
23 郡・郷・保について

郡
と
は
、
律
令
制
の
も
と
で
国
の
下
に
あ
っ
て
郷
（
里
）
を
統
括
し
た

行
政
単
位
で
あ
る
。『
大
宝
令
』
で
は
、
郡
の
下
部
単
位
に
は
、
里
が
置

か
れ
、
五
〇
戸
を
一
里
と
す
る
郡
里
制
が
と
ら
れ
て
い
た
。
里
は
霊
亀
元

年
（
七
一
五
）
に
郷
に
改
称
さ
れ
、
五
〇
戸
を
も
っ
て
一
郷
と
し
た
郷
の

下
に
二
、
三
の
里
が
置
か
れ
る
郷
里
制
に
改
変
さ
れ
、
そ
の
後
天
平
十
二

年
（
七
四
〇
）
に
は
里
が
廃
止
さ
れ
た
。
郷
に
は
、
郷
長
が
置
か
れ
、
郷

内
の
行
政
事
務
を
担
当
し
た
。
こ
の
律
令
制
下
の
郡
・
郷
の
組
織
は
一
〇

世
紀
に
は
解
体
す
る
。
そ
し
て
一
〇
世
紀
末
に
は
、
郡
が
い
く
つ
か
に
分

割
さ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
国
衙
へ
の
納
税
単
位
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
ま
た
新
た
な
名
称
の
郷
が
郡
の
下
部
単
位
で
は
な
く
郡
と
並
立
す
る

も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
大
和
国
で
は
長
保
年
間
（
九
九
九
～
一
〇
〇
四
）
に
は
城

下
郡
と
な
ら
ん
で
城
下
東
郷
・
城
下
西
郷
が
見
え
、
十
市
郡
・
十
市
東

郷
・
十
市
西
郷
な
ど
が
併
立
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
寛
弘
二
年
（
一
〇

〇
五
）
に
は
筑
前
国
司
か
ら
糟
屋
西
郷
司
に
、
観
世
音
寺
の
不
輸
租
田
替

地
に
関
す
る
命
令
が
直
接
下
さ
れ
て
い
る
（
寛
弘
二
年
十
一
月
十
五
日
筑

前
国
符
案
、
内
閣
文
庫
所
蔵
文
書
、『
平
安
遺
文
』
四
四
二
号
）。
郡
司
を

介
さ
ず
国
司
か
ら
直
接
命
令
を
う
け
る
郷
司
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
郡
・
郷
の
再
編
成
は
、
一
九
七
〇
年
代
初
め
頃
ま
で
の
研

究
で
は
、
割
拠
的
な
郡
司
的
土
豪
の
郡
・
郷
支
配
権
を
国
衙
が
承
認
し
た

こ
と
に
よ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
（
坂
本
賞
三
『
日
本
王
朝
国
家
体

制
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
）。
し
か
し
そ
の
後
の
研
究
に

よ
り
現
在
で
は
在
地
領
主
制
の
体
制
的
承
認
と
い
う
理
解
は
否
定
さ
れ
、

受
領
に
よ
る
徴
税
制
度
の
根
本
的
転
換
と
連
動
し
た
郡
・
郷
統
治
機
構
の

再
編
成
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
〇
世
紀
末
頃
、
受

領
の
も
と
で
国
衙
検
田
が
強
化
さ
れ
、
検
田
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
公
田

数
に
基
づ
い
て
官
物
を
徴
収
す
る
新
た
な
徴
税
制
度
（
公
田
官
物
率
法
）

が
成
立
す
る
。
そ
れ
と
連
動
し
て
、
収
納
所
を
置
い
て
官
物
収
納
を
お
こ

な
う
徴
税
領
域
と
し
て
郡
・
郷
が
再
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
大

石
直
正
「
平
安
時
代
の
郡
・
郷
の
収
納
所
・
検
田
所
に
つ
い
て
」〈
豊
田

武
教
授
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
・
中
世
史
の
地
方
的
展
開
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
七
三
年
〉、
佐
藤
泰
弘
「
受
領
の
支
配
と
在
地
社
会
」〈『
岩

波
講
座
日
本
歴
史
』
古
代
5
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
〉）。
こ
れ
が
郡

