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『
延
喜
式
』に
お
け
る
田
令
関
連
条
文
に
つ
い
て
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は
じ
め
に

❶
中
日
に
お
け
る
格
式
の
成
立
過
程

❷
大
宝
田
令
の
成
立
と
養
老
田
令

❸
民
部
省
・
主
計
寮
・
主
税
寮
の
職
掌
と
『
延
喜
式
』
条
文

❹
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
田
令
関
連
条
文

お
わ
り
に

　

養
老
令
の
田
令
と
『
延
喜
式
』
の
関
連
条
文
を
比
較
し
て
、日
本
独
自
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

日
本
で
は
唐
の
律
令
格
式
を
継
受
し
て
律
令
を
作
成
し
た
。
現
在
残
存
し
て
い
る
令
は
養
老
令
で

あ
る
。
唐
の
格
式
が
編
纂
法
典
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
の
奈
良
時
代
で
は
単
行
法
で
あ
っ
た
。
平

安
初
期
に
な
り
、
日
本
で
も
編
纂
法
典
と
し
て
の
格
式
が
で
き
た
。
そ
の
う
ち
最
も
完
全
に
残
存
し

て
い
て
、
研
究
し
や
す
い
の
が
『
延
喜
式
』
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
「
式
」
の
特
徴
を
解

明
す
る
た
め
に
、
養
老
令
の
田
令
と
『
延
喜
式
』
の
関
連
条
文
を
比
較
す
る
。

　

田
令
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
土
地
制
度
と
し
て
は
不
十
分
で
、
稲
を
媒
介
と
し
た

土
地
管
理
が
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
②
七
世
紀
に
広
汎
に
存
在
し
た
貸
稲
が
土
地
管
理
の

役
割
を
兼
ね
て
い
た
。
③
七
世
紀
に
は
大
土
地
領
有
が
存
在
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
供
御
の
た
め
の
稲

作
地
で
あ
る
御
田
だ
け
を
切
り
取
っ
て
屯
田
（
官
田
）
と
し
て
い
る
。

　
『
延
喜
式
』
の
田
令
関
連
条
文
で
は
以
下
の
様
に
な
っ
て
い
る
。
①
田
図
を
利
用
し
た
条
里
制
に

よ
る
土
地
管
理
が
完
成
し
て
い
る
。
②
土
地
管
理
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
校
田
が
重
視
さ
れ
、
貞
観
格

式
で
大
帳
に
准
じ
た
田
数
の
定
数
化
が
成
立
す
る
。
③
正
税
出
挙
（
論
定
稲
・
公
廨
稲
な
ど
）
は
制

度
化
さ
れ
て
国
衙
財
政
の
中
核
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
画
期
は
天
平
期
で
あ
る
。
④
土
地
と
作
物
の

管
理
が
制
度
上
分
離
さ
れ
る
。
⑤
官
司
ご
と
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
の
で
、
令
よ
り
も
固
有
法
的
要
素

が
規
定
し
や
す
い
。

　

ま
た
格
式
の
関
係
に
つ
い
て
、
墾
田
永
年
私
財
法
・
諸
国
か
ら
の
田
図
進
上
・
元
慶
官
田
の
設
置

な
ど
は
格
に
入
れ
て
、
式
に
は
そ
の
施
行
細
則
だ
け
を
規
定
す
る
こ
と
が
再
確
認
で
き
た
。「
格
則

量
時
立
制
、
式
則
補
闕
拾
遺
」（
弘
仁
格
式
序
『
類
聚
三
代
格
』）
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
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