
の
で
な
い
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

な
お
木
足
と
八
千
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
一
戸
主
家
族
の
女
性

と
結
婚
し
た
寄
口
の
男
性
と
の
聞
に
生
ま
れ
た
子
に
つ
い
て
、
男
子
は
父
、
女
子

は
母
の
子
と
し
て
記
載
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

子
供
の
戸
籍
で
の
扱
い
は
、
事
実
上
の
結
婚
後
、
同
籍
せ
ず
に
い
る
夫
婦
の
子
供

続紀史料（£383p 

の
編
貫
に
つ
い
て
も
起
こ
り
う
る
。
榊
佳
子
は
半
布
里
の
事
例
を
分
析
し
て
、
多

く
の
場
合
、
男
子
は
父
、
女
子
は
母
の
戸
に
編
戸
さ
れ
る
が
、
子
女
が
あ
る
程
度
の

で年
は齢

は E
じ 7.,
めと
ず夫
や婦
うご 『M

椅両
r 籍

暴Z
し ξ
てと
~ミ

さ塁
と集
を団
指で
摘は
し戸
て主
いと
る霊戸
。主

兄
弟
の
場
合

一
般
的
な
傾

向
と
は
別
に
、
県
主
集
団
と
い
う
限
ら
れ
た
集
団
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
戸
主

層
に
た
い
す
る
公
的
な
扱
い
で
の
差
を
示
す
事
例
と
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。

（

2
）
異
姓
寄
口
で
戸
主
親
践
と
の
「
同
族
意
識
」
に
よ
る
関
係
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
。

①
異
姓
寄
口
で
あ
る
女
性
が
戸
主
と
お
な
じ
氏
姓
を
持
つ
子
と
と
も
に
附
貫
き

れ
て
い
る
場
合
で
、
一
戸
主
と
同
姓
の
夫
の
死
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し

25 
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小
子
三
正
女
八

弁

宜

少

女

ニ

井小
十女

下
政
戸
豆
盲
木
理
戸
口
十
七
拝

寸－
J
R川

一

秘

筏

綴

都

売

出

制

Ji
J…一一明日計七 年

十
九

鏑
子
都
警
自

少
丁

次
童
特
六

寄
人
大
私
車
豊
田
制
七
1
｜
寸
塁
盲
木
部
刀
童
話
ニ

「

年

十

五

「
次
加
久
佐
売
ト
女

－
単
狐
の
男
性
寄
ロ
と
し
て
、
真
弓
と
長
崎
が
い
る
が
、
男
性
の
た
め
に

別
記
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
は
刀
良
兎
・
母
知
売
の
子
で
あ
ろ
う
・

て
半
布
皇
戸
香
川
叩
の
秦
人
山
戸
の
渓
人
志
比
売
が
「
児
」
秦
人
姉
売
と
と
も
に
附

貫

れ
て

の
や

I 
戸
香

春
部
角

官

韓
人
足

! 
~ 

春
部
多
志
麻
売
と
と
も
に
附
賞
す
る
例
、
図
叩
の
三
井
田
里
戸
番
6
五
百
木
部
咋

戸
の
穂
積
部
刀
良
売
と
大
私
部
母
知
売
が
そ
れ
ぞ
れ
五
百
木
部
を
氏
姓
と
す
る
娘

た
ち
と
附
貫
す
る
場
合
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
殊
な
例
と
し
て
図
l

の
肩
々
旦
の
国
造
川
嶋
戸
の
「
寄
人
」
六
人
部
身
麻
呂
の
嫡
子
の
足
の
妻
に
な
っ

た
生
科
馬
都
売
の
場
合
が
あ
る
。
彼
女
は
前
夫
「
国
造
某
」
と
の
闘
に
生
ま
れ
た

固
造
乎
万
自
売
二
四
歳
ほ
か
十
八
・
十
五
歳
の
娘
を
連
れ
て
再
婚
し
て
い
る
。
六

続紀史料①411p 

人
部
身
麻
呂
一
族
が
川
嶋
戸
の
寄
口
に
編
戸
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
馬
都
売
の
存

在
が
何
ら
か
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

②
寄
人
の
妻
が
戸
主
と
同
氏
姓
の
場
合
で
、
半
布
塁
戸
番
1
の
石
部
三
回
戸
の

牟
下
津
部
安
倍
の
妻
が
石
部
小
都
売
で
あ
る
こ
と
や
、
同
里
戸
番
お
の
神
人
波
手

日古CI54P

戸
の
秦
人
安
問
の
妻
が
神
人
都
売
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。

③
こ
れ
に
似
た
も
の
と
し
て
寄
人
の
姓
が
戸
主
の
妻
と
お
な
じ
も
の
も
あ
る
。

半
布
呈
戸
香
川
以
の
神
人
辛
人
の
妻
は
牟
下
津
部
弥
奈
売
だ
が
、
寄
人
に
牟
下
津
部

三井田里6

麻
呂
と
名
多
の
兄
弟
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
と
と
も
に
附
賞
さ
れ
て
い
る
。
春
部
旦

戸
番
目
の
六
人
部
儒
の
妻
は
春
部
真
志
真
売
で
あ
る
が
、
寄
人
に
同
姓
の
女
性
三

春部里20

人
が
い
る
。
こ
の
ほ
か
戸
主
母
と
同
姓
の
寄
人
を
含
む
半
布
呈
戸
番
お
の
穂
積
部

26 

安
倍
戸
、
戸
主
妾
と
寄
人
の
妻
が
同
氏
姓
で
あ
る
岡
里
戸
番
幻
の
県
主
族
身
津
戸

図10

の
場
合
も
こ
れ
に
準
じ
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
異
姓
寄
口
に
か
ん
す
る
御
野
戸
籍
の
記
載
に
は
、

戸
主
親
族
と
婚
姻
関
係
に
あ
っ
て
親
族
関
係
や
同
族
意
識
で
結
ぼ
れ
た
も
の
が
含

ま
れ
て
お
り
、
編
一
一
に
当
た
っ
て
は
こ
う
し
た
事
情
を
も
留
意
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
前
引
の
註
お
の
拙
著
で
異
姓
寄
口
を
同
姓
寄
口
と
区
別
し
、

異
姓
寄
ロ
を
含
む
戸
に
奴
熔
の
所
有
さ
れ
る
例
の
多
い
こ
と
か
ら
、
異
姓
寄
口
と

奴
稗
と
の
親
和
性
を
重
視
し
た
。
そ
う
し
た
傾
向
の
見
ら
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
が
、
現
在
で
は
そ
の
こ
と
を
一
面
的
に
強
調
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
考
え

て
い
る
。
異
姓
寄
口
の
発
生
に
は
、
戸
主
親
族
と
何
ら
か
の
姻
戚
で
つ
な
が
る
こ

と
と
戸
主
親
族
よ
り
階
層
的
に
下
位
に
あ
る
と
い
う
二
つ
の
要
因
が
あ
り
、
そ
の
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郷戸内正T（兵士を含む）中の寄口正丁の比率

Lも % % % % % ちも % % % % % % 
加毛郡半布里（54戸） 1 4 2 6 1 1 1 1 17戸

昧蜂品官日春部里（26戸） 2 3 2 1 1 1 1 11戸

本質郡栗栖太里（17戸） 2 1 2 5戸

屑県郡屑々里（3戸） 1 1 2戸

5 7 2 2 9 1 2 1 1 1 1 1 1 35戸

表12

i. 山方郡三井田旦と未詳里に寄口で正丁のものは記されていない
2. 寄口の正丁数が戸主親族の正丁数を超えるものと国造大庭戸

%一半布旦県主族比溺自戸、同里穂積部安倍戸、来栖太旦十市部三回須戸
%ー肩々旦国造川嶋戸
%一事部旦都布江安倍戸
%肩々里困造大庭戸

’～，ー
里 戸番 戸主名 戸口数 三政戸 :IL等戸 単独寄口高 備 考

半布里 23 穂積部安倍 20 中 下々 秦人久良売 67才 戸内に寄口として同姓の比都自目知の兄弟家族13人あり。

• • • • ，， ，， 県主族古麻売62才 戸主母として県主族古与売62才あり。

• 33 県主族安倍 27 上 下中 石部古理売 73才 関悟不明。寄口は1人のみ図

• 41 秦人小咋 14 中 下々 秦人若売 70才 同姓寄口。他に同姓の単独寄口（胡才）あり。

• 43 秦人堅石 11 下 下々 秦人古売 62才 同姓寄口。寄口はl人のみ

• 岨 県主族稲す 24 中 下々 県主人意須売62才 関係不明。他に県咋麻目12才の寄口あり。

春部里 3 国造族坂麻呂 26 上 下々 固造族若子売67才 同姓寄目。寄口は1人のみ。

肩々呈 2 国造川嶋 26 下 下々 十市部古売 70才 関係不明。他に寄口多L。

• 3 国造大庭 96 上 中下 六人部羊 77才 関部不明白他に寄口多L。

未詳里 1 六人部小依 20 中 下々 刑部咋売 72才 関係不明。寄口はl人のみ。

60歳以上の単独寄口表13

心に病をもっ者（繍狂）の場合

春部旦 I2 I大人部加利 130 

栗栖田里｜ 1 I 刑部都准 I 19 

「戸主孫」父母の記輯なL。戸主は80才。

同姓叩単独寄口

17才

45才

石作部咋

刑部得麻呂

下々

下々

上

中

二
つ
が
密
接
に
関
連
す
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（

3
）
課
戸
と
し
て
の
内
容
を
整
え
る
た
め
に
課
丁
を
寄
口
と
し
て
附

買
し
た
と
考
・
え
ら
れ
る
場
合
。

表
ロ
は
寄
口
に
課
丁
を
含
む
＝
一
五
戸
に
つ
い
て
戸
内
の
全
課
丁
の
な
か

で
の
比
率
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
春
部
皇
戸
香
却
の
都

布
江
部
安
倍
戸
の
課
丁
六
人
中
の
五
人
と
、
肩
々
旦
戸
番
2
の
国
造
川
嶋

戸
の
四
人
中
三
人
が
目
立
っ
て
い
る
。
川
嶋
戸
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
里
は
も
と
よ
り
郡
内
で
支
配
的
地
位
を
占
め
る
国

