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は
じ
め
に

 
十
世
紀
に
入
り
個
別
人
身
的
支
配
に
基
礎
を
置
く
律
令
制
収

取
体
系
は
大
き
な
転
換
を
せ
ま
ら
れ
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
王
朝

国
家
体
制
が
成
立
す
る
。
農
奴
制
が
芽
生
え
、
封
建
化
の
過
程

が
始
ま
る
の
も
こ
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
封
建
化
を
指
導
し
、

や
が
て
鎌
倉
幕
府
の
創
設
を
成
し
遂
げ
る
階
級
が
在
地
領
主
”

武
士
で
あ
る
。
本
稿
で
は
東
国
、
と
く
に
下
総
千
葉
氏
を
例
に

と
っ
て
在
地
領
主
制
の
成
立
・
展
開
の
様
態
を
経
済
史
的
見
地

に
立
っ
て
考
察
す
る
。

 
従
来
の
中
世
史
研
究
に
お
い
て
領
主
制
の
問
題
は
封
建
制
成

立
史
の
課
題
と
し
て
あ
っ
か
わ
れ
、
多
く
の
個
別
事
例
を
積
み

あ
げ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
研
究
で
規
準
と
さ
れ
て
い
る
領
主

制
ウ
ク
ラ
ー
ド
は
、
西
欧
封
建
制
を
素
材
と
し
て
抽
出
し
た

「
曲
ハ
型
的
」
な
封
建
的
ウ
ク
ラ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
そ
の

ま
ま
日
本
申
世
史
の
中
で
求
め
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
中

世
社
会
を
ど
の
様
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
に
も
大
き
な
影
を

落
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
個
々
の
領
主

制
の
成
立
・
展
開
に
つ
い
て
の
研
究
が
前
述
の
「
典
型
的
」
な

封
建
的
ウ
ク
ラ
ー
ド
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
問
を
残
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
様
な
領

主
制
が
、
あ
る
い
は
ど
の
段
階
で
成
立
し
た
領
主
制
が
最
も
本

来
的
な
領
主
制
で
あ
る
か
を
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
考

察
す
る
こ
と
は
、
今
も
っ
て
我
が
国
の
中
世
社
会
構
造
の
特
質

を
捉
え
る
た
め
の
有
効
な
、
か
つ
基
礎
的
な
作
業
の
一
つ
と
な

り
得
る
と
考
え
る
。

 
本
稿
で
対
象
と
す
る
の
は
主
に
、
い
わ
ゆ
る
豪
族
的
領
主
の

典
型
と
さ
れ
て
い
る
千
葉
氏
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
千
葉
氏
の
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領
主
制
の
成
立
が
そ
の
ま
ま
封
建
的
土
地
所
有
一
般
の
成
立
を

意
味
す
る
と
は
考
え
な
い
。
し
か
し
私
は
、
我
が
国
で
最
も
早

く
、
し
か
も
確
固
た
る
在
地
領
主
制
を
成
立
さ
せ
た
の
は
東
国

の
豪
族
的
領
主
層
で
あ
っ
た
と
い
う
仮
説
の
も
と
に
、
彼
等
が

成
立
さ
せ
た
領
主
制
に
我
が
国
の
領
主
制
の
本
来
的
な
姿
を
求

め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
の
拠
所
と
す
る
の
は
以

下
の
三
点
で
あ
る
。

 
一
、
加
地
子
徴
収
・
在
家
役
賦
課
・
領
内
諸
産
業
に
対
す
る

 
 
・
支
配
な
ど
中
世
在
地
領
主
と
し
て
の
基
本
的
要
件
を
早

 
 
 
期
…
に
備
え
て
い
た
。

 
二
、
そ
の
支
配
方
式
に
は
惣
領
制
的
支
配
方
法
が
採
用
さ
れ
、

 
 
 
し
か
も
領
主
制
成
立
の
も
う
一
方
の
側
面
で
あ
る
武
士

 
 
 
団
形
成
に
お
い
て
も
早
期
に
確
固
た
る
編
成
を
遂
げ
て

 
 
 
い
た
。

 
三
、
鎌
倉
政
権
創
設
の
過
程
で
彼
等
の
果
し
た
役
割
り
の
大

 
 
 
き
さ
と
積
極
性
を
重
視
す
る
。

 
こ
の
様
な
前
提
の
も
と
に
東
国
の
豪
族
的
領
主
の
領
主
制
の

成
立
・
展
開
お
よ
び
存
在
形
態
、
そ
し
て
そ
の
経
済
構
造
を
明
-
、

確
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仮
説
そ
の
も
の
を
深
化
さ
せ

る

こ

と

が
本
稿
の
さ

し

あ

た

っ

て

の
目
的

で
あ
る 壬
◎   一

幽

 
十
一
世
紀
の
初
め
に
勃
発
し
た
平
忠
常
の
乱
は
私
営
田
領
主

の
持
つ
内
部
矛
盾
に
よ
り
自
滅
す
る
こ
と
で
幕
を
閉
じ
た
が
、

関
東
で
は
幽
魂
の
荒
廃
の
申
か
ら
在
地
領
主
が
広
汎
に
生
ま
れ

て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
乱
後
の
復
興
は
王
朝
国
家
体
制
に
お
け

