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聖
武
天
皇
の
遷
都
を
め
ぐ
る
謎

　

一
般
に
聖
武
天
皇
（
図
10
）
は
、
長
屋
王
の
変
（
七
二
九

年
、
後
述
）
や
天
然
痘
の
流
行
（
七
三
七
年
）、
藤
原
広ひ

ろ
つ
ぐ嗣

の

乱　
＊

（
七
四
○
年
）
な
ど
の
政
情
不
安
に
悩
ん
で
東
国
へ
行
幸

し
、
恭く

に仁
京
、
紫し

が
ら
き

香
楽
宮
、
難
波
京
と
遷
都
を
繰
り
返
し
た
、

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
こ
う
し
た
動
き
だ
け
を
見
れ
ば
、

甚
だ
計
画
性
を
欠
き
、そ
れ
ゆ
え
「
彷ほ

う
こ
う徨

す
る
（
さ
ま
よ
え
る
）

王
権
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
納
得
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
聖
武
は
本
当
に
何
の
計
画
性
も
な
く
、
こ
う
し
た

こ
と
を
行
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
こ
の
動
き
に
は
、
聖
武
が
行
っ
た
別
の
大
事
業
が
大
き
く
関
係
し
て
い
た
よ
う
な
の
で

す
。
そ
の
あ
た
り
の
い
き
さ
つ
を
、
主
に
遠
山
美
都
男
氏
の
研
究
に
も
と
づ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
　

＊
大
宰
少
弐
藤
原
広
嗣
が
橘
諸も
ろ
え兄
、
玄げ
ん
ぼ
う昉
、
吉き

備び
の

真ま
き

備び

ら
を
排
し
、
藤
原
氏
の
復
権
を
め
ざ
し
て
起
こ
し
た
乱
。
追
討
軍
に
敗
れ
、
処
刑
さ
れ
た
。

5

聖
武
天
皇
が
遷
都
を
繰
り
返
し
た
わ
け

図 10　聖武天皇

◇

東
国
行
幸
の
ル
ー
ト
が
意
味
す
る
も
の

　

図
11
は
聖
武
の
東
国
行
幸
ル
ー
ト
を
示
し
た
も
の
で
す
。
こ

れ
は
七
世
紀
後
半
に
、
あ
る
天
皇
（
当
時
は
皇
子
）
が
内
乱
の

際
に
移
動
し
た
ル
ー
ト
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
ま
す
が
、
お
わ
か

り
で
し
ょ
う
か
。

　

答
え
は
、
聖
武
の
曾
祖
父
に
あ
た
る
天
武
天
皇
（
当
時
は
大お

お

海あ
ま
の人

皇
子
）
が
、
壬
申
の
乱　

＊

の
際
に
進
軍
し
た
ル
ー
ト
で
す
（
図

12
）。
で
は
な
ぜ
聖
武
は
大
海
人
皇
子
の
跡
を
た
ど
る
よ
う
な

こ
と
を
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
壬
申
の
乱

を
追
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
皇
子
が
抱
い
た
で
あ
ろ
う
危
機

意
識
を
つ
き
従
う
官
人
た
ち
と
共
有
し
、
政
情
不
安
に
陥
っ
て

い
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
の
一
体
感
を
得
よ
う
と
し
た
た
め
、

と
の
意
見
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
面
も
否
定
で
き

ま
せ
ん
が
、
他
に
何
か
理
由
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
（
こ

の
点
、
後
述
）。
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＊
天
智
天
皇
没
後
の
六
七
二
年
、
そ
の
子
大
友
皇
子
と
弟
大
海
人
皇
子
と
の
間
で
起
こ
っ
た
内
乱
。
大
海
人
が
大
友
を
破
り
、
天
武
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
。

母
宮
子
の
称
号
を
め
ぐ
っ
て

　

神
亀
元
年
（
七
二
四
）
に
即
位
し
た
聖
武
天
皇
の
初
政
を
支
え
た
の
は
、
皇
親
（
天
皇
家
の
親
族
）
に
し
て
左
大
臣
の
長
屋

