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(修
士
論
文
要
旨
》

近
世
後
期
に
お
け
る
奈
良
の
行
政
と
奉
行
の
役
割

i

『
寧
府
紀
事
』
を
中
心
と
し
て
ー

*

白

水

伊

代

里

奈
良
奉
行
は
、
遠
国
奉
行
の

一
つ
で
南
都
町
奉
行
と
も
い
う
。
役
高
は
千
石
、

役
料
は
千
七
百
俵
で
あ
る
。
老
中
に
直
属
し
、
京
都
所
司
代

の
指
揮
を
受
け
、
朱

印
地
を
持

つ
大
和
の
寺
社
お
よ
び
奈
良
町
の
行
政
と
司
法
の
ほ
か
、
大
和
国
中
の

地
論

・
水
論
を
除
く
諸
出
入
、
吟
味
物
、
盗
賊
筋
な
ど
の
取
り
捌
き
を
行

っ
た
。

関

ヶ
原
の
戦

い
以
後
、
奈
良
の
支
配
権
は
豊
臣
政
権
か
ら
徳
川
氏

へ
と
移
行
し
、

は
じ
め
は
大
久
保
長
安
が
郡
山
城
を
接
収
し
て
支
配
し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
慶
安

三
年

(
一
六
五
〇
)
に
は
、
二
代
目
奉

行
の
中
坊
時
祐
の
願
い
に
よ
り
、
与
力
六

騎
と
同
心
三
十
人
が
付
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
寛
文
四
年

(
一
六
六
四
)
、
土
屋
利

次
の
奈
良
奉
行
就
任
時
に
奈
良
代
官
が
設
置
さ
れ
、
奉
行
と
代
官
の
職
掌
は
分
離

さ
れ
た
。
ま
た
奉
行
所
機
構
も
確
立

さ
れ
て
、
制
度
的
確
立
を
み
た
の
で
あ
る
。

延
宝
四
年

(
一
六
七
六
)
溝
口
信
勝
が
奈
良
奉
行

の
時
に
は
、
職
務
規
定
も
明
文

化
さ
れ
た
。
奈
良
奉
行
は
老
中
支
配
で
は
あ
る
が
、
直
接

の
指
揮
系
統
は
と
い
う

と
、
京
都
町
奉
行
と
協
議
を
し
、
京
都
所
司
代
の
下
知
を
受
け
る
形
を
と

っ
て
い

た
。歴

代
の
奈
良
奉
行
の
中
で
も
名
奉
行
と
し
て
著
名
な
の
が
、
弘
化
三
年

(
一
八

四
六
)
か
ら
嘉
永
四
年

(
一
八
五

一
)
ま
で
の
五
年
半
在
住
し
た
川
路
聖
誤
で
あ

る
。
聖
護
は
奈
良
奉
行

へ
の
任
命
を

「
お
も
ひ
も
か
け
す
な
ら
奉
行
被
仰
付
」
、

　　
　

「既
せ
ら
れ
た
る
」
と
晩
年
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、
意
外
だ
と
認
識
し
て
い
て
、

当
初
は
あ
ま
り
乗
り
気
で
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
五
年
半
後
召
還
の

命
に
よ
り
奈
良
を
離
れ
る
時
に
は
、
自
身
が
行

っ
た
政
策
に
よ
り
恩
恵
を
受
け
た

と
す
る
町
人
た
ち
の
多
数
の
見
送
り
を
受
け
て
感
激
す
る
と
と
も
に
、
施
政
の
結

果
が
確
実
に
表
れ
て
い
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
。
聖
護
は
、
奈
良
奉
行
在
任
中