る
国
政
改
革
と
時
期
的
に
一
致
し
て
い
る
ω
。
将
門
の
乱
の
場

合
と
異
っ
て
彼
の
一
族
は
追
討
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
乱
後
の
復

興
に
も
そ
の
再
生
産
能
力
を
発
揮
し
、
地
方
豪
族
“
私
営
田
領

主
と
し
て
地
歩
を
固
め
、
や
が
て
領
主
制
的
支
配
を
確
立
し
、

再
び
源
平
の
内
乱
に
一
大
勢
力
を
も
っ
て
参
加
し
て
く
る
の
で

あ
る
。
こ
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
史
料
的
な
制
約
が
大

き
く
、
容
易
に
解
明
し
え
な
い
が
可
能
な
限
り
具
体
的
に
し
て

み
よ
う
。

 
平
良
文
の
開
発
所
領
で
あ
っ
た
下
総
国
相
馬
郡
布
施
郷
は
大

治
五
年
（
＝
三
〇
）
に
子
孫
の
経
繁
に
よ
り
「
加
地
子
井
下

司
職
」
，
を
留
保
し
て
伊
勢
内
宮
（
皇
太
神
宮
）
に
寄
進
さ
れ
相

馬
御
厨
と
さ
れ
た
㈲
。
そ
れ
ま
で
の
経
緯
を
経
繁
の
男
常
胤
の
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寄
進
状
よ
り
見
れ
ば
、
良
文
-
経
明
-
忠
経
-
経
政
一
経
長
-

経
兼
と
相
伝
さ
れ
た
所
領
は
、
経
兼
か
ら
一
旦
弟
の
常
晴
に
相

承
さ
れ
、
こ
の
時
「
国
役
不
輸
乗
地
」
と
な
り
、
常
晴
は
天
治

元
年
（
一
＝
一
四
）
経
史
の
男
片
重
を
養
子
と
し
て
そ
の
所
領

を
譲
与
し
た
の
で
あ
る
㈲
。
こ
こ
に
見
え
る
「
国
役
不
輸
之

地
」
と
い
う
の
は
、
前
述
の
経
繁
の
寄
進
の
さ
い
の
副
進
文
書

目
録
中
の
コ
枚
 
国
司
庁
宣
布
瀬
墨
画
為
別
符
時
免
除
雑
公

事
案
」
と
あ
る
の
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
寄
進
に
さ
き
だ

っ
て
別
符
の
地
と
し
て
雑
公
事
免
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
ま

た
加
地
子
徴
収
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
私
営
田
領
主

の
段
階
よ
り
在
地
領
主
へ
の
発
展
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
る
。
忠
常
の
乱
後
百
年
に
し
て
こ
の
成
長
を
遂
げ
た
こ

と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
所
領
寄
進
の
前
提
と
し
て
以
上
の

如
く
別
符
の
成
立
・
加
地
子
徴
収
権
の
獲
得
が
あ
っ
た
こ
と
に

注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
領
主
的
支
配
の
第
一
歩
が
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
ま
ず
こ
こ
で
は
別
符
・
加
地
子
徴
収
権
の
内

容
と
、
そ
れ
を
ど
の
様
な
政
治
情
勢
の
中
で
掌
握
し
て
い
っ
た

か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

 
国
家
的
土
地
所
有
に
強
く
規
制
さ
れ
る
公
田
を
中
心
と
し
た

「
名
」
体
制
を
基
本
的
収
取
単
位
と
し
て
、
十
世
紀
初
頭
に
成

立
し
た
王
朝
国
家
体
制
は
、
畿
内
・
中
間
地
帯
で
は
あ
い
つ
ぐ

国
司
苛
政
上
訴
、
辺
境
で
は
平
忠
常
の
乱
な
ど
の
広
汎
な
抵
抗

に
あ
い
、
も
は
や
「
名
」
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
能
と

な
っ
た
㈲
。
こ
う
し
て
王
朝
国
家
は
十
一
世
紀
の
四
十
年
代
ご

ろ
に
は
、
そ
の
支
配
体
制
の
改
編
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の

改
編
の
骨
子
は
公
田
官
物
率
法
の
成
立
と
郡
郷
制
の
再
編
で
あ

っ
た
。
公
田
官
物
率
法
は
中
央
政
府
が
格
に
よ
っ
て
制
定
し
た

基
本
額
反
別
三
斗
を
申
心
と
し
て
、
国
毎
で
定
め
ら
れ
た
付
加

物
を
加
え
た
官
物
の
率
法
で
あ
り
、
こ
の
他
に
雑
遙
の
系
譜
を

引
く
雑
公
事
が
あ
っ
た
㈲
。
ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
十
一
世
紀

