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式し
き
ぶ
し
ょ
う

部
省（
※
3
）が
あ
り
、
同
じ
場
所
か
ら
は

考こ
う
か課
と
い
う
官
人
の
勤
務
評
定
に
関
す
る
も

の
や
昇
進
の
手
続
き
に
関
す
る
も
の
な
ど
、

大
量
の
式
部
省
関
係
の
木
簡
が
出
土
し
て
い

ま
す
。
こ
の
木
簡
も
考
課
関
係
木
簡
で
、
村

合
氷
守
公
麻
呂
と
い
う
人
の
考
課
事
務
に
備

え
た
個
人
カ
ー
ド
で
す
。
こ
の
木
簡
に
は
、

従じ
ゅ
は
ち
い
の
げ

八
位
下
の
村
合
氷
守
公
麻
呂
は
54
歳
で
本

籍
地
は
河
内
国
志
紀
郡
、
昨
年
の
考
課
の
結

果
は「
上
」で
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
下
の
方
に
は
、船
稲
と
い
う
人
に
よ
っ
て
、

村
合
氷
守
公
麻
呂
の
今
年
の
勤
務
日
数
が

2
1
0
日
で
あ
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
木
簡
の
他
、『
古
事
記
』、六り

っ
こ
く
し

国
史（
※

4
）、
古
文
書
な
ど
に
も
志
紀
郡
に
い
た
人
々

の
名
前
が
登
場
し
ま
す
。
志
紀
郡
は
主
要
な

官
人
補
給
地
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
古
代
の
船
橋
遺
跡
は
、
河
内
国
府
、

志
紀
郡ぐ

ん
が衙
、
船
橋
廃
寺
、
市
、
河
内
鋳ち

ゅ
う
せ
ん
し

銭
司

な
ど
の
存
在
が
諸
説
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

河
内
国
府
は
国こ

う府
遺
跡
が
有
力
な
候
補
地
で

す
が
、
そ
の
実
態
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
政
庁
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
遺
構
の

201

7
世
紀
に
な
る
と
、
中
国
を
統
一
し
た
唐

が
高こ

う
く
り

句
麗
を
討
ち
、
百く

だ
ら済
を
滅
ぼ
す
な
ど
、

朝
鮮
半
島
の
国
や
古
代
の
日
本
の
倭わ

に
大
き

な
圧
力
を
か
け
ま
し
た
。
こ
れ
を
背
景
に
、

倭
は
唐
の
律
と
令
を
模
範
と
し
た
律

り
つ
り
ょ
う令
制（
※

1
）と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
、
国
家
の
存

続
の
た
め
、
強
力
な
中
央
集
権
体
制
に
よ
る

律
令
国
家
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

律
令
国
家
は
、
諸
国
の
行
政
機
関
を
国こ

く

・
郡ぐ

ん

（
評ひ

ょ
う）・
里り

の
三
段
階
に
分
け
、
地
方
統
治
の

拠
点
と
し
て
国こ

く
ふ府
を
設
置
し
ま
し
た
。
現
在

の
藤
井
寺
市
域
は
、
志し

き
ぐ
ん

紀
郡
の
南
半
分
と

丹た
じ
ひ
ぐ
ん

比
郡
の
一
部
に
該
当
し
ま
す
。
船
橋
遺
跡

は
志
紀
郡
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

古
代
の
志
紀
郡
に
ど
の
よ
う
な
人
々
が
暮

ら
し
て
い
た
の
か
は
、
様
々
な
文
献
史
料
か

ら
そ
の
一
端
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
志

紀
郡
に
は
渡
来
系
の
氏
族
が
多
く
住
ん
で
お

り
、
中
に
は
官
人
と
し
て
平
城
京
や
平
安
京

で
活
躍
し
た
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
例
え
ば
、

平
城
宮
跡
の
東
南
部
か
ら
出
土
し
た
、
奈
良

時
代
後
半
の
も
の
と
み
ら
れ
る
木も

っ
か
ん簡（
※
2
）

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
出
土
場
所
の
北
に
は

存
在
な
ど
か
ら
、
船
橋
遺
跡
や
は
ざ
み
山
遺

跡
が
河
内
国
府
と
す
る
説
や
、
2
回
あ
る
い

は
3
回
国
府
の
場
所
が
変
わ
っ
た
と
い
う
説

も
あ
り
ま
す
。
市
は
、
餌え

が
の
い
ち

香
市
が
存
在
し
た

と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
石
川
下
流
域
を
餌

香
川
と
す
る
記
述
な
ど
か
ら
、
石
川
下
流
左

岸
周
辺
が
餌
香
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
餌
香
市
は
、『
日
本
書
紀
』雄

略
十
三
年
三
月
条
で
す
で
に
記
述
さ
れ
て
い

る
他
、『
日に

ほ
ん
り
ょ
う
い
き

本
霊
異
記
』の「
河
内
の
市
の
付

近
の
井
上
寺
」と
い
う
記
述
か
ら
、
河
内
の
市

が
餌
香
市
を
指
し
、
井
上
寺
は
船
橋
廃
寺
や

衣い
ぬ
い縫
廃
寺
を
指
す
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

船
橋
遺
跡
も
し
く
は
国
府
遺
跡
に
餌
香
市
が

存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
と
み
ら
れ
ま
す
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
地
域
に
市
を
設
置
し

た
の
は
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
し

ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
古
代
の
船
橋
遺
跡
周
辺
は

多
様
な
性
格
が
推
定
さ
れ
て
い
る
場
所
で
す
。

今
後
、
発
掘
調
査
や
研
究
が
進
む
こ
と
で
そ

の
性
格
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
楽
し

み
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

(

文
化
財
保
護
課
　
河
合
　
咲
耶)

さまざまな歴史を刻んできた
船橋遺跡④

～古代の志紀郡と船橋遺跡～

（
※
1
）刑
法
で
あ
る
律
と
行
政
法
で
あ
る
令
の
体
系
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
国
家
統
治
の
体
制
を
指
し
ま
す
。
日

本
で
は
、
7
世
紀
以
降
に
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

（
※
2
）文
字
を
記
し
た
木
の
札
。
古
代
で
は
、
紙
の
文
書

と
と
も
に
情
報
伝
達
に
広
く
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
記
さ

れ
た
内
容
は
、
記
録・
帳
簿
な
ど
の
文
書
、
物
品
の
付

札
や
貢
進
物
の
荷
札
な
ど
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

（
※
3
）内
外
の
文
官
の
人
事
を
つ
か
さ
ど
っ
た
部
署
。
官

人
の
勤
務
評
定
、
こ
れ
に
基
づ
く
叙
位・
任
官
な
ど
に

関
す
る
事
務
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

（
※
4
）奈
良・
平
安
時
代
に
、
律
令
国
家
に
よ
り
編
集
さ

れ
た『
日
本
書
紀
』『
続しょ
く
に
ほ
ん
ぎ

日
本
紀
』『
日に
ほ
ん
こ
う
き

本
後
紀
』

『
続
し
ょ
く
に
ほ
ん
こ
う
き

日
本
後
紀
』『
日
に
ほ
ん
も
ん
と
く
て
ん
の
う
じ
つ
ろ
く

本
文
徳
天
皇
実
録
』『
日
本
三

代
実
録
』の
六
つ
の
正
史
の
総
称
。

▶
平
城
宮
跡
か
ら
出
土
し
た
考
課
木
簡

　（
出
典
：
木
簡
庫（https://m

okkanko.nabunken.

go.jp/ja/6AAICJ60000255
））
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