に
毎
日
日
記
を
書

い
て
江
戸
の
家
族
に
送

っ
て
い
る
。
そ
れ
が

「寧
府
紀
事
」
で

あ
り
、
在
任
中
の
政
策
や
日
々
の
生
活
が
細
か
に
記
さ
れ
、
奈
良
奉
行
川
路
聖
護

を
知
る
に
は
好
都
合
な
史
料
だ
と

い
え
る
。
そ
こ
で
修
士
論
文
で
は
こ
の

「寧
府

紀
事
』
を
主
に
使
用
し
て
、
聖
護
が

い
か
に
奈
良
庶
民
の
こ
と
を
考
え
て
職
務
に

励
ん
だ
の
か
、
そ
し
て
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
考
察
す

る
こ
と
に
し
た
。

第

一
章
で
は
、
聖
護
が
奈
良
奉
行
と
し
て
行

っ
た
実
際
の
政
策
を
見
て
い
く
前

段
階
と
し
て
、
ま
ず
第

一
節

で
近
世
奈
良
の
様
子
を
、
第
二
節
で
奈
良
奉
行
と
し

て
赴
任
す
る
ま
で
の
川
路
聖
護

の
生
い
立
ち
を
述
べ
た
。
近
世
の
奈
良
は
、
そ
の

辿

っ
て
き
た
歴
史
の
中
心
に
産
業

の
町
か
ら
観
光

の
町

へ
の
変
化
が
あ
る
。
幕
府
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が
奈
良
の
特
産
で
あ
る
奈
良
晒
を
保
護

し
た
こ
と
で
、
そ
の
利
益
は
奈
良
町
に
大

き
な
潤
い
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
そ
の
奈
良
晒
が
近
世
半
ば
以
降
衰
退
し
、
十

八
世
紀
初
頭
に
大
仏
殿
の
再
興
が
成
り
、
落
慶
法
要
が
営
ま
れ
た
の
を
契
機
と
し

て
、
奈
良
は
観
光
の
町

へ
と
姿
を
変
え

て
い
っ
た
。
天
保
期
に
入
る
と
、
老
中
水

　　
　

野
忠
邦
に
よ
る
天
保
の
改
革
が
行
わ
れ

て
、
む
ろ
ん
奈
良
に
も
改
革
の
影
響
が
及

ん
で
い
る
。
聖
護
が
記
し
た

「寧
府
紀
事
」
中
に
も
、
改
革
の
影
響
を
示
す
記
事

が
所
々
に
見
受
け
ら
れ
る
。
聖
護
が
赴
任
す
る
直
前
の
奈
良
は
、
天
保
の
改
革
の

影
響
が
強
く
残

っ
て
い
る
と

い
う
状
況

に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
次

に
第
二
節
で
、

川
路
聖
誤
の
生

い
立
ち
を
述
べ
た
。
幼

い
頃
か
ら
実
父
の
教
育
を
受
け
、
良

い
師

匠
に
恵
ま
れ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
聖
護

は
熱
心
に
学
問
の
修
行
を
し
た
。
そ
し
て

猛
烈
な
就
職
活
動
の
結
果
、
三
年
目
に
支
配
勘
定
出
役
に
採
用
さ
れ
、
さ
ら
に
五

年
後
に
は
勘
定

・
評
定
所
留
役
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
「御
目
見
以
上
」

の
資
格
も
獲

得
し
、
内
藤

・
川
路
両
家
に
と

っ
て
初

め
て
の
栄
誉
で
あ
る
。
こ
の
時
実
父
は
す

で
に
亡
く
な

っ
て
い
て
、
聖
護
は
自
分

の
晴
れ
姿
を
見
て
も
ら
え
な
か

っ
た
こ
と

　　
　

を
非
常
に
悲
し
ん
だ
。
こ
う
し
て
様
々
な
役
職
を
経
験
し
た
後
、
弘
化
三
年
聖
護

は
奈
良
奉
行
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
時
の
老
中
阿
部
正
弘
と
し
て
は
、
天
保
の
改
革
に

対
す
る
不
満
が
冷
め
る
ま
で

「聖
護
に
は
、
貴
重
な
る
経
験
の
地
を
与

へ
て
、
以

　る
　

て
異
日
の
用
を
待
」
ち
た
い
と
の
思
い
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

第
二
章
と
第
三
章
で
は
、
聖
護
が
奈
良
奉
行
と
し
て
実
際
に
ど
の
よ
う
な
政
策

を
行

っ
て
い
た
の
か
を
、
裁
判
に
関
す
る
も
の
と
財
政
に
関
す
る
も
の
の
両
方
か

ら
見
て
い
き
、
そ
れ
が
庶
民
の
生
活
に
ど
う
影
響
し
た
か
も
併
せ
て
考
察
し
た
。

ま
ず
第
二
章
で
は
、
聖
護
の
犯
罪
に
対
す
る
具
体
的
な
取
り
組
み
な
ど
を
述
べ
た
。

博
突

の
取
り
締
ま
り
に
お
い
て
は
、
不
正
を
許
さ
な

い
と

い
う
潔
癖
な
性
格
か
ら

特
に
厳
し
く
あ
た
り
、
町
の
風
俗
も
改
ま
る
と

い
う
結
果
を
出
し
て
庶
民
に
喜
ば

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
厳
し
い
取
り
締
ま
り
に
よ
っ
て
遊
興
街
が
寂
れ
た
と
い
う