初
期
か
ら
国
内
の
荘
園
・
公
領
の
別
な
く
賦
課
さ
れ
る
一
国
平

均
役
が
あ
っ
た
㈹
。
郡
郷
制
の
再
編
と
は
、
地
方
豪
族
．
私
営

田
領
主
・
郡
司
・
土
豪
・
有
力
農
民
の
経
営
を
国
衙
に
直
結
す

る
単
位
所
領
と
し
て
認
可
し
、
公
田
官
物
率
法
を
適
用
し
、
収

取
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
然
的
に
律

令
制
的
な
郡
郷
制
を
解
体
し
、
中
世
的
な
郡
払
子
を
成
立
さ
せ

る
契
機
と
な
っ
た
ω
。
 
「
別
符
畑
地
」
と
は
普
通
は
「
別
符
之

名
」
す
な
わ
ち
「
別
名
」
の
こ
と
で
あ
り
、
前
代
の
「
名
」
体

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
二
三
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制
に
お
け
る
徴
税
単
位
た
る
「
名
」
と
は
異
な
り
㈹
、
新
た
な

る
単
位
所
領
の
一
つ
で
あ
り
、
 
「
別
名
」
が
郡
郷
制
の
再
編
に

果
し
た
役
割
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
 
「
別
名
」
と
は
本
来

公
田
を
含
ま
ず
、
未
開
の
一
定
地
域
を
開
発
す
べ
く
経
営
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
に
は
荒
廃
公
田
の
再
開
発
と
い

う
名
目
で
成
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
か

っ
て
国
衙
が
自
ら
築
造
し
、
勧
農
の
沙
汰
を
お
こ
な
っ
た
公
田

が
時
代
と
と
も
に
荒
廃
し
て
旧
来
の
形
態
で
は
維
持
で
き
な
く

な
っ
た
と
き
、
国
益
に
か
な
う
と
い
う
名
目
で
、
農
業
経
営
と

管
理
に
習
熟
し
た
在
地
の
有
力
者
（
郡
司
等
）
に
国
衙
の
勧
農

の
沙
汰
権
を
割
譲
し
て
荒
廃
田
を
開
発
さ
せ
、
同
時
に
官
物
納

入
を
請
負
せ
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
㈲
。
そ
れ

は
、
開
発
領
主
が
現
地
に
分
嘉
し
た
屋
敷
・
垣
内
に
一
族
や
従

者
的
農
民
を
配
し
て
開
発
を
進
め
、
周
辺
の
開
発
田
を
領
主
の

本
宅
に
包
括
さ
れ
た
敷
地
と
し
て
所
有
す
る
と
い
う
観
念
に
基

づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
㈹
。
勧
農
権
と
は
封
建
的
土
地
所
有
の

最
も
完
成
さ
れ
た
形
態
に
近
い
概
念
を
有
す
る
下
地
進
止
権
の

根
源
的
形
態
で
あ
り
ω
、
こ
れ
を
掌
握
す
る
こ
と
は
疑
い
も
な

く
在
地
領
主
化
の
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
雑
公
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
四

免
除
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
雑
遙
の
系
譜
を
引
く
と
い
う

性
格
か
ら
、
別
名
内
の
人
の
支
配
を
公
認
さ
れ
た
こ
と
を
意
味

し
、
こ
こ
に
千
葉
氏
が
私
営
田
領
主
と
し
て
保
持
し
て
き
た
領

域
と
人
の
支
配
が
法
的
に
公
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
私
営
田
領
主
か
ら
在
地
領
主
へ
の
成
長
・
発
展
の

過
程
で
は
、
ま
ず
い
く
つ
か
の
政
治
的
条
件
を
満
た
し
て
ゆ
く

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
経
繁
の
寄
進
を
認
可
し
、
御
厨
の

成
立
を
許
可
し
た
大
治
五
年
下
総
国
司
庁
宣
案
㈱
を
み
る
と
、

「
庁
宣
 
相
馬
郡
司
」
と
宛
所
が
郡
司
に
な
っ
て
お
り
、
「
相

馬
郡
経
重
相
伝
之
私
地
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
経
重
が
相
伝

し
た
の
は
相
馬
郡
全
体
で
あ
り
、
御
厨
と
し
て
公
認
さ
れ
た
布

施
郷
は
そ
こ
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
御
厨
下
司
職
と

し
て
認
可
さ
れ
た
の
は
経
重
個
人
と
し
て
で
は
な
く
、
相
馬
郡

司
職
の
保
持
者
と
し
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま

た
保
延
二
年
（
一
＝
二
六
）
に
公
田
官
物
未
進
の
廉
で
相
馬
・

立
花
郷
の
新
券
を
押
取
ら
れ
御
厨
を
収
公
さ
れ
た
と
き
、
常
胤

は
未
進
の
官
物
を
国
庫
に
弁
済
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
め
て