造
一
族
に
属
し
て
三
人
の
奴
鱒
を
所
有
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
川
嶋
が
戸
主

と
な
り
、
生
科
馬
都
売
の
縁
で
彼
女
を
含
む
六
人
部
一
族
を
寄
口
と
し
、

さ
ら
に
阿
刀
部
・
阿
比
古
の
正
丁
・
兵
士
た
ち
を
も
寄
口
と
し
て
謀
戸
と

し
て
の
内
容
を
整
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

図
2
の
都
布
江
部
安
倍
戸
の
場
合
、
「
寄
人
」
と
し
て
鮒
江
部
塩
の
四
人

の
家
族
と
、
丸
部
安
の
十
一
人
の
家
族
が
い
る
。
鮒
江
部
と
都
布
江
部
を

｛型

同
一
と
見
る
と
同
姓
寄
口
と
な
る
が
、
異
姓
寄
口
の
丸
部
一
族
に
は
＝
一
人

の
正
丁
と
一
人
の
兵
士
が
お
り
、
彼
ら
だ
け
で
中
政
戸
の
扱
い
を
受
け
る

こ
と
の
で
き
る
郷
戸
の
核
家
族
に
な
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
丸
部

族
が
寄
口
で
あ
る
の
は
、
こ
の
地
域
へ
の
新
た
な
移
住
者
で
あ
っ
た
場
合

を
も
合
め
て
、
丸
部
安
が
地
域
社
会
で
戸
主
た
り
う
る
も
の
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
都
布
江

部
安
倍
戸
は
戸
主
家
族
だ
け
で
は
一
人
の
正
丁
し
か
い
な
い
下
政
戸
だ
が
、

27 



研究論文

正
丁
四
・
兵
士
二
を
成
員
に
も
つ
上
政
戸
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
編
戸

に
あ
た
っ
て
は
、
安
定
し
た
課
戸
の
確
保
と
い
う
支
配
の
側
の
意
図
と
と
も
に
、

華
社
A 

"" で
の
階
層
的
関
係

対
す
る
配
慮
は
確
か

作
用
し
て
Uミ

た
の
で
あ
る

戸
主
親
族
よ
り
寄
口
の
課
丁
数
の
多
い
例
と
し
て
、
半
布
星
戸
番
目
の
県
主
族

比
都
自
戸
・
同
里
戸
番
幻
の
穂
積
部
安
倍
戸
・
栗
栖
回
里
戸
番
8
の
十
市
部
三
田

須
戸
な
ど
の
＝
一
丁
中
二
丁
を
占
め
る
も
の
を
あ
げ
得
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
は
あ

き
ら
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
安
定
的
に
正
丁
・
兵
士
の
徴
発
可
能
な
郷
戸
と
す

る
こ
と
を
も
考
慮
し
て
編
戸
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
場
合
は
地
域
で

の
関
係
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
令
制
の
原
則
に
よ
っ
て
寄
口
と
し
て
附
賞
さ
れ
た
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
課
丁
で
あ
る
寄
口
を
郷
戸
に
編
成
す
る
場
合
、
地
域
社
会

で
の
人
々
の
諸
関
係
に
配
慮
し
な
が
ら
、
課
戸
と
し
て
の
内
容
を
整
え
る
こ
と
を

も
考
慮
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

（

4
）
自
存
不
能
な
人
を
相
互
扶
助
的
関
係
か
ら
寄
口
と
す
る
。

こ
の
ほ
か
に
自
ら
の
家
族
的
結
合
を
持
た
ず
に
単
独
で
寄
口
と
し
て
老
年
を
迎

え
て
い
る
人
た
ち
も
い
る
。
六
十
歳
以
上
の
単
独
寄
口
は
表
日
の
通
り
で
、
十
例

中
九
例
ま
で
は
女
性
で
男
性
は
閏
造
大
庭
戸
の
六
人
部
羊
の
み
で
あ
る
。
彼
の
場

合
は
奴
解
五
九
人
を
含
む
九
六
人
の
岡
戸
の
家
政
機
構
の
あ
り
方
と
の
関
係
も
あ

り
、
一
応
除
外
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
一
般
的
に
は
今
津
勝
紀
の
指
摘

す
る
よ
う
に
、
男
性
の
再
婚
率
が
高
か
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
。
秦
人
久
良
売
は

同
戸
内
に
同
姓
寄
口
の
比
都
自
一
族
が
お
り
、
彼
ら
と
生
活
を
と
も
に
し
て
い
た

こ
と
を
想
定
し
て
よ
い
と
思
う
。
県
主
族
古
麻
売
の
場
合
は
戸
主
母
と
同
姓
で
同

年
齢
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
お
そ
ら
く
は
そ
う
し
た
関
係
か
ら
編
戸
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
の
七
人
に
つ
い
て
他
の
戸
口
と
の
関
係
を
探
る
手
掛
か

り
は
な
い
。
高
齢
者
に
対
す
る
公
的
な
生
活
援
助
と
し
て
は
、
臨
時
的
に
行
わ
れ

る
「
賑
給
」
平
八
十
歳
以
上
に
対
す
る
「
侍
丁
」
な
ど
の
制
度
も
あ
る
が
、
日
常

的

は

彼
ら
自
身
が

身
近
な
生
活
共
同
者
と
と
も

生
活
面
で
の

定
の
役
割

を
分
担
し
な
が
ら
、
そ
の
扶
養
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

家
族
・
親
族
の
い
な
い
場
合
に
は
郷
戸
が
そ
の
役
割
を
担
っ
た
と
見
て
よ
い
と
思

? 
0 

「
古
記
」
が
「
絶
戸
遺
産
」
の
処
分
に
当
た
っ
て
寄
口
を
「
分
財
な
き
臭
口
」

と
し
て
「
四
隣
五
保
」
よ
り
身
近
な
存
在
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、

こ
う
し
た
関
係
を
基
礎
と
し
た
認
識
に
た
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

単
独
の
高
齢
者
と
似
た
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
心
に
病
を
も
っ
者
の
場
合
が

28 

あ
る
。
御
野
戸
籍
に
は
「
癒
狂
」
の
た
め
廃
疾
と
さ
れ
た
男
性
が
二
人
い
る
。
春

部
里
戸
番
2
の
六
人
部
加
利
戸
の
「
戸
主
孫
」
の
石
作
部
昨
十
七
歳
と
栗
栖
太
呈

戸
番
1
の
刑
部
都
伎
戸
の
刑
部
得
麻
呂
四
五
歳
で
あ
る
。
前
者
は
戸
主
の
娘
の
生

ん
だ
子
で
あ
る
が
父
母
の
記
載
は
な
く
単
独
の
戸
口
と
し
て
附
賞
さ
れ
て
お
り
、

後
者
は
同
姓
の
戸
主
の
戸
に
単
独
寄
口
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
得
麻
呂
も
咋
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
な
が
る
同
族
的
な
縁
で
戸
口
と
さ
れ
た
も

の
と
見
て
よ
い
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
郷
戸
的
結
合
は
、
親
族
的
な
相
互
扶
助
的

役
割
を
高
齢
の
単
独
寄
口
や
障
害
者
に
対
し
て
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（

5
）
古
代
中
国
・
統
一
新
羅
で
の
寄
ロ
の
不
存
在
を
め
ぐ
っ
て

周
知
の
ょ
っ
に

古
代
中
国
の
戸
籍
や

新
羅
村
落
文
書

な
ど
の
人
身
支
配



の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
文
書
や
記
録
に
「
寄
人
」

「
寄
口
」
あ
る
い
は
そ
れ
に

相
当
す
る
用
語
で
の
戸
口
の
区
分
は
な
い
。
寄
口
と
い
う
戸
口
の
区
分
は
、
国
家

に
よ
る
人
身
支
配
に
つ
い
て
中
国
や
新
羅
か
ら
学
ぴ
な
が
ら
も
日
本
の
支
配
層
の

生
み
だ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
当
時
の
家
族
・
親
族
さ
ら
に
は
地
域
社
会

の
現
実
と
、
そ
う
し
た
実
情
を
ふ
ま
え
て
人
身
支
配
の
徹
底
を
図
ろ
う
と
し
た
支

配
層
の
対
応
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
、
と
思
わ
れ
る
。

古
代
中
園
で
の
一
般
民
衆
の
家
族
は
「
五
口
之
家
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
「
漢
書
」
地
理
志
に
、
班
困
が
「
漢
の
極
盛
な
り
」
と
し
て
掲
げ
た

全
国
統
計
に
コ
戸
一
二
二
三
万
三
O
六
二
」

「
口
五
九
五
九
万
四
九
七
人
」
と
記

し
て
い
て
平
均
四
・
入
七
人
で
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
、
『
旧
唐
書
』
本
紀
関
元
十

四
（
郁
）
年
五
月
発
卯
条
に
「
管
戸
七
O
六
万
九
五
六
五
、
管
口
四
一
四
一
万
九
七

＝
こ
と
あ
っ
て
平
均
五
・
八
五
人
と
な
る
こ
と
、
な
ど
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。

も
と
よ
り
敦
健
文
書
を
は
じ
め
、
諸
地
域
の
遺
跡
か
ら
の
出
士
史
料
の
語
る
家
族

日本古代の個別経営に関する諸問題〔吉田〕

の
構
成
は
多
様
で
あ
る
が
、
大
体
の
傾
向
と
し
て
五
人
前
後
で
十
人
以
下
を
通
例

〈お）

と
し
て
い
た
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
で
御
野
戸
籍
を
は
じ
め
と
す
る
日