事
実
も
あ
り
、
聖
護
は

「両
方
共
に
よ
き
こ
と
は
な
」

い
と
言

い
、
施
政

の
難
し

さ
を
痛
感
し
て
い
る
。
年
少
の
再
犯
者
に
対
し
て
も
、
で
き
る
だ
け
更
生
さ
せ
る

機
会
を
与
え
、
悲
し
ん
だ
り
難
儀
し
た
り
す
る
庶
民
が
出
な
い
よ
う
努
力
し
た
。

ま
た
、
当
時
の
奈
良
で
は
裁
判
の
渋
滞
が
顕
著
で
あ

っ
た
が
、
聖
護
は
そ
の
解
消

に
努
め
、
奉
行
所
内
の
悪
弊
の
改
善
に
も
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
裁
判
事

務
を
迅
速
化
さ
せ
、
奉
行
所
に
対
す
る
信
頼
感
を
増
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

庶
民
の
間
に
は

「裁
断
公
平
に
て
速
な
り
」
と
の
噂
が
広
ま
り
、
庶
民
も
聖
護

の

努
力
を
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
聖
護

の
人
道
的
な

一
面
を
示

す
事
例
と
し
て
、
入
牢
者
に
対
す
る
思
い
や
り
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
て
み
た
。

次
に
第
三
章
で
は
、
財
政
面
か
ら
庶
民
や
部
下
に
対
す
る
聖
誤

の
対
応
に
つ
い
て

考
察
し
た
。
そ
の
中
で
も
貧
民
救
済
事
業
は
注
目
す
べ
き
政
策
で
あ
る
。
聖
護
は

た
だ
救
済
制
度
を
作
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
恒
常
的
な
も

の
に
す
る
こ
と
を
考

え
て
い
た
。
自
分
が
寄
付
し
た
の
を
聞
け
ば
、
市
中

の
者
た
ち
も
段
々
と
寄
付
す

る
だ
ろ
う
と
聖
誤
は
踏
ん
で
い
た
が
、
果
た
し
て
推
測
ど
お
り
、
市
中
の
者
た
ち

か
ら
貧
民
救
済

へ
の
加
入
希
望
が
出
さ
れ
て
、
十
貫
目
ほ
ど
集
ま

っ
た
こ
と
が
嘉

永
元
年

(
一
八
四
八
)
十
二
月
の
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
翌
嘉
永
二
年

(
一
八

四
九
)
三
月
に
は
、
幕
府
の
許
可
も
得
て
永
続
的
貧
民
救
済
制
度
を
確
立
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
そ
の
年

の
年
末
の
日
記
に
も
市
民
の
出
金
と

い
う
記
事
が
あ
り
、

貧
民
救
済
制
度
の
順
調
な
滑
り
出
し
を
示
し
て
い
る
。
聖
誤
も

「永
久
の
救
出
来
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て
難
有
こ
と
」
と
述
べ
、
庶
民
の
た
め
の
永
続
的
な
制
度
を
作
り
得
た
こ
と
に
大

き
な
喜
び
を
感
じ
た
。
聖
護
は
、
折
に
ふ
れ
て
部
下
た
ち
に
酒
食

の
提
供
や
褒
美

金
を
与
え
る
な
ど
し
た
が
、
そ
の
裏
に
は
、
部
下
た
ち
を
職
務
に
精
励
さ
せ
る
こ

と
で
庶
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う

に
な
れ
ば
よ
い
と
の
思
い
が
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
聖
護
は
私
的
な
外
出
を
全
く
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
せ
ず
、
稲