王　
＊

で
し
た
。
即
位
直
後
の
二
月
初
め
、
聖
武
は
生
母
藤
原
宮み

や

子こ

（
不
比
等
の
娘
）
を
尊
ん
で
「
大
夫
人
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
命
じ

ま
す
。
と
こ
ろ
が
三
月
後
半
に
な
っ
て
長
屋
王
ら
は
、
公く

し
き
り
ょ
う

式
令
と
い
う
決
ま
り
に
よ
れ
ば
天
皇
の
母
は
「
皇
太
夫
人
」
と
呼
ば

れ
る
は
ず
で
あ
る
、
と
疑
義
を
述
べ
ま
し
た
。
結
局
聖
武
は
、
先
の
命
令
を
撤
回
し
て
「
文
書
で
は
皇
太
夫
人
と
し
、
口
頭
で

は
「
大お

お
み
み
や

御
祖
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
」
と
改
め
て
命
じ
ま
し
た
。

　

こ
の
一
連
の
で
き
ご
と
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
聖
武
と
長
屋
王
の
対
立
と
見
る
説
が
一
般
的
で
し
た
。
し
か
し
そ
の

後
「
長
屋
王
ら
の
提
議
は
聖
武
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
聖
武
の
命
令
と
公
式
令
と
の
板
ば
さ
み
と
な
っ
た
長
屋
王

ら
が
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
伺
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
対
立
を
見
る
の
は
誤
り
」
と
す
る
意
見
が
強
ま
り
ま
し
た
。
近

年
で
は
、「
聖
武
は
皇
族
出
身
で
は
な
い
宮
子
を
権
威
づ
け
る
た
め
、
本
心
で
は
皇
太
夫
人
の
称
号
を
与
え
た
か
っ
た
が
、
は

じ
め
遠
慮
し
て
そ
う
し
な
か
っ
た
。
長
屋
王
ら
は
そ
れ
を
察
知
し
て
、
い
わ
ば
恩
を
売
る
形
で
申
し
出
た
の
で
あ
っ
て
、
実
は

聖
武
も
そ
れ
を
期
待
し
て
い
た
」
と
す
る
説
（
渡
辺
晃
宏
氏
）
が
あ
る
一
方
で
、「
藤
原
氏
出
身
で
、
自
分
を
生
ん
だ
後
に
精

神
を
病
み
、通
常
の
生
活
も
ま
ま
な
ら
な
い
宮
子
に
、皇
太
夫
人
な
ど
と
い
う
虚
飾
に
満
ち
た
称
号
を
贈
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ

た
」
と
い
う
ま
っ
た
く
異
な
る
意
見
（
遠
山
氏
）
も
あ
る
の
で
す
。

　
　

＊
天
武
天
皇
の
孫
。
八
世
紀
前
半
、
政
治
の
実
権
を
握
っ
た
が
謀
反
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
天
平
元
年
（
七
二
九
）
自
害
（
長
屋
王
の
変
）。
昭
和

六
十
三
年
（
一
九
八
八
）、
平
城
京
付
近
で
屋
敷
跡
と
大
量
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
。

長
屋
王
と
の
関
係

　

な
か
な
か
聖
武
の
胸
の
内
を
推
し
量
る
の
は
困
難
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
一
つ
い
え
そ
う
な
の
は
、
聖
武
が
自
分
の
母

が
皇
族
出
身
で
は
な
い
こ
と
（
天
皇
の
母
が
皇
族
で
な
い
の
は
史
上
初
）
を
強
く
意
識
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、長
屋
王
の
変
と
も
関
わ
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。当
初
、聖
武
と
長
屋
王
と
の
関
係
は
良
好
で
し
た
が
、

な
ぜ
そ
の
長
屋
王
が
そ
の
後
国
家
転
覆
の
疑
い
を
か
け
ら

れ
、
自
尽
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
時
、
追
討
軍
を
指
揮
し
た
の
が
藤
原
四
兄
弟
の
三
男