本
古
代
の
一
戸
あ
た
り
の
戸
口
数
が
二

O
人
前
後
で
あ
る
こ
と
は
、
中
国
の
コ
戸
」

と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

渡
辺
信
一
郎
に
よ
れ
ば
、
紀
元
前
回
世
紀
代
の
一
般
農
民
で
あ
っ
た
「
百
姓
」

介は
と
す鉄
る製
農手
工労
分働
業 用
を具
前に
提よ
と る
し小
て規
個模
別農
経業
営経
の営
再 を
生お
産こ
をな
維い
持
し市
て場
い交
た茜換
。を
こ 媒

う
し
た
状
況
は
そ
の
後
も
基
本
的
に
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
古
代
中
国
で
は
、

鉄
製
農
具
の
普
及
と
社
会
的
分
業
の
発
達
と
い
う
客
観
的
条
件
に
支
え
ら
れ
、
そ

れ
を
前
提
に
し
て
「
五
口
之
家
」
が
個
別
経
営
と
し
て
そ
れ
な
り
に
自
立
し
て
お

り
、
国
家
は
そ
れ
を
「
戸
」
と
し
て
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
関
係
が
地
域
の
伝
統
的
支
配
層
や
新
輿
の
富
豪
層
の
存

在
、
さ
ら
に
は
任
侠
的
な
人
間
相
互
の
信
頼
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
同
堂
」
と
い
う
形
態
（
い
わ
ゆ
る

四
合
院
）

で
の
住
居
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
な
親
族
的
結
合
が
「
五
日
之
家
」
の
生

産
と
再
生
産
に
と
っ
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
充
分
に
想
定
し
う
る
。

と
く
に
後
漢
以
降
の
儒
教
的
家
族
道
徳
の
重
視
や
宮
人
層
に
そ
れ
の
草
重
を
求
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
、
唐
代
の
律
令
に
見
る
よ
う
な
祖
父
母
父
母
の

在
世
中
の
別
籍
異
財
を
禁
じ
る
規
定
も
制
定
さ
れ
た
。
だ
が
現
実
と
し
て
は
そ
れ

ぞ
れ
の
家
人
の
財
産
に
対
す
る
持
分
は
認
め
ら
れ
て
い
て
、
相
互
の
同
意
が
あ
れ

ば
別
籍
や
財
産
分
割
は
可
能
で
あ
り
、
個
別
経
営
の
主
体
と
し
て
の
「
五
口
之
家
」

の
自
立
性
は
公
的
に
も
社
会
的
に
も
保
障
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
点
で
、
御
野
戸
籍

の
郷
戸
が
父
母
の
在
世
中
は
原
則
と
し
て
別
籍
せ
ず
、
ま
た
す
で
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
「
一
一
令
応
分
条
」
が
唐
令
の
よ
う
な
財
産
分
割
法
で
な
く
遺
産

相
続
の
た
め
の
規
定
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
日
本
古
代
の
財
産
所
有
の
あ
り
方

〔

m
M｝

は
、
明
ら
か
に
古
代
中
国
の
場
合
と
異
な
っ
て
い
た
。

統
一
新
羅
の
人
民
支
配
体
制
に
つ
い
て
貴
重
な
内
容
を
伝
え
て
い
る
の
は
、
戦

後
に
野
村
忠
夫
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
新
羅
村
落
文
書
で
あ
持
。
同
文
書
に
つ
い

｛鈎
V

て
は
旗
田
識
や
武
田
幸
男
の
詳
細
な
全
面
的
考
察
を
は
じ
め
と
し
て
、
日
韓
両
国

〔

ω〕

で
活
発
な
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ヰ
T
普
泰
は
同
文
書
の
作
成
年
に
つ
い
て
自
ら

の
「
乙
未
年
」

u
六
九
五
年
説
に
た
っ
て
で
は
あ
る
が
、
最
近
ま
で
の
研
究
史
の
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新羅村落文書中の「乙未年」の数値（一部）

｜＼ 姻数 口数 平均
良賎 九等畑 馬牛

備考
良奴碑 仲下下上下中下下収座 馬牛

A村 11 147 13.3 138 9 4 2 5 25 22 村主位膏あり

日村 15 125 8.3 118 7 I 2 5 6 I 18 12 

C村 8 72 9 72 。 I 6 I 8 11 

日村 IO 118 11.8 109 9 I 9 10 8 

言十 44 462 10.5 417 25 5 4 7 26 2 61 53 

A村「当県抄害漸村」、 B村「当県瞳下知村」、 C村「不明」、 D村「西原京口口口肘」
村主位沓は「畑畳有昔」中にあり、約20パーセントを占める（沓＝水田町韓国文字）。
新羅村稿文書の釈文は註臼0）の宋誌範論文による。
数値は「乙未年」の本文のもの。 「追記jは省略

範石成
もv 果
同を
文簡
書潔
のに
新ま
た と
なめ
釈て
文お
をり
作
成宋
す涜

る
と
と
も
に
研
究
目
録
を
作
成
し
て
四

期
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
で
の

論
争
点
を
紹
介
し
て
い
る
。
論
争
を
含

む
研
究
史
の
内
容
に
立
ち
入
る
つ
も
り

は
な
い
。
表
政
は
、
同
文
書
中
の

lJU 

表14

記
」
を
除
く
「
乙
未
年
」

の
い
く
つ
か

の
項
目
の
数
値
を
掲
げ
た
も
の
だ
が
、

注
意
し
た
い
の
は
、

A

・B
・C
－

D

の
四
村
の
総
姻
数
四
四
の
総
人
口
が
四

六
二
人
で
平
均
十
人
程
度
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
も
と
よ
り
村
に
よ
る
差
は
あ

り
、
馬
牛
の
所
有
数
が
多
く
、
地
域
の

公
的
支
配
権
の
認
め
ら
れ
た
有
力
首
長

で
あ
る
「
村
主
」

の
「
位
沓
」

の
集
中

す
る
A
村
の
場
合
の
平
均
は
十
三
・
三

人
で
あ
り
、

A
村
内
に
お
そ
ら
く
村
主

家
族
な
ど
の
ご

O
人
を
越
え
る
戸
の
存
在
し
た
こ
と
も
予
想
で
き
る
。
だ
が
全
体

と
し
て
十
人
前
後
が
人
身
支
配
の
単
位
と
し
て
の
「
畑
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か

r
、a
o

－4
h司

Uこ
の
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、

「
畑
」
を
統
括
支
配
す
る
単
位
は
村

主
の
支
配
す
る
「
村
」
で
あ
り
、
村
は
山
林
・
水
田
・
陸
田
・
麻
田
・
呆
樹
固
な

ど
を
含
む
一
定
の
地
域
を
管
轄
す
る
領
域
と
し
て
公
的
に
認
め
ら
れ
、
人
身
支
配

は
十
人
程
度
の
「
孔
畑
」
を
単
位
に
し
て
仲
上
・
下
上
・
下
中
・
下
下
と
収
坐
に

区
分
さ
れ
て
負
担
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
馬
や
牛
が
相
当
数
存

在
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
を
利
用
し
た
畜
耕
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
充
分
に
推

定
で
き
る
。
入

i
十
五
畑
か
ら
な
り
七
二

1
一
四
七
人
規
模
の
人
々
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
「

村
」

が
/.¥. 
A為

的
負
担
を
負
う
単
位
と
し
て
国
家
か
ら
認
め
ら
れ

馬
牛

が
村
単
位
に
そ
の
増
減
が
集
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
村
単
位
の

結
合
は
村
主
の
存
在
や
国
家
的
負
担
の
単
位
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
相
当
に
強

か
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
馬
牛
が
ど
の
よ
う
に
所
有
・
飼
養
・
使
役
さ
れ
て

い
た
か
は
不
明
だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
っ
て
で
は
あ
ろ
う
が
、
一
般
農
民
も
畜

-30-

カ
を
利
用
で
き
た
と
み
て
よ
く
、
約
十
人
か
ら
な
る
そ
れ
ぞ
れ
の
「
畑
」
は
、
こ
う

し
た
「
村
」
的
結
合
平
畜
力
利
用
な
ど
の
条
件
に
支
え
ら
れ
て
、
公
的
負
担
を
負

う
単
位
と
し
て
そ
れ
な
り
に
個
別
経
営
を
営
ん
で
い
た
と
見
て
よ
い
と
思
う
。

収

坐
」
に
見
ら
れ
る
村
へ
の
移
入
や
「
孔
亡
廻
」
に
見
る
よ
う
な
移
出
な
ど
の
人
口

移
動
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
関
係
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

も
と
よ
り
両
国
の
個
別
経
営
の
実
態
に
つ
い
て
は
よ
り
慎
重
に
検
討
す
べ
き
課

題
も
多
く
、
以
上
の
よ
う
な
私
見
は
現
在
の
段
階
で
私
の
理
解
し
え
た
範
囲
で
の

概
観
に
と
ど
ま
る
も
の
で
し
か
な
い
。
だ
が
古
代
中
国
や
統
一
新
羅
の
場
合
、
奴

解
所
有
を
別
と
す
る
な
ら
ば
、

コ
戸
」
内
に
遠
縁
の
親
族
や
非
血
縁
の
良
民
を
労

働
力
と
し
て
含
む
必
要
性
は
、
社
会
的
に
も
公
的
に
も
切
実
な
課
題
で
は
な
か
っ

た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



（

6
）
寄
口
の
存
在
と
「
郷
戸
」

中
国
や
新
羅
の
支
配
単
位
に
比
べ
て
、
御
野
困
戸
籍
を
含
む
日
本
古
代
の
郷
戸

の
規
模
は
二
十
人
程
で
遥
か
に
多
か
っ
た
。
寄
口
問
題
は
そ
う
し
た
全
体
的
な
傾

向
の
中
の
ひ
と
つ
の
要
素
と
し
て
存
在
す
る
。
寄
口
に
つ
い
て
は
前
述
の
ょ
っ
に
、

① 
同
姓

異
姓
を
関
わ
ず
戸
主
家
族
と
親
族
関
係

あ
る
昔F

当
時
め
A 
A 

的
な
親

族
称
呼
で
は
表
現
で
き
な
い
関
係
に
あ
る
も
の
、
②
異
姓
寄
口
に
は
戸
主
と
同
姓

の
男
性
と
結
婚
し
て
子
女
を
生
ん
だ
後
に
夫
を
失
っ
た
女
性
ゃ
、
戸
主
家
族
中
の

婚
姻
に
よ
っ
て
含
ま
れ
て
い
る
異
姓
の
女
性
と
同
族
関
係
に
あ
る
も
の
、
③
身
寄

り
の
な
い
老
齢
者
や
心
に
病
を
持
つ
た
め
に
自
存
で
き
な
い
人
た
ち
を
相
互
扶
助

す
る
た
め
に
附
貫
さ
れ
た
も
の
、
④
郷
戸
の
謀
戸
と
し
て
の
内
容
を
整
え
、
ま
た

成
年
男
子
の
労
働
力
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
謀
丁
を
附
貫
さ
せ
て
寄
口
と
す