郷
制
再
編
の
第
一
段
階
で
あ
る
。

さ
ら
に
一
一
世
紀
後
半
か
ら
一
二
世
紀
に
な
る
と
、
再
開
発
の
申
請
に
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。
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よ
っ
て
、
ま
た
新
た
な
郷
や
保
が
既
存
の
郡
・
郷
か
ら
独
立
し
た
徴
税
領

域
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
こ
の
段
階
に
成
立
し
て
く
る
新
た
な
郷
や
保

は
、
荒
廃
田
の
再
開
発
申
請
と
同
時
に
、
税
の
優
遇
措
置
を
獲
得
し
て
い

る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
多
く
の
場
合
、
雑
役
が
免
除
さ
れ
、
官
物

の
み
を
一
般
の
郡
・
郷
と
は
異
な
る
率
法
で
国
衙
に
納
入
す
る
場
合
が
多

く
、
一
色
別
符
、
一
色
保
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
一
色
と
は
官
物
一
色
と
い

う
意
味
で
あ
り
、
別
符
と
は
、
別
の
徴
符
で
官
物
が
徴
収
さ
れ
る
こ
と
か

ら
く
る
名
称
で
あ
る
。

越
前
国
大
野
郡
内
に
は
、
大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
に
一
色
別
符
と
し

て
泉
郷
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
泉
郷
は
、
白
河
院
近
臣
で
あ
っ
た
藤
原
成

通
が
、
寄
進
さ
れ
た
田
地
を
も
と
に
周
辺
の
荒
廃
公
田
を
含
め
た
領
域
の

再
開
発
を
国
司
に
申
請
し
、
開
発
三
年
間
の
官
物
斗
代
減
免
、
そ
の
後
は

官
物
一
色
の
み
国
衙
に
納
入
し
雑
役
免
除
と
い
う
条
件
で
承
認
を
得
て
成

立
さ
せ
た
郷
で
あ
っ
た
（
大
治
二
年
十
二
月
二
十
八
日
僧
永
真
所
領
寄
進

状
、
京
都
大
学
所
蔵
一
乗
院
文
書
、『
平
安
遺
文
』
二
一
一
四
号
）。
古
代

に
は
こ
の
地
は
「
出
水
郷
」（『
和
名
類
聚
抄
』）
と
呼
ば
れ
た
地
で
あ
っ

た
が
、
こ
こ
に
新
た
な
再
開
発
申
請
に
よ
っ
て
大
野
郡
か
ら
独
立
し
た
特

別
の
税
率
を
も
っ
た
領
域
と
し
て
の
泉
郷
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
一
二

世
紀
に
は
、
こ
の
よ
う
な
院
近
臣
な
ど
の
貴
族
や
、
地
方
の
有
力
在
庁
官

人
等
に
よ
っ
て
荒
廃
公
田
を
含
ん
だ
領
域
の
再
開
発
申
請
が
な
さ
れ
、
各

地
で
新
た
な
郷
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
国
司
と
し
て
は
、

税
の
優
遇
を
し
て
も
再
開
発
の
進
展
に
よ
る
官
物
納
入
増
加
を
見
込
ん
だ

の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
う
し
た
再
開
発
申
請
に
よ
っ
て
成
立
し
た
領
域
の
な
か
で
、

保
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
保
は
、
多
く
は
寺
社
や
官
司
が
関
係
し

て
再
開
発
申
請
が
な
さ
れ
て
、
雑
役
が
免
除
さ
れ
る
ほ
か
、
所
当
官
物
に

つ
い
て
も
、
そ
の
一
部
が
寺
社
や
官
司
に
納
入
さ
れ
る
な
ど
の
措
置
が
な

さ
れ
た
領
域
で
あ
っ
た
。

応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
丹
波
国
司
源
顕
仲
は
、
東
寺
の
五
重
塔
の
再

建
に
際
し
て
、
東
寺
が
か
つ
て
領
有
し
て
い
た
も
の
の
廃
絶
状
態
に
あ
っ

た
田
地
六
〇
町
を
一
色
保
と
し
、
東
寺
に
雑
役
を
免
除
す
る
と
と
も
に
、

塔
の
作
事
の
間
は
所
当
官
物
を
東
寺
が
収
取
す
る
こ
と
を
認
め
た
（
康
和

二
年
二
月
十
九
日
丹
波
国
司
解
案
、
東
寺
百
合
文
書
、『
平
安
遺
文
』
一

四
二
六
号
）。
国
司
は
塔
の
造
営
が
終
わ
っ
た
後
、
元
の
郷
に
戻
そ
う
と

し
た
も
の
の
、
こ
の
地
は
か
つ
て
東
寺
が
領
有
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
東