「
郡
務
知
行
」
の
国
判
を
授
け
ら
れ
、
同
時
に
没
収
さ
れ
て
い

た
相
馬
御
厨
だ
け
は
裁
免
さ
れ
た
の
で
あ
る
㈲
。
す
な
わ
ち
こ
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の
こ
と
は
「
別
名
」
を
た
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
寄
進
し
て
御
厨

を
成
立
さ
せ
下
司
職
を
獲
得
す
る
に
は
、
郡
司
と
し
て
の
地
位

が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
連
の
寄
進
状

等
に
表
わ
さ
れ
る
「
私
領
（
私
地
）
」
の
内
容
は
、
こ
の
郡
司
と

し
て
国
衙
権
力
の
末
端
機
構
に
連
ら
な
り
、
国
衙
か
ら
承
認
・

付
与
さ
れ
た
公
権
言
意
職
、
徴
税
行
為
の
代
償
と
し
て
の
加
地

子
徴
収
権
、
一
定
地
域
の
雑
役
免
、
一
定
の
給
田
な
ど
で
あ
っ

た
。
そ
の
地
位
日
面
は
中
田
薫
氏
⑯
以
来
の
通
説
の
と
お
り
排

他
的
な
私
的
所
有
を
示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
獲
得
す

る
（
補
任
さ
れ
る
）
こ
と
は
、
在
地
に
お
い
て
保
持
し
て
い
た

権
利
を
公
的
に
承
認
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
そ
れ
を
相
伝
し
、
譲
与
し
得
る
こ
と
は
権
利
が
強
化
さ

れ
て
く
る
過
程
で
あ
り
、
別
名
を
成
立
さ
せ
郷
豪
気
を
獲
得
す

る
こ
と
も
こ
の
流
れ
の
中
に
位
置
ず
け
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
に
い
う
郡
司
と
は
、
従
来
国
造
な
ど
の
系
譜
を

持
つ
伝
統
的
な
郡
司
層
が
持
っ
て
い
た
徴
税
・
土
地
問
題
な
ど

に
代
表
さ
れ
る
諸
権
限
を
彼
等
を
国
衙
官
人
的
性
格
に
ま
で
形

骸
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
剥
奪
し
、
さ
ら
に
彼
等
伝
統
的
な
郡

司
層
を
国
衙
機
構
か
ら
放
逐
し
た
と
こ
ろ
で
、
国
衙
領
全
域
に

わ
た
る
均
一
的
な
支
配
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
政
治
組
織
と
し

て
編
成
さ
れ
た
国
衙
在
庁
機
構
の
一
端
を
に
な
う
新
郡
司
層
で

あ
り
、
王
朝
国
家
体
制
の
成
立
と
と
も
に
現
わ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
⑯
。
東
国
に
お
い
て
は
、
十
世
紀
初
頭
す
で
に
籏
生
し
て

い
た
私
営
田
領
主
、
特
く
に
桓
武
平
氏
等
が
こ
の
地
位
を
獲
得

す
る
の
に
有
利
な
条
件
を
そ
な
え
て
い
た
。

 
忠
常
の
乱
後
も
私
営
田
領
主
と
し
て
在
地
に
お
い
て
ぬ
き
が

た
い
力
を
持
っ
て
い
た
忠
常
の
子
孫
は
、
お
そ
ら
く
経
政
一
経

長
-
常
兼
と
三
代
の
う
ち
に
郡
司
と
し
て
王
朝
国
家
の
国
衙
機

構
内
部
に
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
職
を
獲
得
し
⑯
、

相
伝
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
積
秤
と
し
て
別
名
を
成
立

さ
せ
、
さ
ら
に
領
主
権
の
強
化
を
図
り
、
寄
進
に
よ
っ
て
御
厨

を
成
立
さ
せ
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
活
動
を

整
理
し
て
み
る
と
左
記
の
如
く
に
な
る
。

ω（2）

相
馬
郡
司
と
し
て
の
所
職
を
獲
得
し
郡
内
の
徴
税
責
任
者

と
な
っ
た
。
私
営
田
領
主
と
し
て
保
持
し
て
い
た
力
を
国

衙
側
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
た
面
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

徴
税
行
為
の
代
償
と
し
て
の
加
地
子
徴
収
権
の
獲
得
。

そ
の
公
権
を
利
用
し
布
施
・
墨
埼
両
郷
の
開
発
を
承
認
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
五
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平安末期における在地領主制の一形態