る
場
合
な
ど
が
あ
っ
た
。
当
時
の
人
々
は
「
核
」
と
な
る
成
年
男
子
の
家
長
H
戸

主
を
中
心
に
、
男
系
・
女
系
を
問
わ
ず
で
き
る
だ
け
身
近
な
親
族
た
ち
と
二
十
人

前
後
の
規
模
で
郷
戸
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
志
向
性
を
、
社
会
的
に
も
公
的
に
も
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持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
日
本
社
会
で
の
一
般
農
民
の
閑
で
の
鉄
製
農

具
の
普
及
状
況
や
、
農
民
た
ち
が
日
常
的
に
市
な
ど
の
社
会
的
分
業
に
ど
の
程
度

（

av 

に
依
存
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
優
れ
た
研
究
も
あ
る
が
、
そ
れ

ら
と
民
衆
生
活
の
実
態
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
な
お
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い

る
。
さ
し
当
た
っ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、

「
父
母
と
子
」
あ
る
い
は
「
母

と
子
プ
ラ
ス
夫
」

か
ら
な
る
単
婚
小
家
族
的
結
合
は
消
費
単
位
で
は
あ
る
が

住

居
近
辺
の
菜
園
の
耕
作
を
別
と
す
る
な
ら
ば
、
生
存
に
必
要
な
生
産
・
再
生
産
活

動
を
自
立
的
に
お
こ
な
う
個
別
経
営
の
主
体
で
は
在
く
、
瀧
概
に
依
存
す
る
水
田

耕
作
を
主
と
す
る
た
め
、
水
利
を
掌
握
す
る
首
長
層
や
公
的
諸
機
関
へ
の
日
常
的

な
依
存
関
係
を
免
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
儀
制
令
「
春
時
祭
田
条
」
と
そ
の
古
記
か
ら
知
ら
れ
る
春
の
予

祝
祭
や
秋
の
収
穫
祭
な
ど
の
神
祭
り
を
中
心
と
し
た
村
落
的
結
合
は
確
か
に
存
在

し
た
。
だ
が
、
田
植
な
ど
の
農
繁
期
の
労
働
力
を
互
い
に
無
償
で
提
供
し
あ
う
と

い
う
よ
う
な
生
産
や
再
生
産
に
か
か
わ
る
共
同
体
的
関
係
は
、
古
く
に
は
そ
の
存

在
を
想
定
さ
れ
る
も
の
の
、
七
世
紀
中
葉
期
か
ら
九
世
紀
代
に
は
貧
富
を
問
わ
ず

「
魚
酒
」
等
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
一
一
用
労
働
に
依
存
す
る
関
係

に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
論

点
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
批
判
も
受
け
て
い
る
が
、
基
本
的
に
改
め
る
必
要
は
な

｛坦

い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
「
公
私
共
利
」
と
い
う
形
で
未
利
用
の
山
川
薮
沢
に
対

す
る
共
同
利
用
の
権
利
は
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
九
世
紀
段
階
に
「
民
要
地
」
と

〔
M

む

し
て
そ
の
権
利
が
保
障
さ
れ
る
ま
で
は
、
そ
の
権
利
は
す
こ
ぶ
る
暖
昧
で
あ
り
、

新
羅
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
特
定
の
「
村
」
の
領
域
と
し
て
公
的
に
認
め
ら
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。

良
工
分
離
が
未
熟
で
交
換
経
済
喧》

未
発
達
な
社
h. 
＂＇宅

段
階
で

首
長
や
J手、
品

的
機
関

の
担
う
公
共
的
機
能
が
支
配
と
収
奪
の
た
め
の
手
段
と
な
り
、
農
民
た
ち
の
生
産

と
再
生
産
の
た
め
の
村
落
規
模
で
の
相
互
扶
助
的
な
共
同
組
織
も
存
在
し
な
い
と

い
う
状
況
の
下
で
は
、
彼
ら
は
生
活
を
維
持
し
て
ゆ
く
た
め
に
も
っ
と
も
身
近
な

親
族
関
係
を
重
視
し
そ
れ
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
く
に
多
産
多
死
で
平
均

寿
命
が
三
十
歳
前
後
で
し
か
な
く
、
畜
力
利
用
の
機
会
に
恵
ま
れ
ず
に
も
っ
ぱ
ら
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入
力
に
依
存
し
、
自
然
的
条
件
の
変
化
に
弱
い
不
安
定
な
農
業
生
産
を
め
ぐ
る
状

況
が
こ
う
し
た
関
係
を
強
め
る
。
こ
の
よ
う
な
農
村
社
会
の
現
実
が
、
中
国
や
新

羅
と
は
異
な
っ
て
戸
主
と
な
っ
た
成
年
男
子
の
親
族
関
係
を
基
礎
に
、
あ
る
程
度

の
労
働
力
を
確
保
で
き
る
二
十
人
前
後
の
郷
戸
を
出
現
さ
せ
る
も
っ
と
も
大
き
な

理
由
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
的
結
合
を
可
能
に
し
ま
た
補
完
す
る
た
め
に
「
寄
口
」

と
い
う
戸
口
区
分
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
郷
戸
」
と
い
う

区
分
が
、
単
な
る
家
族
や
親
族
的
結
合
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に

そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
の
も
と
で
の
親
族
・
姻
族
と
そ
の
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る

個
別
経
営
の
主
体
を
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
郷

戸
」
は
当
時
の
個
別
経
営
の
人
的
構
成
を
国
家
の
側
で
法
的
擬
制
を
加
え
な
が
ら

編
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
あ
り
、

「
寄
口
」
は
そ
の
こ
と
を

も
っ
と
も
集
中
的
に
体
現
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

つ
し
た
郷
戸
的
結
合
を
捉
え
る
う
え

で
家
父
長
的
世
帯
共
同
体
概
念
は
な
お

有
効
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
内
容
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
『
起

源
』
で
考
慮
し
て
い
た
よ
う
な
内
容
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
異
な
っ
て
い
る
。

起

源
』
の
想
定
す
る
家
父
長
的
世
帯
共
同
体
の
場
合
、
成
員
構
成
は
安
定
し
て
い
て

互
い
に
成
員
権
を
持
ち
、
持
続
的
で
一
体
的
な
経
済
的
共
同
体
を
構
成
す
る
。
郷

戸
の
場
合
、
戸
主
親
族
は
も
ち
ろ
ん
、
寄
口
も
「
流
動
性
」
を
持
っ
て
お
り
、
成

員
構
成
は
不
安
定
で
あ
る
。
律
令
政
府
の
側
で
も
こ
う
し
た
流
動
の
事
実
を
認
め

て
い
て
、
そ
れ
を
公
的
に
掌
握
す
る
た
め
に
「
陸
奥
戸
籍
」
で
知
ら
れ
る
「
戸
口

損
益
帳
」
や
天
平
五
年
（
初
）
の
戸
口
の
移
動
を
記
載
す
る
「
右
京
計
帳
」
な
ど
も

作
成
さ
れ
て
い
た
。
郷
戸
構
成
の
流
動
性
に
つ
い
て
は
、
早
く
石
母
田
正
が
「
古

《
信
）

代
家
族
の
年
代
記
」
と
し
て
指
摘
し
て
お
り
、
岸
俊
男
も
戸
口
構
成
の
異
動
の
事

（紛）

実
を
明
ら
か
に
し
、
私
も
か
つ
て
畿
内
地
域
で
の
下
級
官
人
と
な
っ
た
中
間
的
階

層
の
場
合
を
基
礎
に
し
て
、
小
家
族
的
結
合
を
保
持
し
な
が
ら
同
一
郡
内
で
同
族

が
戸
主
で
あ
る
戸
に
対
し
て
流
動
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
こ
と

ハm
M
V

が
あ
る
。
こ
う
し
た
全
体
と
し
て
の
傾
向
の
中
で
寄
ロ
は
最
も
流
動
的
な
部
分
で

あ
っ
た
と
み
て
よ
い
と
思
、
っ
。

つ
ま
り
郷
戸
の
構
成
す
る
家
父
長
的
世
帯
共
同
体
と
は
、

『
起
源
」

の
そ
れ
と

は
異
な
っ
て

家
族
的
結
合
と
そ
れ
を
単
位

し
た
流
動

； 
包
し
な
が
ら

そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
戸
主
親
族
を
中
心
に
し
て
形
成
さ
れ
る
相
互
扶
助
的
要
素
を

も
持
ち
、
比
較
的
緩
や
か
で
は
あ
る
が
そ
れ
な
り
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
個
別
経
営

の
主
体
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
公
的
支
配
の
単
位
と
も
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
そ
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の
意
味
で
郷
戸
は
戸
籍
作
成
時
点
で
の
個
別
経
営
の
主
体
に
一
定
の
法
的
擬
制
を

加
え
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
寄
口
」
と
い
う
「
称
呼
」
は
、
こ
う
し
た
関
係
の
な
か
で
遠
い
親
族
や
そ
れ