寺
の
訴
え
に
よ
っ
て
荘
園
と
し
て
立
荘
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
保
と

は
、
基
本
的
に
国
衙
領
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
領
域
で
あ
り
、
国
司
が

認
め
た
場
合
に
限
り
官
物
の
収
納
を
認
可
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

応
保
二
年
（
一
一
六
二
）
下
野
国
で
は
、
国
司
が
薗
部
郷
の
雑
事
を
免

除
し
、
東
大
寺
の
保
と
す
る
こ
と
を
承
認
し
、
薗
部
保
が
た
て
ら
れ
た

（
応
保
二
年
三
月
七
日
下
野
国
司
庁
宣
、
東
南
院
文
書
『
平
安
遺
文
』
三

一
九
四
号
）。
こ
れ
は
薗
部
郷
の
再
開
発
を
東
大
寺
に
委
ね
る
と
と
も
に
、
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本
来
国
司
か
ら
東
大
寺
に
納
入
す
べ
き
御
封
の
代
替
と
し
て
保
の
所
当
官

物
を
あ
て
、
東
大
寺
に
直
接
そ
れ
を
収
納
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
東
大

寺
は
保
司
と
な
っ
た
在
地
領
主
と
連
携
し
て
こ
の
地
の
再
開
発
を
申
請
し
、

保
を
成
立
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
封
物
な
ど
の
代
替
と
し

て
国
衙
領
の
所
当
官
物
を
あ
て
る
こ
と
を
便び
ん

補ぽ

と
い
い
、
国
衙
は
荘
園
と

し
て
認
可
す
る
の
で
は
な
く
、
国
衙
領
の
な
か
に
保
を
た
て
、
そ
の
所
当

官
物
を
一
時
的
に
あ
て
る
こ
と
で
、
納
物
の
代
替
と
し
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
便
補
の
残
り
の
官
物
は
原
則
と
し
て
国
衙
に
納
入
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
国
司
は
、
再
開
発
地
が
荘
園
化
し
て
国
衙
支
配
か
ら
離
脱
す

る
の
を
抑
制
し
、
か
つ
納
物
の
支
払
い
を
果
た
す
も
の
と
し
て
保
を
設
立

し
、
そ
の
所
当
官
物
で
便
補
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
若
狭
国
の
国
富
保
は
、
永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
官
務
家
小
槻

隆
職
の
申
請
に
よ
っ
て
太
政
官
厨
家
の
納
物
の
便
補
保
と
し
て
承
認
さ
れ
、

小
槻
隆
職
が
保
司
と
し
て
開
発
し
て
い
っ
た
保
で
あ
っ
た
（
建
久
六
年
十

二
月
四
日
太
政
官
符
、
吉
川
半
七
氏
旧
蔵
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
八
二
〇

号
）。
小
槻
隆
職
は
こ
の
ほ
か
に
、
常
陸
国
石
崎
保
を
は
じ
め
備
後
・
土

佐
・
讃
岐
・
安
芸
な
ど
各
地
で
開
発
を
進
め
な
が
ら
便
補
保
を
形
成
し
て

い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
官
中
便
補
地
由
緒
注
文
案
、
壬
生
家
文
書
、

『
鎌
倉
遺
文
』
三
〇
三
九
号
）。
こ
う
し
た
下
級
官
人
も
、
各
地
で
積
極
的

に
国
司
に
申
請
し
て
再
開
発
を
請
け
負
い
、
官
司
へ
の
納
物
の
便
補
を
名

目
と
し
て
、
官
物
の
一
部
を
官
司
に
納
入
し
、
そ
の
他
の
官
物
等
を
国
衙

に
納
入
す
る
保
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
一
一
世
紀
後
半
か
ら
特
に
一
二
世
紀
に
あ
ら
わ
れ
る
新
し
い