（3）（4）

れ
、
別
名
と
い
う
単
位
所
領
を
成
立
さ
せ
、
郡
司
職
と
併

せ
て
郷
司
職
を
手
中
に
し
た
。
こ
の
別
名
が
私
営
田
を
中

核
と
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

 
同
時
に
雑
公
事
免
除
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
別
名
内
の
人

の
支
配
を
公
認
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
勧
農
権
の
割
譲

と
と
も
に
在
地
領
主
制
の
成
立
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

 
学
内
の
各
地
に
置
か
れ
た
農
業
経
営
の
た
め
の
家
宅
と

そ
の
周
辺
の
土
地
は
本
宅
に
包
括
さ
れ
た
敷
地
と
し
て
所

有
さ
れ
、
こ
の
観
念
は
公
田
上
の
所
領
に
も
影
響
を
及
ぼ

し
、
支
配
を
強
化
・
拡
大
し
て
ゆ
く
手
段
と
さ
れ
た
。

 
大
治
五
年
の
副
進
文
書
目
録
を
み
る
と
㈹
、
別
名
と
な

っ
た
布
施
・
墨
埼
両
郷
は
す
で
に
御
厨
と
し
て
前
大
蔵
卿

な
る
人
物
が
領
知
し
て
い
た
。
別
名
を
寄
進
し
て
、
お
そ

ら
く
半
輸
の
荘
園
㈹
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
前
大

蔵
卿
は
領
家
に
相
応
す
る
位
置
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
寄
進
先
は
や
は
り
伊
勢
内
宮
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
。

 
大
治
五
年
、
布
施
・
露
寒
思
郷
は
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
㈲
、

改
め
て
布
施
郷
と
し
て
伊
勢
内
宮
に
寄
進
さ
れ
相
馬
御
厨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
六

 
 
が
成
立
し
、
千
葉
氏
は
「
加
地
子
井
下
司
職
」
を
留
保
し

 
 
た
の
で
あ
っ
た
。

 
以
上
の
如
く
千
葉
氏
は
私
領
布
施
郷
に
お
い
て
、
郷
司
職
を

御
厨
下
司
職
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
分
の
増
加
と
領

主
権
の
強
化
を
企
図
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
般
的
に
は
、

実
質
的
な
領
主
権
を
在
地
領
主
が
留
保
す
る
と
い
っ
て
も
、
被

寄
進
者
で
あ
る
権
門
は
単
な
る
上
分
を
受
領
す
る
の
で
は
な
く
、

国
衙
が
収
取
し
て
い
た
官
物
の
大
半
を
継
承
す
る
の
で
あ
り
、

被
寄
進
者
に
対
し
て
在
地
領
主
の
得
分
は
か
な
り
低
い
も
の
と

理
解
さ
れ
て
い
る
⑳
。
し
か
し
、
両
者
の
得
分
の
割
合
を
比
較

す
る
だ
け
で
は
意
味
が
な
い
。
寄
進
前
と
比
較
し
て
実
質
的
に

ど
の
く
ら
い
の
得
分
の
増
加
が
あ
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
千
葉
氏
の
場
合
そ
の
増
加
率
は
大
き
な
も
の
で
あ

り
、
権
門
に
比
し
て
も
得
分
が
少
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
郡
司
職
だ
け
を
保
持
し
て
い
た
時
、
郡
司
職
と

合
わ
せ
て
別
符
悪
習
職
を
保
持
し
て
い
た
時
、
さ
ら
に
寄
進
後

の
経
済
構
造
を
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と

」
な
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
経
済
構
造
を
左
記
の
表
に
整
理

し
て
み
た
。
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第11、・12合併号

相
 
 
馬
 
 
郡
 
 
司

◎
郡
内
全
体
に
対
す
る
徴
税
の
代

 
償
と
し
て
の
加
地
子
収
取
①

 
 
 
田
 
 
反
別
五
升

 
 
 
畠
 
 
反
別
二
～
三
升
、

◎
郡
内
の
一
部
分
の
雑
公
事
免

 
 
 
（
在
家
役
と
し
て
収
取
）

◎
屋
敷
・
垣
内
等
私
宅
と
し
て
の

 
 
 
土
地
、
（
公
田
を
含
ま
な
い
）

◎
郡
司
給
田

別
 
符
 
布
 
施
 
郷
 
司

H
［
▽
◎
（
布
施
郷
を
除
く
国
衙
領
）

相
馬
御
厨
下
司

H
［
▽
◎
（
御
厨
を
除
く
国
衙
領
）

◎
藤
蔓
全
体
に
対
す
る
徴
税
の
代
償
1
1

 
と
し
て
の
加
地
子
収
取

 
 
 
田
反
別
五
升
～
一
斗

 
 
 
畠
 
反
別
二
～
三
升

 
 
◎
郷
内
全
体
に
対
す
る
雑
公
事
免
 
1
1

 
 
 
 
 
（
在
家
役
と
し
て
収
取
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②

…
［
▽
○
山
内
諸
産
業
に
対
す
る
支
配
 
 
H

…
■
◎
郷
内
の
一
部
の
保
村
に
お
け
る
 
H

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③

 
 
 
加
地
子
収
取
（
領
主
名
に
相
当
）

H
［
▽
◎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H

1
1
［
▽
◎
（
布
施
郷
を
除
く
国
衙
領
）
 
 
H

…
［
▽
◎
郷
司
給
田
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④

 
 
 
（
新
補
地
頭
十
一
町
に
つ
き
一
町
）

公
田
官
物
⑥

 
 
田
 
 
反
別
三
斗
 
 
 