以
外
の
人
々
を
も
郷
戸
の
構
成
員
と
す
る
こ
と
を
公
的
に
日
認
め
る
制
度
と
し
て
生

ま
れ
た
。
先
述
の
よ
う
に
、
御
野
国
戸
籍
で
は
寄
口
で
奴
蝉
を
所
有
す
る
例
が
ま

っ
た
く
な
く
、
ま
た
多
妻
慣
行
と
も
無
縁
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
寄
口
が
戸
主

家
族
よ
り
低
い
階
層
的
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
存
の
戸
籍
で
は

豊
前
回
仲
津
郡
丁
星
の
川
辺
勝
法
師
戸
の
寄
口
の
無
姓
の
金
麻
呂
が
奴
－
名
・
蝉

二
名
を
所
有
す
る
の
が
唯
一
の
例
で
、
妾
を
持
つ
寄
口
も
丁
皇
に
二
例
に
見
ら
れ

る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
丁
星
戸
籍
の
特
殊
性
と
の
関
係
で
理
解
す
べ
き

一
般
化
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
御
野
固
戸
籍

こ
と
で
、



に
見
ら
れ
る
寄
口
の
諸
特
徴
と
そ
れ
を
含
む
郷
戸
構
成
は
、
こ
の
時
期
の
一
般
的

な
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て
｜
地
域
社
会
の
階
層
的
構
成
｜

御
野
国
戸
籍
を
検
討
し
て

郷
戸
は
戸
主
と
そ
の
親
族
を
中
，ひ

し
た
個
別
経

営
の
主
体
に
一
定
の
法
的
擬
制
を
加
え
て
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
歴
史

的
性
格
を
小
家
族
的
結
合
の
流
動
性
を
内
包
す
る
家
父
長
的
世
帯
共
同
体
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
そ
の
場
合
、
特
定
の
家
長
を
地
域
の
社
会
的
な
人
的
関

係
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
国
家
（
具
体
的
に
は
郡
）
の
側
で
戸
主
と
し
て
選
定
す
る
こ

と
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
郷
戸
を
閤
家
の
側
か
ら
一
方
的

に
編
成
さ
れ
た
も
の
で
社
会
的
実
体
と
無
関
係
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
つ

こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
認
識
は
私
に
と
っ
て
は
以
前
か
ら
の
も
の

で
あ
っ
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
厳
し
い
批
判
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
一
戸
主
母

論
と
寄
口
論
を
中
心
に
理
解
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
。
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こ
う
し
た
郷
戸
認
識
を
基
礎
に
し
て
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
の
は
、
郷

戸
構
成
の
階
層
に
よ
る
差
異
で
あ
る
。
御
野
戸
籍
の
郷
戸
の
階
層
構
成
を
め
ぐ
っ

て
は
、
宮
本
救
の
多
角
的
な
研
究
も
あ
る
が
、
以
下
で
は
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ

を
簡
潔
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
階
層
は
、
固
造
大
庭
戸
に
み
ら
れ
る
伝
統

的
首
長
層
、
県
造
官
事
戸
な
ど
の
有
力
家
父
長
層
、
県
主
族
牛
麻
呂
戸
な
ど
の
同

族
的
結
合
関
係
で
上
位
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
も
の
、
そ
の
ほ
か
の
大
多
数
の

一
般
農
民
た
ち
の
四
階
層
に
大
別
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
階
層
を
生
ん
だ
の
は

こ
の
時
期
に
機
能
し
て
い
た
社
会
的
結
合
に
関
す
る
三
つ
の
要
因
に
よ
っ
て
で
あ

る
。
第
一
は
前
代
以
来
の
氏
姓
に
も
象
徴
さ
れ
て
い
る
伝
統
的
な
首
長
的
関
係
、

第

は
奴
鯨
所
有
の
有
無

毒
さ
れ
る
家
父
長
的
関
係

第

は
郷
戸

的
結
合

の
前
提
と
も
な
っ
て
い
た
同
族
的
結
合
関
係
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
程
度
の
差
こ
そ

あ
れ
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
上
下
の
序
列
関
係
が
あ
り
、
大
多
数
の
農
民
は
そ
う
し
た

諸
関
係
の
交
錯
す
る
中
で
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
階
層
関
係
を
示
し
て
い
る
の
は
、
九
等
戸
の
区
分
と
奴
蝉
所
有
の
状

況
で
、
表
6
は
そ
の
上
位
の
郷
戸
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
大
宝

二
年
段
階
で
の
九
等
戸
区
分
の
基
準
は
不
明
だ
が
、
里
内
の
約
五
十
戸
を
中
下
戸

一
下
上
戸
二
・
下
中
戸
七

1
九
・
他
の
四

0
1四
二
を
下
下
戸
と
す
る
区
分
は
、

地
域
社
会
で
そ
れ
な
り
に
認
め
ら
れ
て
い
た
階
層
構
成
を
国
家
の
側
で
定
め
た
一

定
の
数
的
な
目
安
に
従
っ
て
示
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
と
思
う
。
な
お
、
こ
う
し

た
数
的
な
目
安
が
中
国
や
統
一
新
羅
に
も
あ
っ
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
唐

で
の
九
等
戸
の
区
分
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
も
あ
る
が
、
近
年
に
発
掘
・
紹
介

さ
れ
た
蒲
昌
県
文
書
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
で
は
郡
領
に
相
当
す
る
県
令
が
、
郷

域
内
の
父
老
ら
と
立
会
い
の
う
え
戸
等
の
昇
降
を
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

｛剖
Vた

。
日
本
古
代
の
九
等
戸
の
区
分
決
定
手
続
き
に
関
す
る
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な

い
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
に
類
似
す
る
方
法
で
一
定
の
数
的
目
安
を
基
礎
に
し
て
行

わ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（1
）
伝
統
的
首
長
層
に
つ
い
て

中
下
戸
で
内
容
の
判
明
す
る
の
は
肩
県
郡
肩
々
里
の
国
造
大
庭
戸
と
加
毛
郡
半

布
里
の
県
造
吉
事
戸
で
あ
る
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
里
で
第
一
位
を
占
め
る
が
格
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段
の
差
が
あ
る
。
大
庭
戸
の
構
成
は
図
U
の
通
り
で
あ
る
。
大
庭
の
次
子
で
七
歳

の
「
小
万
」
が
、
そ
の
後
『
続
日
本
紀
」
神
護
景
雲
二
年
（
協
）
間
六
月
庚
成
条
・

宝
亀
JW 
年

770 

四
月
突
巳
条

閣

議
万
と
し
て
見
え

後
者
で
は
美
濃
国

軍

郡
少
領
と
し
て
国
分
寺
に
私
稲
二
万
束
を
献
じ
て
外
授
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
早
く
門
脇
禎
二
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国
造
と
の
み
あ

る
が
、
岡
郡
が
本
巣
郡
に
隣
接
す
る
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
本
巣
国
造
で
あ
っ
た

可
能
性
が
強
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
よ
い
と
思
う
。
同
氏
は
大
化
前
代
以

来
の
伝
統
的
首
長
一
族
で
あ
り
、
律
令
制
下
で
も
郡
領
の
地
位
を
占
め
た
。
大
庭

は
大
宝
二
年
段
階
で
郡
領
で
は
な
か
っ
た
が
、
母
や
妻
も
国
造
氏
で
あ
り
、
そ
の

記
載
区
分
に
問
題
の
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
妻
が
奴
八
人
・
婚
二
九
人
を
所
有

し
、
一
戸
主
の
奴
二
二
人
を
上
ま
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
妻

は
国
造
本
宗
家
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
り
、
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
「
小
万
」

は
後
年
に
郡
少
領
の
地
位
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
戸
主
親
族
十
人
人
・
異
姓
寄
口
十
九
人
・
奴
蝉
五
九
人
の
九
六

人
か
ら
な
る
経
営
体
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大

庭
戸
の
人
的
構
成
で
注
目
さ
れ
る
の
は
五
九
人
の
奴
蝉
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
奴

解
数
は
戸
籍
計
帳
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
在
地
豪
族
の
中
で
最
多
数
で
、
そ
の
内
容

は
図
11 
の
通
り
で
あ
る

御
野
戸
籍
で
は
所
有
者
別
に
奴
と
蝉

分
け
て
そ
れ
ぞ

れ
の
血
縁
関
係
を
記
す
た
め
、
夫
婦
単
位
の
奴
縛
家
族
の
構
成
は
明
ら
か
で
な
い
。

だ
が
こ
う
し
た
記
載
様
式
に
も
拘
ら
ず
、
親
子
・
兄
弟
・
姉
妹
な
ど
の
ま
と
ま
り

を
持
つ
も
の
が
十
三
グ
ル
ー
プ
も
見
ら
れ
、
戸
主
妻
の
所
有
す
る
奴
の
「
小
足
」

に
「
乱
子
」
の
頭
記
が
あ
っ
て
戸
主
の
所
有
す
る
奴
の
「
乱
」
の
子
で
あ
る
こ
と

を
示
す
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
奴
舛
た
ち
が
そ
れ
な
り
の
家
族
生
活
を
営
ん
で

け
に
ん

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
家
族
を
持
つ
奴
蝉
に
は
「
家
人
」
と
し
て
個
人
単

位
の
奴
鱒
と
は
区
別
さ
れ
、

「
累
代
の
賎
隷
」
と
し
て
そ
の
「
私
業
」
を
認
め
ら

A

反
v

れ
、
所
有
者
に
よ
る
「
尽
頭
駆
使
」
の
禁
じ
ら
れ
た
も
の
も
存
在
し
た
。
律
令
に

よ
っ
て
新
た
に
良
民
を
奴
舛
と
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
、
古
代
ロ

l
マ
の
よ
う
に

軍
事
的
征
服
に
よ
っ
て
捕
虜
を
奴
隷
と
し
て
獲
得
す
る
機
会
の
な
か
っ
た
日
本
古

代
で
は
、
あ
ら
た
な
奴
稗
の
供
給
は
奴
牌
家
族
に
よ
る
「
生
益
」
に
依
存
す
る
ほ

か
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
使
役
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
単
な