宇う
ま
か
い合

だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
事
件
は
藤
原
氏
に
よ
る
謀
略
と

す
る
説
が
あ
り
ま
す
が
、
追
討
を
決
断
・
命
令
し
た
の
は

あ
く
ま
で
も
聖
武
で
し
た
。
や
は
り
聖
武
の
長
屋
王
に
対

す
る
何
ら
か
の
思
い
が
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ

は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
で
図
１３
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
聖
武
と
長
屋
王
そ
れ

ぞ
れ
の
両
親
を
見
て
、
何
か
気
づ
く
こ
と
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

聖
武
は
長
屋
王
よ
り
一
世
代
後
の
人
物
で
あ
り
、
父
は

明
元

姫
姪

）
呂
麻
川
石
田
山
倉
我
蘇
は
父
（

女
皇
部
名
御

な

み

こ
み
め
ひ
の
べ

智
天

子
皇
友
大
統
持

王
屋
長

娘
子
宅
女
采
賀
伊

武
天

子
皇
市
高
の
ち
け
た

子
皇
壁
草

統
持

正
元

明
元

王
親
内
備
吉

武
文

武
聖

等
比
不
原
藤

子
宮

子
明
光

代
千
三
養
犬
県

（
母
は
姪
姫
の
姉
）

図 13　聖武天皇・長屋王の関係
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文
武
天
皇
で
す
が
、
母
は
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
皇
族
で
は
な
い
藤
原
氏
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
長
屋
王
は
両
親
と
も
皇
族
で
あ

り
、し
か
も
祖
父
は
父
方
が
天
武
、母
方
は
天
智
と
い
う
、こ
の
上
な
い
血
統
で
し
た
。
聖
武
即
位
前
の
和
銅
八
年
（
七
一
五
）、

長
屋
王
と
吉
備
内
親
王
と
の
間
の
子
を
皇
孫
扱
い
に
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
お
り
、長
屋
王
は
聖
武
（
こ
の
時
点
で
は
首

お
び
と

皇
子
）

に
次
ぐ
天
皇
候
補
者
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
も
王
は
多
数
の
子
女
を
も
っ
て
お
り
、
皇
位
の
継
承
と
い
う
点
で
も

安
定
し
た
家
系
で
し
た
。

　

聖
武
が
こ
う
し
た
長
屋
王
と
そ
の
家
に
潜
在
的
な
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
可
能
性
は
、
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
壬
申
の
乱
の
追
体
験
は
、
天
武
、
よ
り
直
接
的
に
は
天
武
に
よ
り
嫡
子
と
さ
れ
た
草
壁
皇
子
の
直
系
で
あ
る
こ
と
を
官

人
た
ち
に
認
識
さ
せ
る
た
め
（
こ
う
す
れ
ば
同
じ
天
武
系
の
長
屋
王
と
の
違
い
が
は
っ
き
り
す
る
）
で
も
あ
っ
た
、
と
遠
山
氏

は
指
摘
し
て
い
ま
す
。

天
皇
不
適
格
者
？

　

そ
も
そ
も
聖
武
の
即
位
は
幼
少
時
か
ら
約
束
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
ど
う
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　

聖
武
（
首
皇
子
）
が
十
五
歳
（
父
文
武
は
同
じ
年
齢
で
即
位
）
の
和
銅
八
年
、
元
明
天
皇
（
首
の
祖
母
）
は
、「
皇
太
子
（
首

の
こ
と
）は
ま
だ
幼
す
ぎ
、と
て
も
天
皇
と
し
て
の
政
務
を
こ
な
す
こ
と
は
無
理
」と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
十
九
歳
の
時
に
も
、

元
正
天
皇
（
首
の
伯
母
）
は
「（
首
は
）
ま
だ
幼
く
政
務
に
習
熟
し
て
い
な
い
」
と
し
て
二
人
の
親
王
を
輔
佐
に
つ
け
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
聖
武
の
心
情
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
も
う
年
齢
的
に
は
十
分
即
位
で
き
る
は
ず
な
の
に
、
こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
は
天
皇
と
し

て
は
不
適
格
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
を
抱
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
遠
山
氏
は
前
述
し
た
血
統
と
と
も
に
、
こ
の