 
H

 
 
畠
 
 
反
別
一
斗
五
升

 
 
雑
公
事
 
 
 
 
 
 
 
H
↓凸
＠＠
（
布
施
郷
を
除
く
国
衙
領
）

［
▽
◎
年
貢
・
下
司
得
分

 
 
 
 
田
 
 
反
別
一
斗
五
升

 
 
 
 
畠
 
 
反
別
一
斗

 
 
 
（
保
司
村
司
の
得
分
を
含
む
）

 
 
 
 
 
 
 
 
⑤

昼
◎
（
一
部
本
所
領
家
へ
）

u｛レ

＠＠
乃■ ↓
＠＠ ＠

（
御
厨
を
除
く
国
衙
領
）

（
下
司
給
田
）

［
▽
◎
（
御
厨
を
除
く
国
衙
領
）

［
▽
◎
（
御
厨
を
除
く
国
衙
領
）

二
七
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二
八

本
所
領
家
得
分
⑦

 
 
田
 
反
別
 
一
斗
五
升

 
 
畠
反
別
 
五
升

土
産
品
と
し
て
各
種
産
物

 
 
（
在
家
役
収
取
の
一
部
）

平安末期における在地領主制の一形態

 
（
表
註
）

①
河
音
能
平
『
中
世
封
建
制
立
史
論
』
第
一
部
第
三
章
一
三
〇

 
～
一
三
二
頁

②
 
諸
産
業
に
対
す
る
支
配
は
領
内
居
住
民
に
対
す
る
人
的
支
配
と

 
し
て
実
現
さ
れ
、
在
家
役
の
対
象
と
し
て
把
握
さ
れ
た
。

 
戸
田
芳
実
「
国
衙
領
の
名
と
在
家
に
つ
い
て
」
 
（
『
中
世
社
会
の

 
基
本
構
造
』
）

 
 
五
味
文
彦
「
在
家
・
分
業
の
構
造
」
 
（
『
史
学
雑
誌
』
七
九
一

 
五
）

③
大
治
五
年
の
経
繁
の
寄
進
の
際
の
副
進
文
書
の
申
に
「
一
枚

 
布
瀬
院
内
保
村
田
畠
在
家
海
船
等
注
文
」
 
（
櫟
木
文
書
三
号
）
が

 
あ
る
。
田
畠
在
家
等
と
共
に
「
保
」
・
「
村
」
が
千
葉
氏
の
経
済

 
的
基
盤
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
千
葉
氏
は
保
司
・

 
村
内
を
支
配
し
、
給
田
・
免
在
家
を
割
り
当
て
て
い
た
と
考
え
る
。

 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
文
第
三
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
保

 
司
・
村
司
の
得
分
に
つ
い
て
は
一
音
氏
前
掲
書
が
詳
し
く
分
析
さ

 
れ
て
い
る
。

④
河
音
能
平
前
掲
書

⑤
櫟
木
文
書
（
『
市
川
市
史
第
五
巻
史
料
古
代
中
世
編
』
）

 
一
・
四
・
五
号

⑥
河
音
能
平
前
掲
書

 
坂
本
賞
三
「
公
田
官
物
率
法
の
成
立
」
 
（
『
律
令
国
家
と
貴
族
社

 
会
』
）

 
畠
地
子
に
つ
い
て
は
、
泉
谷
康
夫
「
奈
良
・
平
安
時
代
の
畠
制
度

 
」
 
（
『
史
林
』
四
五
i
五
）

⑦
⑤
に
同
じ

 
こ
の
表
に
み
る
よ
う
に
千
葉
氏
の
領
主
制
は
、
e
加
地
子
徴

収
、
口
在
家
役
賦
課
、
⇔
給
田
お
よ
び
私
宅
と
し
て
の
土
地
の

三
つ
を
柱
と
し
た
経
済
構
造
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
広
大
な
地
域
を
所
領
と
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
将
来
経

済
的
に
大
き
な
価
値
を
生
む
開
発
可
能
な
山
林
荒
野
を
含
む
こ

と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
東
国
に
多
く
み
ら
れ
る
馬
の
生
産
も

在
地
領
主
経
済
に
大
き
な
位
置
を
占
め
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
し
て
も
新
た
な
る
所
論
を
獲
得
す
る
に
従
っ
て
前
記
の
三
本
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第11・12合併号

の
柱
が
そ
れ
ぞ
れ
充
実
し
て
く
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し

か
も
千
葉
氏
の
得
分
は
権
門
に
比
し
て
決
し
て
低
い
も
の
で
は

な
い
こ
と
も
判
明
し
た
。
し
た
が
っ
て
在
地
領
主
の
所
領
寄
進

の
意
義
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
い
ま
一
つ
注
目
す
べ

き
こ
と
は
寄
進
に
際
し
て
そ
の
領
域
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
私
は
そ
こ
に
寄
進
行
為
の
も
う
一
つ
の
目
的