る
家
事
労
働
や
謀
役
の
代
理
労
働
に
と
ど
ま
ら
ず
、
各
種
の
生
産
労
働
に
従
事
し

た
と
み
て
よ
い
と
恩
ワ
。
雄
万
が
宝
亀
元
年
（

m）
の
段
階
で
上
回
四
O
町
の
獲
稲

に
相
当
す
る
稲
二
万
束
を
献
納
で
き
た
こ
と
は
、
彼
の
も
と
で
大
宝
二
年
段
階
の

34 

よ
う
な
人
的
構
成
を
持
つ
経
営
体
が
、
形
を
変
え
な
が
ら
も
維
持
さ
れ
て
い
た
こ

（悶〕

と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

2
）
有
力
家
父
長
層
に
つ
い
て

半
布
里
の
県
造
吉
事
戸
は
中
下
戸
で
あ
っ
て
も
国
造
大
庭
戸
と
ス
ケ
ー
ル
が
違

い
、
親
族
二
七
人
と
異
姓
寄
ロ
四
人
と
奴
鱒
十
三
人
の
四
四
人
か
ら
な
る
。

県

造
」
の
氏
姓
に
つ
い
て
は
か
つ
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
御
野
困
戸
籍
の

事
例
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
史
料
で
知
ら
れ
る
他
の
す
べ
て
の
県
造
は
六
世
紀

｛
目
論
）

代
以
降
に
伊
勢
神
宮
と
関
わ
り
の
あ
る
「
県
」
を
統
括
す
る
首
長
で
あ
っ
た
。
そ

がの
あこ
る喜と
。か
御ら
野こ
戸の
籍県
の造
検も
討伊
を勢
進神
め宮
ると
過 閑
程係
です
．る

その
ので
可は
能な
性い
もか
あと
る述
がベ
、た

御こ
野と
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－
大
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が
奴
の
み
盟
名
を
、
妥
が
奴
8
名
の
ほ
か
す
べ
て
の

稗
却
名
を
所
有
し
た
と
あ
る
が
、
記
載
に
不
備
が
あ
り
、

大
庭
所
有
の
鱒
の
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
・

－
（
乱
子
小
足
）
は
戸
主
義
の
奴
、
記
述
に
よ
討
て
補
足
し
た
。
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戸
籍
の
県
造
に
神
宮
と
の
関
係
を
示
す
明
証
を
見
出
せ
な
い
こ
と
、
本
郡
の
有
力

氏
と
し
て
半
布
旦
戸
籍
の
末
尾
に
加
毛
郡
主
帳
と
し
て
進
大
初
位
下
県
主
弟
麻
呂

ハ
回
調
）

の
名
が
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
か
つ
て
野
村
忠
夫
が
述
べ
た
よ
う
に
、
県
主
一

族
の
一
部
が
六
世
紀
代
以
降
に
氏
族
と
し
て
自
立
し
て
「
県
造
」
と
称
し
た
と
み

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
直
す
に
至
っ
た
。
こ
の
場
合
、
評
制
下
に
「
五
十

戸
造
」
の
職
名
の
生
ま
れ
た
こ
と
も
重
視
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ

続紀史料①370～1p 

県
造
の
氏
姓
は
そ
れ
以
前
の
県
主
の
氏
姓
を
基
礎
に
し
て
、
六

i
七
世
紀
代
に
生

じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、
県
造
古
事
戸
は
さ
き
の
国
造
大
庭
戸
が
伝
統
的
首
長

層
で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
っ
て
、
六
世
紀
代
以
降
に
台
頭
し
た
有
力
家
父
長
層
の

日古①3P

一
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
戸
主
母
の
奈
か
毛
売
は
旦
内
で

36 

最
多
の
十

人
の
奴
縛
を
独
占
的

所
有
す
る
家
刀
自
で
あ
り

要
が
ど
の
よ

う
な
公
的
地
位
を
占
め
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
地
域
で
は
誰
し
も
の
み
と
め
る

春部里9

実
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
墨
書
土
器
に
よ
っ
て
人
世
紀
後
半
期

に
半
布
里
で
「
星
刀
自
」
と
い
う
地
域
を
代
表
す
る
女
性
に
対
す
る
尊
称
の
あ
っ

図12

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
だ
が
、
人
世
紀
初
頭
に
そ
の
称
呼
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

彼
女
が
そ
れ
に
相
当
す
る
地
位
を
占
め
て
い
た
と
見
て
よ
い
と
思
う
。

味
蜂
関
郡
春
部
旦
の
下
上
戸
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
国
造
族
加
良
安
戸
は
、
親

族
三
人
人
と
奴
蝉
十
三
人
の
五
一
人
か
ら
な
る
郷
戸
で
、
そ
の
構
成
は
図
ロ
の
と

お
り
で
あ
る
。
こ
の
国
造
が
御
野
図
の
本
巣
固
造
・
牟
下
都
国
造
あ
る
い
は
地
名

AMV 

を
氏
名
と
し
な
い
国
造
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

「
国
造
族
」
を

称
す
る
加
良
安
の
一
族
が
、
六
世
紀
代
に
そ
の
職
位
を
占
め
た
国
造
氏
の
配
下
に



あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
彼
が
八
人
・
妻
が
三
人
・
弟
が
二
人
の
奴
蝉
を
所

有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
父
の
世
代
か
ら
地
域
社
会
で
一
定

の
地
位
を
占
め
て
い
た
有
力
家
父
長
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

春
部
里
戸
籍
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
中
下
戸
の
郷
戸
の
い
た
確
率
は
高
く
、

よ
り
多
く
の
奴
熔
を
所
有
し
て
い
た
戸
の
存
在
も
予
想
し
う
る
。
だ
が
五
十
戸
か

ら
な
る
皇
内
に
数
人
の
有
力
家
父
長
の
存
在
は
あ
り
う
る
こ
と
で
、
加
良
安
を
そ

の
一
人
と
見
る
こ
と
に
何
の
問
題
も
な
い
。
彼
ら
は
本
拠
地
で
の
経
営
基
盤
を
確

立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地
域
社
会
で
の
支
配
的
地
位
を
占
め
る
道
を
進
ん
で
い
た

『
日
本
霊
異
記
』
に
登
場
す
る
多
く
の
富
豪
た
ち
の
う
ち
の
い
く
つ

《鴎）

か
に
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
有
力
家
父
長
の
う
ち
地
域
社
会
で
代
表
的
地
位
を
占
め
た
も
の
が
、

七
世
紀
中
葉
期
に
は
「
村
首
」
と
称
さ
れ
た
。
彼
ら
は
土
地
人
民
を
所
有
す
る
支

配
層
の
末
端
に
位
置
し
、
律
令
制
以
前
に
は
地
域
社
会
で
の
慣
習
的
な
公
的
秩
序

を
人
格
的
に
体
現
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
ら
を
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
首
長
と
異

日本古代の個別経営に関する諸問題〔吉田〕

な
る
村
落
首
長
と
し
て
把
握
し
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
と
お

り
で
あ
る
。
た
だ
し
有
力
家
父
長
層
の
す
べ
て
が
村
落
首
長
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
。
ま
た
律
令
体
制
の
確
立
後
、
彼
ら
の
担
っ
た
地
域
の
慣
習
的
秩
序
は
そ
れ
自

体
と
し
て
は
公
的
な
意
味
を
持
た
ず
、
国
衡
や
郡
衡
に
奉
仕
す
る
地
方
下
級
官
人

と
な
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
律
令
体
制
を
補
完
す
る
役
割
を
担
っ
て
ゆ
く
こ
と

に
な
る

つ
し
た
状
況
は
伝
統
的
首
長
層
の
場
合
も
同
じ
で
あ
っ
て

彼
ら
は

律
メ益、
μ 

体
制
の
下
で
郡
領
な
ど
の
地
方
宮
人
や
令
制
国
造
な
ど
に
選
任
さ
れ
る
」

と

に
よ
っ
て
、
地
域
社
会
で
の
自
ら
の
支
配
的
地
位
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

すそ
るの
4呈こ
割と
をは
担彼
つらI i な者
つヲ

全量
E室
主握
公威
3 が
l:) r.-. 
Jζ~ 

;;; il9 
lJ: の匂

咽律
る令
る宙望

自己
体
制
を
補
フ己

（

3
）
同
族
結
合
と
序
列
観
念

こ
の
ほ
か
、
下
上
戸
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
て
奴
蝉
を
も
た
な
い
半
布
星
戸
番
6

の
県
主
族
牛
麻
呂
戸
や
一
人
の
鱒
を
持
つ
だ
け
の
戸
番
目
拍
の
秦
人
甲
戸
が
存
在
す

る
。
彼
ら
は
同
皇
内
の
十
五
戸
の
県
主
族
集
団
や
二
二
戸
の
秦
人
集
団
の
同
族
集

回
を
代
表
す
る
地
位
を
占
め
た
も
の
で
、
奴
蝉
所
有
に
象
徴
さ
れ
る
有
力
家
父
長

と
は
異
な
る
存
在
で
あ
り
、
民
衆
の
中
に
同
族
内
で
の
序
列
観
念
が
生
き
て
い
る

こ
と
か
ら
九
等
戸
の
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
と
思
う
。
彼
ら
が

がな
、ぜ

立そ
ちの
入よ
らう
なな
い 扱
でい
おを
く自受
。け
奴た
鱒の
をか
所に
有っ
しい
なて
いは
で個
下別
中の
戸 検
に討
ラも
ン必
ク要
さで
れあ
てる

い
る
戸
も
同
様
に
同
族
内
の
序
列
観
念
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
県
造

一
族
三
戸
の
う
ち
、
士
口
事
戸
の
他
の
二
戸
で
は
、
戸
口
数
十
三
人
で
戸
主
が
一
人

の
奴
し
か
所
有
し
な
い
荒
嶋
戸
が
下
中
戸
で
、
戸
口
数
三
二
人
で
奴
稗
三
人
を
含

む
紫
戸
が
下
下
戸
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
向
族
内
の
序
列
観
念
か
ら
の
も
の