点
で
も
聖
武
が
強
い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

恭
仁
京
の
位
置
づ
け

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
聖
武
が
都
を
次
々
と
遷
し
て
い
っ
た
い
き
さ
つ
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ

う
。
伊
勢
へ
の
行
幸
へ
出
発
す
る
直
前
の
天
平
十
二
年
（
七
四
○
）
十
月
に
発
し
た
声
明
の
中
で
、
聖
武
は
「
考
え
る
と
こ
ろ

あ
っ
て
今
月
末
か
ら
し
ば
ら
く
関
東
（
鈴
鹿
関
の
東
と
い
う
意
味
）
に
行
幸
し
よ
う
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る

場
合
で
は
な
い
の
だ
が
、
し
か
た
の
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
時
あ
た
か
も
九
州
で
藤
原
広
嗣
が
反
乱
を
起
こ

し
て
お
り
、「
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
場
合
で
は
な
い
」
と
自
ら
を
責
め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
考
え
る
と
こ
ろ
が

あ
る
の
で
出
発
す
る
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
「
考
え
る
と
こ
ろ
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
、
最
初
に
建
設
し
た
恭
仁
京
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。
こ
の
年
十
二
月
に
聖
武
は
恭
仁
京
（
既
に
造
営

は
始
ま
っ
て
い
た
が
未
完
成
）
に
入
り
ま
す
が
、
そ
の
約
一
年
後
の
天
平
十
三
年
十
一
月
、
時
の
政
権
を
主
導
し
て
い
た
右
大

臣
橘
諸も

ろ
え兄

が
「
此
の
間
の
朝
廷
を
何
と
い
う
宮
名
に
し
ま
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、
聖
武
は
「
大や

養ま

徳と

恭く

仁に
の

大お
お

宮み
や

」
と
命
名
し
ま

し
た
。
さ
て
、
こ
の
話
に
は
二
つ
気
に
な
る
点
が
あ
り
ま
す
が
、
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
一
つ
は
、
諸
兄
が
「
此
の
間
の
」
と
い
っ
て
い
る
点
で
す
。
こ
れ
は
彼
が
聖
武
の
意
を
う
け
て
、
恭
仁
京
が
時
期
的
に

限
定
さ
れ
て
使
わ
れ
る
都
だ
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
二
つ
め
は
、恭
仁
京
は
山
城
国
相そ

う
ら
く楽

郡
内（
京

都
府
木
津
川
市
）
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
武
が
宮
名
の
前
に
「
大
養
徳
」（
こ
れ
は
天
皇
の
統
治
が
及
ぶ
ヤ
マ
ト
で

は
な
く
大
和
国
を
さ
す
。
七
三
七
年
十
二
月
、「
大
倭
国
」
か
ら
「
大
養
徳
国
」
へ
変
更
）
と
付
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
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そ
し
て
意
外
に
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
定
年
制
度
は
な
く
、
江
戸
中
・
後
期
に
は
全
体
の
約
六
割
が
現
職
の
ま
ま
死
亡
し

た
り
、
病
気
・
老
衰
に
よ
り
辞
職
し
た
り
し
て
、
代
官
の
ま
ま
現
役
を
終
え
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
間
、
平
均
し
て
二
、三
回

の
転
勤
が
あ
り
、
一
ヵ
所
で
の
平
均
勤
務
年
数
は
六
年
弱
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
立
場
に
あ
っ
た
人
々
が
、
一
人
で
五
〜
十
万
石
と
い
う
中
小
大
名
ク
ラ
ス
の
領
域
を
管
轄
し
た
（
全
国
で
四
○
〜

五
○
名
程
度
）
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

代
官
の
仕
事

　

地じ
か
た方

と
呼
ば
れ
る
年
貢
徴
収
を
は
じ
め
と
し
た
民
政
一
般
事
務
と
、
公く

事じ

方か
た

と
呼
ば
れ
る
警
察
・
裁
判
事
務
の
大
き
く
二
つ

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
最
も
重
要
な
年
貢
徴
収
は
、
一
坪
の
田
の
米
を
サ
ン
プ
ル
と
し
て
収
穫
し
、
こ
れ
を
も
と
に
課
税