が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
い
ま
こ
の
点
に
つ
い
て
史
料
的
な
う
ら

づ
け
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
以
下
の
よ
う
な
仮
説
が
た
て
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
国
内
が
新
た
な
る
中
世
的
な
単
位
所
領
に
よ

っ
て
ほ
ぼ
分
割
さ
れ
つ
く
し
、
荒
廃
公
田
の
再
開
発
と
い
う
名

目
で
は
新
た
な
る
所
領
を
獲
得
で
き
な
く
な
っ
た
時
、
有
力
在

地
領
主
は
近
隣
の
中
小
在
地
領
主
の
所
領
な
ど
を
併
呑
し
た
形

で
寄
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
領
の
拡
大
を
企
図
し
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
寄
進
行
為

が
こ
の
よ
う
な
目
的
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
千
葉
氏
の
場
合
は
こ
の
仮
説
に
あ
て
は
ま
る
と
考
え
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
所
領
寄
進
に
よ
っ
て
郷
司
馬
を
荘
園
体
制
内

の
汚
職
に
置
き
換
え
た
千
葉
氏
に
と
っ
て
も
、
こ
の
地
で
、
一
円

排
他
的
な
支
配
を
実
現
さ
せ
る
道
は
い
ま
だ
迂
遠
で
あ
り
、
こ

れ
以
降
も
国
衙
（
目
代
）
と
の
闘
争
は
は
げ
し
さ
を
増
し
、

ら
に
荘
園
領
主
と
も
確
執
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

二

さ

 
大
治
五
年
六
月
経
繁
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
相
馬
郡
布
施
郷

は
、
同
年
十
二
月
国
司
薄
書
に
よ
り
相
馬
御
厨
と
し
て
認
可
さ

れ
た
鋤
。
そ
の
後
保
延
元
年
（
＝
三
五
）
下
司
職
は
常
胤
に

譲
与
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
翌
保
延
二
年
七
月
十
五
日
国
司
藤
原

親
通
在
任
の
時
、
経
繁
は
公
田
官
物
未
進
の
罪
に
よ
っ
て
そ
の

身
を
召
使
め
ら
れ
、
さ
ら
に
目
代
紀
季
経
に
よ
っ
て
相
馬
・
立

花
両
郷
の
新
券
を
作
ら
さ
れ
、
署
判
を
責
め
取
ら
れ
た
。
こ
う

し
て
相
馬
御
厨
下
司
職
は
千
葉
氏
の
手
か
ら
奪
わ
れ
ん
と
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
常
胤
は
未
進
分
の
官
物
を
勘
負
し
、

さ
ら
に
上
品
八
丈
絹
三
十
疋
以
下
の
莫
大
な
物
品
を
国
庫
に
進

済
し
て
、
久
安
二
年
（
＝
四
六
）
四
月
に
は
再
び
相
馬
郡
司

に
補
任
さ
れ
、
相
馬
御
厨
下
司
職
に
つ
い
て
は
そ
の
地
位
を
確

保
す
る
こ
と
が
で
き
た
働
。
こ
の
事
件
に
関
し
て
通
説
で
は
当

時
の
在
地
領
主
が
受
領
一
目
代
勢
力
と
の
抗
争
に
お
い
て
は
き

わ
め
て
劣
勢
で
あ
り
、
領
主
権
の
限
界
を
示
す
も
の
と
評
価
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
九
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れ
て
い
る
㈲
。
し
か
し
、
前
述
b
た
よ
う
に
私
営
田
領
主
の
段

階
か
ら
郡
司
と
し
て
の
地
位
”
所
説
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
譲
与

（
相
伝
）
し
、
あ
わ
せ
て
別
名
の
郷
司
職
を
手
中
に
し
、
さ
ら

に
寄
進
に
よ
っ
て
そ
れ
を
荘
園
体
制
内
の
所
職
に
置
き
換
え
て

く
る
過
程
は
ま
さ
し
く
領
主
権
強
化
の
一
定
の
前
進
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
在
地
領
主
の
脆
弱
性
を
の
み
強
調
す
る
こ
と
は
一

面
的
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
こ
の
事
は
，

目
代
と
在
地
領
主
の
対
立
の
は
げ
し
さ
、
在
地
領
主
の
政
治
的

な
限
界
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
時
国
庫
に
進
済

し
た
物
品
の
額
を
見
る
と
千
葉
氏
の
経
済
力
が
当
時
の
在
地
領

主
と
し
て
は
け
た
は
ず
れ
の
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
こ

の
経
済
力
を
考
慮
せ
ず
に
目
代
と
の
優
劣
を
論
ず
る
こ
と
は
、

当
時
の
豪
族
的
領
主
の
実
体
を
把
握
す
る
上
で
か
え
っ
て
障
害

と
な
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
場
合
は
国
衙
領
内
の
公
田
官
物
の
未

進
と
い
う
義
務
の
不
履
行
が
あ
っ
た
た
め
に
、
加
地
子
徴
収
権

に
代
表
さ
れ
る
権
利
”
所
職
を
剥
脱
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
国
司