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
先
に
郷
戸
形
成
に
当
た
っ
て
戸
主
を
中
心
と
し
た
身
近
な

親
族
で
ま
と
ま
ろ
う
と
す
る
志
向
性
が
見
ら
れ
る
と
し
た
が
、
九
等
戸
の
ラ
ン
ク

に
も
同
族
内
の
序
列
観
念
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
地
域
社
会
で
の
社
会

的
結
合
の
あ
り
方
を
考
え
る
、
？
え
で
注
意
す
べ
き
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
戸
籍
の
記
述
を
基
礎
に
階
層
的
構
成
と
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
社
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会
的
結
合
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
た
。
も
と
よ
り
当
時
の
人
々
の
社
会
的
結
合

の
た
め
の
要
素
は
前
述
の
三
つ
だ
け
で
は
な
い
。
仏
教
に
よ
る
寺
院
・
村
堂
な
ど

の
建
立
や
そ
こ
で
の
説
法
・
儀
式
・
写
経
な
ど
へ
の
参
加
、
地
域
の
平
安
や
繁
栄

を
祈
る
た
め
に
村
の
社
で
行
わ
れ
る
春
秋
な
ど
の
神
祭
り
の
主
催
や
参
加
、
き
ら

に
は
自
ら
の
祖
先
で
あ
る
「
七
世
父
母
」
に
対
す
る
供
養
な
ど
、
広
義
の
宗
教
的

結
合
は
人
々
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
に
重
視
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
村
」
と
し
て
史
料
に
現
れ
る
地
縁
的
結
合
の
問
題
で
あ
ろ

う。
確
か

地
縁
は
人
々
を
結
び
付
け
る
大
き
な
契
機
で
あ
る。
だ
が
中
世
以
降

の
農
村
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
決
定
的
役
割
を
、
地
縁
的
関
係
は
古
代
で
担
つ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
集
団
的
な
新
開
地
開
発
の
場
合
な
ど
の
場
合
は
別
と
し

て
、
古
代
の
場
合
、
先
述
の
首
長
的
・
家
父
長
的
・
同
族
的
・
宗
教
的
関
係
な
ど

の
諸
契
機
が
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
人
々
の
地
縁
的
な
結
び
つ
き
を
形
成
し
て

い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
予
測
も
あ
っ
て
、
本
稿
で
は
「
村
」

の

問
題
を
重
視
し
な
が
ら
も
そ
れ
自
体
と
し
て
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。
戸
籍
に
よ
っ

て
郷
戸
構
成
に
お
け
る
戸
主
を
中
心
と
し
た
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
の
あ
り
方
か

ら
、
こ
の
時
期
の
個
別
経
営
の
人
的
構
成
の
内
容
の
歴
史
的
特
質
を
ど
の
程
度
に

解
明
で
き
る
か
を
主
題
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
今
後
、
諸
階
層
の
個
別
経
営
に
お

け
る
生
産
・
再
生
産
活
動
と
そ
の
相
互
関
係
の
具
体
的
検
討
、
律
令
国
家
の
支
配

体
制
と
地
域
で
の
社
会
的
結
合
の
関
係
と
そ
の
矛
盾
な
ど
を
ふ
ま
え
て
、
古
代
の

「
村
」
の
あ
り
ょ
っ
を
具
体
的
に
追
及
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

【註｝
（1
）
中
村
哲
『
奴
隷
制
・
農
奴
制
の
理
論
」
東
京
大
学
出
版
会

W
年

（
2
）
門
脇
禎
二
『
日
本
古
代
共
同
体
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会

ω年

（3
）
近
藤
義
郎
編
『
佐
良
山
古
墳
群
の
研
究
」
津
山
市
田
年

（
4
）
拙
著
「
日
本
古
代
村
落
史
序
説
」
塙
書
房
初
年
（
A
）
、
同
『
古
代
日
本
の
国
家
形

成
』
新
日
本
出
版
社
出
年
（
B
）
な
ど
。

（
5
）
石
母
国
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』
岩
波
書
店

η年

（6
）
早
川
庄
入
『
律
令
国
家
」
小
学
館
冗
年
（
A
）
、
吉
田
孝
『
律
帝
国
家
と
古
代
の
社

会
」
岩
波
書
店
お
年
（
B
）
、
明
石
一
紀
『
日
本
古
代
の
親
族
構
造
』
古
川
弘
文
館

卯
年
（
C
）
、
義
江
明
子
『
日
本
古
代
女
性
史
論
」
吉
川
弘
文
館
mw年
（
D
）

（
7
）
こ
う
し
た
見
地
に
立
つ
研
究
も
数
多
い
が
、
小
林
昌
二
『
日
本
古
代
の
村
落
と
農
民

支
配
」
塙
書
一
一
∞
年
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。
な
お
考
古
学
の
分
野
で
は
、
ど
の
よ

う
な
内
容
を
考
え
る
か
に
つ
い
て
の
差
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
個
別
経
営
の
存
在
を

前
提
に
社
会
構
成
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
、
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。

（
8
）
岩
永
省
三
「
古
墳
時
代
親
族
構
造
論
と
古
代
固
家
形
成
論
」
『
九
州
大
学
稔
合
研
究

博
物
館
研
究
報
告
』
創
刊
号
閃
年

（9
）
山
尾
幸
久
『
日
本
古
代
国
家
と
土
地
所
有
』
吉
川
弘
文
館
侃
年

（
叩
）
関
口
裕
子
「
日
本
古
代
婚
姻
史
の
研
究
』
上
下
、
塙
書
房
犯
年
、
同
『
日
本
古
代

家
族
史
の
研
究
」
上
・
下
、
塙
書
房
似
年

（
日
）
マ
ル
ク
ス
「
モ
1
f
ン
「
古
代
社
会
」
摘
要
』
マ
ル
・
エ
ン
全
集
補
巻
4
所
収

大
月
書
店

π年

（
辺
）
ウ
ェ
l
パ
1
『
支
配
の
社
会
学
I
」
世
良
晃
志
郎
訳
創
文
社

ω年

（
日
）
阪
上
康
俊
「
古
代
国
家
を
ど
う
と
ら
え
る
か
」
『
歴
史
評
論
』
似
号
館
年

（
比
）
註
6

（B
）
・
（
C
）
に
同
じ
。

（
店
）
田
中
良
之
「
古
墳
時
代
親
族
構
造
の
研
究
』
柏
書
房
何
年
、
同
「
骨
が
語
る
古
代
の

家
族
」
吉
川
弘
文
館

ω年。

（
時
）
清
家
章
「
近
畿
古
墳
時
代
の
埋
葬
原
理
」
『
笠
白
学
研
究
」
却
｜
1
∞
年

（
灯
）
南
部
昇
『
日
本
古
代
戸
籍
の
研
究
」
古
川
弘
文
館
回
年

（
団
）
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』
古
川
弘
文
館
旧
年

-38ー



（mm
）
中
田
奥
吉
「
日
本
古
代
の
家
族
と
社
会
』
清
文
堂
mw
年

（
却
）
今
津
勝
紀
「
日
本
古
代
の
村
落
と
社
会
」
『
岩
古
学
研
究
」
日

3ω
年
、
同
「
古

代
家
族
と
共
同
体
」
宮
城
学
院
女
子
大
学
『
研
究
年
報
」
指
号
川
四
年
な
ど
。

（
幻
）
「
ミ
ノ
」
の
用
字
は
大
宝
令
（
加
）
ま
で
は
「
三
野
」
、
以
後
和
銅
元
年
（
加
）
前
後

ご
ろ
ま
で
「
御
野
」
、
以
後
は
「
美
濃
」
と
改
定
さ
れ
て
い
る
（
野
村
忠
夫
「
古
代
の

美
濃
」

m
l
U
ベ
1
ジ
教
育
社
初
年
）
。
以
下
で
の
国
名
表
記
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
忽
）
捧
俊
男
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
塙
書
房

m
i似
ベ

I
Hン

η年
（
初
出
回
年
）
。

こ
の
ほ
か
宮
本
救
『
日
本
古
代
の
家
族
と
村
落
』
古
川
弘
文
館
総
べ

l
ジ
凶
年
な

ど。
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（
お
）
新
川
登
亀
男
・
早
川
万
年
編
『
美
濃
戸
籍
の
総
合
的
研
究
』
東
京
堂
出
版

ω年

（
鈍
）
新
川
「
星
の
成
り
立
ち
と
三
政
戸
制
」
註
泊
所
収

（
お
）
新
川
「
皐
の
成
り
立
ち
と
九
等
戸
制
」
註
勾
所
収

（
お
）
水
口
幹
記
「
戸
主
の
地
位
と
継
承
」
註
幻
所
収

（
幻
）
律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
二
」
抑
l
m
ベ
l
ジ
（
東
京
堂
出
版
布
年
）
に

「
［
凡
］
祖
父
母
父
母
在
、
而
子
孫
一
別
籍
呉
財
者
、
徒
二
年
］
と
あ
る
。

（
お
）
関
和
彦
「
古
代
戸
籍
の
基
礎
的
考
察
姻
戚
関
係
の
析
出
」
『
続
日
本
紀
研
究
」

m
u年

（
鈎
）
富
加
町
教
育
委
員
会
『
東
山
浦
遺
跡
」
沼
年
、
問
委
員
会
『
富
加
町
内
遺
跡
発
掘
調

査
報
告
書
」
侃
年
、
渡
辺
博
人
「
美
濃
の
集
落
」
註
お
所
収

（
初
）
荒
田
目
条
星
遺
跡
「
木
簡
研
究
」
げ
号
間
四
j
m
ベ

1
ジ
何
年
。
里
刀
自
の
問
題
を
め

ぐ
っ
て
は
、
平
川
甫
「
里
刀
自
小
論
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
」
師
号