額
を
決
め
た
の
で
、
代
官
が
勝
手
に
増
税
し
て
そ
の
一
部
を
ピ
ン
ハ
ネ
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
（
た
だ
し
細
か
い
内
情
に
つ
い
て
は
後
述
）。

　

ま
た
裁
判
に
関
し
て
も
、
自
己
裁
量
で
処
断
で
き
る
の
は
軽
犯
罪
の
み
で
、
ほ
と
ん
ど
の
事
案
は
報
告
書
を
作
成
し
て
勘
定

奉
行
に
届
け
、
そ
の
指
示
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
全
般
的
に
規
則
に
縛
ら
れ
、
時
代
劇
に
描
か
れ
て
い
る

よ
う
な
勝
手
気
ま
ま
な
振
る
舞
い
は
、
と
て
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

代
官
の
う
ち
関
東
に
支
配
所
が
あ
る
者
は
、
陣
屋
と
呼
ば
れ
る
役
所
を
も
た
ず
、
江
戸
で
拝
領
し
た
屋
敷
を
改
装
し
、
そ
こ

で
執
務
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
任
地
が
東
北
・
信
越
の
代
官
は
、
部
下
だ
け
を
陣
屋
に
常
駐
さ
せ
、
代
官
自
身
は
検け

み見
（
年
貢
量

を
決
め
る
た
め
の
調
査
）
の
時
だ
け
現
地
に
出
か
け
て
陣
屋
に
数
週
間
ほ
ど
滞
在
し
ま
し
た
が
、
ふ
だ
ん
は
暮
ら
し
や
す
い
江

戸
に
い
た
よ
う
で
す
。

代
官
を
め
ぐ
る
謎

　

映
画
や
テ
レ
ビ
に
出
て
く
る
江
戸
時
代
の
代
官
は
、
煌き

ら

び
や
か
な
衣
装
を
身
に
ま
と
い
、
農
民
か
ら
は
厳
し
く
年
貢
を
取
り

立
て
る
一
方
で
、
商
人
と
癒ゆ

ち
ゃ
く着

し
て
「
お
主
も
悪
よ
の
ぉ
」
な
ど
と
い
い
な
が
ら
賄わ

い
ろ賂

を
受
け
取
り
、
最
後
に
は
悪
事
が
露
見

し
て
水
戸
の
御
老
公
に
成
敗
さ
れ
る
、と
い
う
よ
う
な
姿
で
描
か
れ
る
の
が
常
で
す
。
し
か
し
、こ
れ
は
本
当
の
姿
な
の
で
し
ょ

う
か
。
代
官
は
幕
領
や
旗
本
知
行
地
の
支
配
を
担
当
し
た
役
人
で
す
が
、
そ
の
実
態
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で

す
。
以
下
、
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

◇

幕
府
内
で
の
位
置
づ
け

　

代
官
は
、
幕
府
財
政
を
管
轄
し
幕
領
の
民
政
を
統
轄
し
た
勘
定
奉
行
に
属
し
、
旗
本
の
中
で
も
最
下
層
の
人
々
が
任
ぜ
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
禄
高
（
給
料
）
は
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
一
五
○
俵
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
現
在
の
お
金
に
し

て
四
五
○
万
円
ほ
ど
に
な
り
ま
す
（
米
価
換
算
）。
現
在
に
た
と
え
れ
ば
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
組
の
国
家
公
務
員
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
し
ょ
う
。

26

悪
代
官
は
本
当
に
多
か
っ
た
の
か

　
　
　
　
　
　 

―「
御
代
官
様
」の
実
像
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代
官
の
懐
事
情

　

さ
て
代
官
は
、
役
所
の
運
営
費
と
し
て
江
戸
前
期
に
お
い
て
は
、
口く

ち
ま
い米

・
口く

ち
え
い永

と
呼
ば
れ
る
本
年
貢
の
三
％
の
付
加
税
を
徴

収
し
て
こ
れ
に
あ
て
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
で
は
不
作
の
時
に
減
少
し
て
し
ま
い
ま
す
し
、
も
と
も
と
十