郷
や
保
と
は
、
国
司
が
貴
族
や
官
人
あ
る
い
は
寺
社
、
あ
る
い
は
地
方
の

有
力
在
庁
官
人
な
ど
に
一
定
の
領
域
の
再
開
発
を
委
ね
、
そ
の
領
域
の
地

主
的
権
利
と
一
部
得
分
の
取
得
を
認
め
る
こ
と
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
な
か
で
保
と
呼
ば
れ
た
領
域
は
、
再
開
発
の
委
託
と
同
時
に
、

寺
社
や
官
司
へ
の
納
物
を
そ
の
土
地
か
ら
の
収
納
物
に
代
替
し
た
も
の
で

あ
り
、
国
司
も
積
極
的
に
そ
の
設
立
に
関
与
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
、

代
替
物
分
の
残
り
は
国
衙
に
収
納
さ
れ
る
国
衙
領
で
あ
っ
た
。
国
司
は
、

こ
う
し
て
再
開
発
を
委
ね
な
が
ら
も
、
そ
の
領
域
が
荘
園
化
し
て
国
衙
の

支
配
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
抑
制
し
、
郷
や
保
と
し
て
国
衙
領
の
な
か
に

位
置
づ
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
再
開
発
申
請
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
新
し
い
郷
や
保
の
な
か

に
は
、
一
二
世
紀
後
半
頃
に
院
や
御
願
寺
に
寄
進
さ
れ
て
荘
園
に
転
化
し

て
い
く
も
の
も
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
、
一
一
世
紀
以
来
再
編
さ
れ
た

郡
・
郷
と
並
立
し
て
国
衙
領
を
構
成
す
る
領
域
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
郡
・
郷
の
再
編
成
と
、
新
た
な
郷
や
保
の
形
成
と
い
う
過

程
を
経
て
、
一
三
世
紀
初
頭
に
は
、
一
国
内
の
荘
園
・
国
衙
領
の
領
域
は

ほ
ぼ
固
定
し
、
大
田
文
に
記
載
さ
れ
た
よ
う
な
荘
園
・
国
衙
領
の
構
成
が

で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
郡
・
郷
・
保
は
同
じ
く
国
衙
領
を
構
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成
す
る
単
位
で
あ
る
が
、
郡
・
郷
、
郷
・
保
は
そ
れ
ぞ
れ
形
成
過
程
が
異

な
り
、
形
成
過
程
に
応
じ
て
収
取
の
内
容
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

従
来
の
理
解
で
は
、
郡
・
郷
・
保
な
ど
の
国
衙
領
の
形
成
は
、
郡
司
・

郷
司
・
保
司
な
ど
の
在
地
領
主
の
側
か
ら
、
彼
ら
が
開
発
領
主
と
し
て
成

長
し
、
郡
司
・
郷
司
・
保
司
な
ど
の
公
権
を
獲
得
し
領
域
支
配
を
実
現
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
を
軸
と
し
て
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
。
現
行
の
教
科

書
も
、
多
く
は
荘
園
公
領
制
概
念
が
提
起
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代
初
頭
の

通
説
的
理
解
を
も
と
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
郡
・
郷
・
保
は
在
地
領
主
の

所
領
と
し
て
同
質
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
後
の
研

究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
郡
・
郷
・
保
も
、
荘
園
も
、
在
地
領
主
の
所
領
形

成
の
動
き
を
基
軸
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
お
り
、
寺

社
・
貴
族
等
の
権
門
、
国
司
の
動
向
、
院
政
期
に
お
い
て
は
院
権
力
、
お

よ
び
そ
れ
に
連
な
る
貴
族
・
武
士
の
動
向
な
ど
、
権
力
側
か
ら
の
編
成
や

権
門
の
動
向
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
郡
・
郷

の
再
編
成
も
受
領
を
中
心
と
し
た
国
衙
支
配
の
展
開
の
な
か
で
捉
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
一
一
世
紀
後
半
～
一
二
世
紀
の
郷
や
保
の
成
立
も
、

貴
族
や
寺
社
権
門
の
積
極
的
な
動
き
と
国
司
側
の
動
向
を
ぬ
き
に
は
説
明

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（
か
ま
く
ら
・
さ
ほ
／
首
都
大
学
東
京
都
市
教
養
学
部
准
教
授
）
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