何
年
、
小
林
昌
二
「
九
世
紀
農
村
の
経
官
と
労
働
編
成
の
一
考
察
」
註
7
前
掲
書
、

義
江
明
子
「
『
田
夫
」
『
百
姓
』
と
里
刀
自
」
註
6
（D
）
、
鈴
木
晴
美
「
『
刀

自
」
再
岩
「
人
名
か
尊
称
か
｜
」
『
古
代
史
の
研
究
」

M
号
偲
年
な
ど
の
有
益
な
研

究
が
論
争
を
含
み
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、

普
通
名
詞
と
し
て
の
「
星
刀
自
」
に
は
「
里
」
を
代
表
す
る
よ
う
な
地
位
を
占
め
て

い
る
女
性
に
対
す
る
草
称
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
理
解
し
て
い
る
と
述
べ
る

に
と
ど
め
る
。

（
凱
）
拙
著
『
日
本
古
代
社
会
構
成
史
論
」
第
三
章

塙

書
年

（
沼
）
杉
本
一
樹
註
施
、
井
上
亘
「
寄
人
か
ら
み
た
戸
」

（
お
）
榊
佳
子
「
夫
婦
の
同
籍
と
片
籍
」
註
お
所
収

（
鈍
）
註
お
付
録
4
参
照

（
お
）
池
開
晶
『
中
国
古
代
籍
帳
研
究
概
観
・
録
文
』
東
京
大
学
出
版
会
初
年

（
お
）
渡
辺
信
一
郎
「
百
姓
の
成
立
｜
中
国
に
お
け
る
国
家
の
成
立
に
寄
せ
て
｜
」
前
川
和

也
・
岡
村
秀
典
編
『
国
家
形
成
の
比
較
研
究
』
邸
ベ

1
ジ
学
生
社
侃
年

（
釘
）
日
唐
の
応
分
条
の
比
較
研
究
に
つ
い
て
は
中
田
蕪
「
養
老
戸
令
応
分
条
の
研
究
」
（
同

『
法
制
史
研
究
」
第
一
巻
岩
波
書
店
店
年
）
、
滋
賀
秀
＝
一
「
中
国
家
族
法
の
原

理
』
創
文
社
町
年
な
ど
参
照
。

（
お
）
野
村
忠
夫
「
正
倉
院
よ
り
発
見
さ
れ
た
新
羅
の
民
政
文
書
に
つ
い
て
」
『
史
学
雑
誌
」

位－
4
町田年

（
鈎
）
旗
回
規
「
新
羅
の
村
落
｜
正
倉
院
に
あ
る
新
羅
村
落
文
書
の
研
究
」
（
同
著
『
朝

鮮
中
世
社
会
史
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
会

η年
初
出
回
年
l
M年
）
、
武
田
幸

男
「
新
羅
の
村
落
支
配
正
倉
院
所
蔵
文
書
の
追
記
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
『
朝
鮮
学
報
』

凱
輯
均
年

（
却
）
予
普
泰
「
新
羅
村
落
文
書
研
究
の
現
状
」
註
お
所
収

（
引
）
宋
涜
範
「
正
倉
院
所
蔵
『
華
厳
経
論
朕
内
貼
文
書
』
（
い
わ
ゆ
る
新
羅
村
落
文
書
）

に
つ
い
て
」
『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
」
第
7
号
閃
年

（
必
）
原
島
礼
二
『
日
本
古
代
社
会
の
基
礎
構
造
』
法
政
大
学
出
版
会
侃
年
、
浅
香
年
木

『
日
本
古
代
手
工
業
史
の
研
究
」
法
政
大
学
出
版
局
冗
年
、
鬼
頭
清
明
『
律
令
国
家

と
農
民
』
塙
書
房
均
年
、
都
出
比
日
志
「
日
本
農
耕
社
会
の
成
立
過
程
』
岩
波
書
店

鈎
年
、
村
上
恭
通
『
古
代
囲
家
成
立
過
程
と
鉄
生
産
』
青
木
書
店
mw
年
等
。

（
円
相
）
註
4
拙
著
（
A
）
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
。
さ
し
当
た
っ

て
梅
田
康
夫
「
日
本
古
代
に
お
け
る
『
魚
酒
』
の
提
供
」
『
金
沢
法
学
』
お

1
・
2

担
年
、
櫛
木
謙
周
『
日
本
古
代
労
働
力
編
成
の
研
究
」
塙
書
房
弱
年
、
義
江
明
子
註

却
論
文
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。

（
叫
）
「
民
要
地
」
を
め
ぐ
る
研
究
は
数
多
い
が
、
一
戸
田
芳
実
『
日
本
領
主
制
成
立
氏
の
研

究
』
岩
波
書
店
邸
年
、
小
林
昌
二
註
7
な
ど
参
照
。

（
必
）
石
母
国
正
「
古
代
家
族
の
形
成
過
程
」
『
著
作
集
」
第
2
巻

註
お
所
収岩

波
書
店
邸
年
（
初
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出
位
年
）

（
必
）
岸
俊
男
「
い
わ
ゆ
る
『
陸
奥
戸
籍
』
に
つ
い
て
」
、
同
「
但
波
吉
備
麻
呂
の
計
帳
手

売
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
所
収
塙
書
房

η年

（
訂
）
註
担
拙
著
第
2
章

（
判
明
）
同
上
第
3
章

（
却
）
宮
本
救
註
（
忽
）
著
書

（
印
）
池
田
温
前
掲
書
印
ベ

1
ジ

（
日
）
門
脇
禎
二
註
2
前
掲
書

（
位
）
家
人
が
家
族
を
も
っ
奴
牌
で
「
私
業
」
を
持
ち
「
尽
頭
駆
使
」
の
禁
じ
ら
れ
た
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
石
母
田
正
「
古
代
に
お
け
る
奴
隷
の
一
考
察
ー
そ

の
進
化
の
過
程
に
つ
い
て

l
」
（
『
著
作
集
」

2

初
出
必
年
）
の
古
典
的
名
論
文

が
あ
る
。
拙
稿
「
氏
賎
・
家
人
・
奴
蝉
の
関
係
に
つ
い
て
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』

叩

6
・
7
臼
年
）
で
は
そ
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
は
支
持
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
労

働
奴
隷
の
進
化
し
た
コ
ロ
I
ヌ
ス
と
位
置
づ
け
る
こ
と
を
批
判
し
た
。
神
野
清
一
「
家

人
奴
蝉
論
批
判
序
説
」
（
弥
永
先
生
還
暦
記
念
『
日
本
古
代
の
社
会
と
経
済
』
上
巻

吉
川
弘
文
館
均
年
）
、
同
『
律
令
国
家
と
賎
民
」
（
吉
川
弘
文
館
筋
年
）
で
は
、
家
人

が
家
族
と
私
業
を
持
つ
こ
と
に
批
判
的
だ
が
そ
の
論
点
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

（
町
田
）
こ
の
地
域
の
豪
族
の
本
拠
を
考
え
る
、
？
え
で
示
唆
に
富
む
の
は
、
美
濃
国
武
儀
郡
（
関

市
）
の
弥
勅
寺
官
街
道
跡
群
に
関
す
る
長
年
の
調
査
を
ふ
ま
え
た
田
中
弘
志
の
優
れ

た
解
説
「
律
令
体
制
を
支
え
た
地
方
官
街
』
（
新
泉
社
侃
年
）
で
あ
る
。
同
遺
跡
か

ら
は
七
世
紀
後
半
以
降
の
豪
族
の
館
、
法
起
寺
式
伽
藍
配
置
を
も
っ
白
鳳
期
建
立
の

弥
鞠
寺
、
評
段
階
か
ら
郡
段
階
に
か
け
て
の
庁
・
正
倉
・
厨
な
ど
の
官
街
遺
跡
群
、

水
に
か
か
わ
る
祭
砲
遺
跡
、
い
く
つ
か
の
鍛
冶
遺
構
な
ど
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
も

と
よ
り
豪
族
館
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
荘
厳
化
さ
れ
た
主
屋
儀
式
祭
杷
管

理
・
倉
庫
・
手
工
業
な
ど
の
機
能
を
持
つ
場
の
あ
る
点
で
共
通
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る

こ
と
に
注
意
し
た
い
。
な
お
群
馬
県
域
を
対
象
と
し
て
居
館
と
地
域
社
会
の
関
係
を

総
合
的
に
検
討
し
た
若
狭
徹
『
古
墳
時
代
の
水
利
社
会
研
究
』
学
生
社

ω年
も
有
益

で
あ
る
。

（
日
）
拙
稿
「
県
造
小
論
」

（
岸
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
政
治
社
会
史
研
究

上
」
塙

書
房
副
凹
年
）

（
白
山
）
拙
著
註
4
（B
）
別
ペ
ー
ジ

（
町
山
）
註
幻
前
掲
書

（
貯
）
野
村
忠
夫
「
国
造
姓
に
つ
い
て
の
一
試
論
｜
カ
パ
、
不
的
な
称
呼
と
し
て
の
国
造
｜
」

［
信
濃
』

M
｜
7
m
M
年

（
臼
）
上
巻
2
、
中
巻
目
・
沼
・
斜
、
下
巻
忽
・
お
お
な
ど

（
回
）
こ
う
し
た
律
令
体
制
成
立
後
の
首
長
的
関
係
の
支
配
体
制
の
な
か
で
の
役
割
変
化
の

概
要
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
首
長
制
論
」
（
『
日
本
村
落
史
講
座
」
総
論
雄
山
閑

位
年
）
に
述
べ
た
。

（
ω）
こ
こ
で
は
同
族
聞
の
階
層
構
成
に
つ
い
て
一
般
的
に
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
新
川

は
註
お
の
論
文
で
秦
人
甲
や
県
造
荒
嶋
が
そ
う
し
た
扱
い
を
受
け
た
個
別
的
事
情
に

つ
い
て
興
味
深
い
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

（
岡
山
大
学
名
誉
教
授
）

40 