分
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
こ
で
享
保
十
六
年
（
一
七
二
五
）
に
口
米
・
口
永
を
や
め
、
あ
ら
た
め
て
幕
府
か
ら
役
所
の
運
営
費
を
地
域
や
支
配
高
に

応
じ
て
支
給
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
例
え
ば
五
万
石
の
幕
領
を
支
配
地
と
す
る
代
官
の
場
合
、
給
料
一
五
○
俵
の
他
に
、
経

営
費
と
し
て
年
に
五
五
○
両
（
五
五
○
○
万
円
）、
米
七
○
人
扶
持
が
支
給
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
で
三
○
人
ほ
ど
の
部
下
た

ち
の
給
与
、
役
所
の
維
持
費
、
出
張
旅
費
、
事
務
費
、
交
際
費　

＊

な
ど
を
す
べ
て
賄
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
通
常
で

も
収
支
は
ギ
リ
ギ
リ
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
こ
の
他
、
特
に
代
官
就
任
に
際
し
て
莫
大
な
費
用
が
か
か
っ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
必
要
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
か
。

　

答
え
は
、
任
地
へ
の
引
っ
越
し
費
用
（
大
名
行
列
並
の
規
模
だ
っ
た
と
い
う
）、
役
所
へ
の
改
造
費
な
ど
で
、
あ
る
代
官
な

ど
は
就
任
時
だ
け
で
二
○
○
○
両
（
二
億
円
）
近
く
も
か
か
っ
た
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
代
官
は
、
就
任
し
た
と
た
ん
に
多
額
の

借
金
を
抱
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
返
済
は
子
や
孫
の
時
代
ま
で
続
く
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
。
も
し
こ
れ
を
補
う
た
め
に
年

貢
に
手
を
つ
け
た
り
、
ま
た
代
官
自
ら
で
な
く
て
も
そ
の
部
下
が
不
正
を
行
っ
て
（
こ
の
点
、
詳
し
く
は
後
述
）
年
貢
に
損
失

が
出
れ
ば
、
島
流
し
や
御
家
断
絶
と
い
う
厳
し
い
処
分
が
待
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ず
る
い
と
思
っ
て
い
た
代
官
が
、
だ
ん
だ
ん
哀
れ
に
思
え
て
き
ま
せ
ん
か
？

　
　

＊
最
下
層
な
の
に
一
応
は
旗
本
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
体
裁
を
整
え
る
た
め
に
そ
れ
な
り
の
武
具
一
式
を
整
え
た
り
、
贈
答
儀
礼
な
ど
を
行
っ
た
た

陣
屋
の
誘
致
合
戦

　

代
官
役
所
と
し
て
地
方
の
幕
領
に
設
置
さ
れ
る
陣
屋
（
図

53
）
は
、
そ
の
建
設
費
用
が
六
○
〜
二
○
○
両
（
一
両
十
万

円
と
し
て
六
○
○
〜
二
○
○
○
万
円
）、
維
持
費
も
含
め
る
と

村
の
負
担
は
年
間
一
○
○
〜
二
○
○
両
に
も
の
ぼ
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
で
も
村
民
た
ち
は
自
分
た
ち
の
村
に
陣
屋
が
置
か

れ
る
こ
と
を
強
く
望
み
ま
し
た
。
負
担
も
多
い
し
、
代
官
か

ら
直
接
睨
ま
れ
る
よ
う
な
感
じ
で
嫌
が
る
わ
け
で
は
な
か
っ

た
の
で
す
。
こ
の
理
由
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

答
え
は
、
ま
ず
こ
れ
に
よ
っ
て
人
の
出
入
り
が
多
く
な
り
、

村
が
活
気
づ
い
て
雇
用
が
増
え
、
流
通
・
商
業
も
さ
か
ん
に

な
る
、
と
い
う
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
（
何
か

現
在
に
も
通
じ
る
話
で
す
ね
）。

　