荷
祭
や
与
力

・
同
心
た
ち
の
恒
例
行
事

「狼
姻
上
げ
」
に
出
か
け
ず
に
恐
ろ
し
い

ほ
ど
の
倹
約
生
活
を
し
て
い
た
の
も
、
庶
民
の
た
め
に
使
え
る
金
銭
を
少
し
で
も

増
や
し
、
庶
民
が
安
心
し
て
生
活
で
き

る
よ
う
に
す
る
と

い
う
目
的
が
あ

っ
て
の

こ
と
だ

っ
た
に
違

い
な

い
と
考
え
た
。

在
任
中
に
行

っ
た
政
策
が
次
代
に
引
き
継
が
れ
る
保
証
も
な
い
中
で
、
聖
護
は

懸
命
に
職
務
に
励
み
、
奉
行
所
内
部
の
積
年
の
悪
弊
を
是
正
す
る
こ
と
や
、
庶
民

の
た
め
の
永
続
的
な
制
度
を
確
立
す
る

こ
と
に
も
見
事
に
成
功
し
た
。
庶
民
た
ち

も
、
聖
護
が
行

っ
た
数
々
の
政
策
に
込
め
ら
れ
た
自
分
た
ち

へ
の
思
い
を
わ
か

っ

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
奉
行
所
と
、
奉
行

で
あ
る
聖
護
を
信
頼
す
る
よ
う
に
な

っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
庶
民
が
聖
護
に
付
け
た

「
五
泣
百
笑

の

奉
行
」
の
異
称
や
、
聖
護
が
奈
良
を
離
れ
る
際
に

「今
迄
な
ら
奉
行
に
か
か
る
こ

と
は
な
し
と

い
ふ
」
ほ
ど
の
見
送
り
を
受
け
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
よ

つ

て
、
奈
良
奉
行
川
路
聖
誤
は
、
そ
の
潔
癖
さ
と
異
常
と
も
と
れ
る
倹
約
家
と
い
う

性
格
で
も

っ
て
、
奉
行
所
へ
の
信
頼
感
を
回
復
さ
せ
、
庶
民
た
ち
が
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
奈
良
に
す
る
、
ま
た
限
ら
れ
た
期
間
を
前
提
と
す
る
中
で
の
、
永
続
的
制

度
の
確
立
と
そ
の
次
代
へ
の
継
承
と
い
う
壮
大
な
役
割
を
果
た
し
た
と

い
う
結
論

を
出
し
た
。

註(
1
)

「川
路
聖
護
文
書
」

八
巻

一
九
八
、

二
〇
〇
頁

(
2
)

天
保
十

二
～
十

四
年

(
一
八
四

一
～
四
三
)
に
老

中
水

野
忠
邦

が
行

っ
た
幕
政
改
革
。

享
保

・
寛
政

の
両
改
革

に
な
ら

い
、
奢
修
禁
止
、
風
俗
粛
正
、
出
版
物
取
締
り
を
励
行

し
、

物
価
引

下
げ
令

、
人
返

し
の
法
を
公
布

し
た
。
ま
た
諸
問
屋

の
解
散
を
命
じ
、
上
知
令

で

天
領
土
を

集
中
さ
せ
よ
う
と
す

る
な
ど
、
絶
対
主
義

へ
の
動
き
を
示

し
た
が
効
果
な
く
、

特

に
上
知
令
は
没
収

の
対
象
と
な

っ
た
大
名

・
旗
本

の
猛
反
対

に
あ

い
実
施

で
き
ず
、
忠

邦
失
脚

の
原
因
と
な

っ
た
。

一
八
四
三
年
忠
邦
は
失
脚

し
、
幕
府
最
後

の
大
改
革
は
失
敗

に
終
わ

っ
た
。

(
3
)

「川
路
聖
護
文
書
』
八
巻

一
八

〇
頁

廿

二
才

の
九
月
、
行
道
院
様
は
御
病
死
。
廿
三
才

の
正
月
八

日
御
勘
定
評
定
所
留
役
被

仰
付
、
廿

一
日
に
寺
社
奉
行
吟
味
物
調
役
当
分
助
被
仰
付
た
れ
は
、
は

つ
か
四

ヶ
月
は
か

り
世
を
早
く
な
し
玉
ひ
し
故

に
、
わ
か
御
目
見
以
上
被
仰
付
候
事
さ

へ
に
行
道
院
様
は
御

存
知
な
し
。

い
た
く
か
な
し
き
事
也
。

(
4
)
「
川
路
聖
護
之
生
涯
」
八
七
頁
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