そ
れ
と
も
う
一
つ
は
、
意
外
（
？
）
に
も
代
官
に
い
て
も

ら
っ
た
方
が
年
貢
の
減
免
に
融
通
が
き
く
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
長
く
住
ん
で
い
る
村
に
は
愛
着
が
湧
き
、
あ
ま
り
厳
し

い
こ
と
も
い
え
な
く
な
る
の
で
し
ょ
う
か
（
代
官
っ
て
、
い

い
人
が
多
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）。

図53　飯島陣屋（長野県、天領、復元）
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よ
う
な
処
罰
で
も
お
受
け
い
た
し
ま
す
。
こ
こ
に
印
を
捺
し
て
、
そ
の
証
拠
と
い
た
し
ま
す
」
と
あ
る

こ
と
な
ど
に
注
目
し
て
考
え
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
う
で
す
。
領
主
側
に
村
の
休
日
数
に
関
し
て
気
に
な
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な

文
書
を
提
出
さ
せ
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
し
て
文
書
の
上
で
は
、村
側
は
丁
重
な
表
現
で「
こ

れ
以
上
休
み
ま
せ
ん
」
と
誓
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
裏
返
し
て
読
め
ば
、
当
時
、
実
態
と
し
て
農
民

た
ち
は
、
こ
れ
以
上
の
日
数
を
休
日
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を

危
険
視
し
た
領
主
側
が
、
こ
の
よ
う
な
文
書
を
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
状
況
を
規
制
し

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
推
測
が
可
能
と
な
る
の
で
す
。

実
際
の
農
民
の
休
日
数
は
？

　

三
谷
村
の
文
書
は
、
領
主
側
に
提
出
し
た
、
あ
く
ま
で
建
前
を
記
し
た
も
の
で
す
。
実
際
の
休
日
数

を
調
べ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
と
は
性
質
の
異
な
る
史
料
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
こ

こ
で
、
そ
れ
に
適
し
た
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。
同
じ
下
野
国
都
賀
郡
助す

け
が
い谷

村
（
栃
木
県
壬
生
町
）
の
あ

る
村
役
人
は
、
江
戸
後
期
に
十
年
余
り
に
わ
た
っ
て
日
記
（「
万

よ
ろ
ず

日
記
」、
図
58
）
を
つ
け
て
お
り
、
そ

の
中
で
年
間
の
休
日
数
を
●
印
で
克
明
に
記
録
し
て
い
ま
し
た
。
表
19
は
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
ま
と

め
た
享
和
二
年
（
一
八
○
二
）
の
休
日
数
で
す
が
、
こ
れ
を
見
る
と
、
こ
の
年
の
休
日
数
は
八
十
二
日

も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す　

＊

。
こ
の
休
日
数
は
年
に
よ
っ
て
若
干
の
変
動
は
あ
り
ま
す
が
、
他
の
年

も
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
な
く
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
か
ら
文
化
七
年
（
一
八
一
○
）
ま
で

休日数

月

7

1

3

２

3

３

2

４

1

５

5

６

5

７

2

８

3

９

1

10

0

11

0

12

0

閏

休日数

月

14

1

10

２

8

３

8

４

2

５

7

６

8

７

10

８

9

９

1

10

3

11

2

12

表 18　三谷村が領主に報告した休日数（天保 13・1842年） 江
戸
時
代
の
農
民
の
休
日
を
め
ぐ
る
謎

　

江
戸
時
代
の
農
民
に
休
日
が
あ
っ
た
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
厳
し
い
年
貢
な
ど
の
負
担
に

あ
え
い
で
、
農
民
た
ち
に
は
休
日
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
し
か
し
史
料
に
も
と
づ
い
て
調
べ
て
い
く
と
、
意
外
な
農
民
た
ち
の
様
子
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
あ
る
当
時
の
農

業
と
の
関
係
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
ま
す
。
以
下
、
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

◇

「
公
式
」
の
休
日
数

　

表
18
は
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
七
月
、
下
野
国
芳
賀
郡
三み

や谷
村
（
栃
木
県
真
岡
市
）
の
村
人
た
ち
が
文
書
の
形
で
領

主
に
提
出
し
た
、
村
の
休
日
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
一
応
合
計
す
る
と
一
年
間
で
三
十
二
日
で
す
が
、
正
月
の
三
が
日

以
外
は
半
日
休
み
と
あ
る
の
で
、
実
質
的
に
は
十
七
・
五
日
と
な
り
ま
す
。
ず
い
ぶ
ん
少
な
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
そ
も
そ
も
、

こ
の
休
日
数
は
本
当
に
正
確
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
領
主
側
が
提
出
を
求
め
て
い
る
こ
と
、
提
出
文
書
の
最
後
に
「
こ
こ

で
定
め
た
休
み
以
外
は
、
決
し
て
休
ま
な
い
こ
と
を
村
人
全
員
承
知
い
た
し
ま
し
た
。
も
し
心
得
違
い
で
休
ん
だ
者
は
、
ど
の

29

江
戸
時
代
の
農
民
に

休
日
は
あ
っ
た
の
か
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の
十
二
年
間
の
平
均
は
、
七
十
三
日
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
三
谷
村
の
場
合
に
比
べ
て
は
る
か
に
多
い
日
数
で
す
。
も
ち
ろ
ん

二
つ
の
事
例
は
時
代
も
場
所
も
異
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
や
は
り
「
公
式
」
の
休
日
数
と
実
態
と
で
は
、
か
な
り
の
差

が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
よ
う
で
す
。

　
　

＊
五
月
と
十
月
は
農
繁
期
（
田
植
え
と
稲
刈
り
）
に
あ
た
る
の
で
、
休
日
数
は
極
端
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

領
主
側
の
本
音

　

こ
こ
で
、
そ
の
こ
と
が
確
認
で
き
る
事
例
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
宇
都
宮
藩
が
出
し
た
命
令

の
中
に
、「
村
の
鎮
守
の
お
祭
り
日
以
外
に
も
、
休
日
と
言
っ
て
農
業
を
せ
ず
、
遊
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
そ
う
だ
が
、

大
い
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
や
は
り
領
主
側
は
、
村
の
農
民
た
ち
が
定
め
ら
れ
た
日
以
外
も
休
日
に
し

て
い
る
状
況
を
つ
か
ん
で
い
た
の
で
す
。
こ
こ
で
領
主
側
が
最
も
心
配
し
て
い
る
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

領
主
側
の
最
大
の
願
い
は
、
安
定
し
た
年
貢
収
入
を
得
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
農
民
が
た
く
さ
ん
休
ん
で
、
農
業

に
支
障
が
出
る
よ
う
で
は
困
る
わ
け
で
す
。
別
の
史
料
で
は
も
っ
と
具
体
的
に
「
農
民
が
遊
び
に
ふ
け
っ
て
経
済
的
に
困
窮
し

た
り
、
風
紀
が
乱
れ
た
り
し
て
、
つ
い
に
は
一
家
滅
亡
、
一
村
衰
亡
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
」
と
記
し
、
自
ら
の
本
音
を
表
に

は
出
さ
ず
農
民
た
ち
に
休
日
を
増
や
す
こ
と
の
問
題
点
を
教
え
諭
し
て
い
ま
す
。

農
民
側
の
弁
解

　

と
こ
ろ
で
前
掲
の
「
万
日
記
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
休
日
が
何
の
た
め
の
も
の
か
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
「
ひ
か
ん
（
彼
岸
）」「
初
午
」「
馬
作
ら
い
」「
日
光
参
」「
祭
礼
」「
ぼ
ん
（
盆
）」「
風
祭
り
」「
庚こ

う
し
ん申

」「
百
万

図 58　「万日記・年中遊事日覚」（享和 2・1802年）
（粂川芳雄氏所蔵　栃木県立文書館寄託）

休日数

月

7

1

3

２

3

３

2

４

1

５

5

６

5

７

2

８

3

９

1

10

0

11

0

12

0

閏

休日数

月

14

1

10

２

8

３

8

４

2

５

7

６

8

７

10

８

9

９

1

10

3

11

2

12

表19　助谷村の村役人が日記に記録した休日数（享和2・1802年）