一
目
代
は
こ
の
機
に
乗
じ
て
郡
司
職
・
郷
司
職
を
前
提
と
す
る

御
厨
下
司
職
を
個
人
財
産
と
し
て
横
領
し
よ
う
と
企
て
た
の
で

あ
り
、
御
厨
そ
の
も
の
を
停
廃
さ
せ
る
に
た
る
法
的
根
拠
は
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
〇

か
っ
た
。
た
し
か
に
御
厨
下
司
職
が
郡
・
郷
司
職
を
前
提
と
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
国
司
側
の
優
勢
を
物
語
る
も
の

で
あ
る
が
、
，
一
旦
未
進
の
官
物
を
納
入
し
、
郡
司
職
再
補
任
の

為
の
莫
大
な
物
品
を
進
済
す
れ
ば
、
も
は
や
合
法
的
に
下
司
職

を
奪
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
忠
常
が
国
衙
の
法
外
な
収

奪
に
対
し
て
、
叛
乱
に
よ
っ
て
そ
れ
を
忌
避
し
よ
う
と
し
た
の

と
比
較
し
て
、
常
胤
は
未
進
官
物
の
納
入
に
よ
っ
て
平
和
的
に

解
決
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
事
は
彼
が
政
治
的
感
覚
に
お
い
て

も
、
忠
常
よ
り
も
大
き
く
成
長
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

武
士
団
の
編
成
と
い
う
面
に
お
い
て
も
忠
常
の
時
と
比
較
し
て

大
き
な
成
長
を
遂
げ
て
い
た
千
葉
氏
に
と
っ
て
、
武
力
に
よ
っ

て
受
領
i
目
代
勢
力
を
排
除
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
ろ

う
㈱
。
し
か
し
私
営
田
領
主
の
段
階
で
も
、
在
地
領
主
化
し
た

段
階
で
も
単
独
で
武
装
蜂
起
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
経
済
基
盤

の
破
壊
を
招
く
こ
と
に
変
り
な
い
の
で
あ
り
、
忠
常
の
子
孫
で

あ
る
千
葉
氏
が
そ
れ
を
認
識
で
き
な
い
は
ず
が
な
い
。
一
方
受

領
側
も
千
葉
氏
を
そ
こ
ま
で
追
い
こ
む
こ
と
が
利
益
に
な
ら
な

い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
そ
れ
が
院
政
期

の
荘
園
整
理
政
策
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
忠
常
の
乱

一一
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後
と
同
様
の
荒
廃
を
く
り
返
す
こ
と
は
財
政
的
に
大
き
な
損
失

を
招
く
だ
け
で
あ
る
。
忠
常
の
乱
後
金
の
子
息
・
郎
党
を
追
討

し
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
に
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
無
糖
の
復
興
に
は
彼
等
の
持
つ
再
生
産
能

力
が
必
要
で
あ
り
、
当
時
の
政
治
情
勢
で
は
そ
れ
に
依
存
せ
ぎ

る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
千
葉
氏
が
私
営
田
領
主
の
時

代
よ
り
培
っ
て
き
た
経
済
力
と
武
士
団
と
し
て
の
実
力
が
、
表

面
に
は
現
わ
れ
な
い
が
、
一
定
の
働
き
を
し
て
い
た
こ
と
を
考

慮
に
入
れ
る
こ
と
な
し
に
、
受
領
-
目
代
勢
力
と
の
優
劣
を
論

ず
る
こ
と
が
一
面
的
に
偏
す
る
こ
と
は
以
上
の
こ
と
よ
り
明
ら

か
で
あ
る
。
か
よ
う
な
未
期
社
会
に
お
い
て
は
広
汎
な
武
力
抗

争
に
発
展
す
る
危
機
を
所
々
に
胎
み
な
が
ら
、
わ
ず
か
に
均
衡

を
保
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
に
あ
る
の
が
常
で
あ
る
。
当
時
に

お
い
て
そ
の
均
衡
を
保
っ
て
い
た
の
は
、
在
地
領
主
が
概
し
て

高
度
に
み
が
か
れ
た
政
治
感
覚
を
持
た
ず
、
彼
等
が
い
ま
だ
同

一
階
級
で
あ
る
と
い
う
自
覚
も
な
く
、
よ
っ
て
権
力
と
し
て
組

織
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

 
さ
て
、
相
馬
御
厨
が
受
領
一
目
代
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
ん
と
し

て
い
た
康
治
二
年
（
＝
四
三
）
、
一
方
で
は
源
義
朝
が
常
晴

の
男
常
澄
の
浮
言
に
よ
っ
て
、
常
重
の
手
よ
り
相
馬
郡
に
関
す

る
圧
状
を
責
め
取
り
、
天
養
二
年
（
＝
四
五
）
三
月
同
じ
く

伊
勢
内
宮
に
寄
進
し
て
い
る
㈲
。
通
説
で
は
、
こ
れ
以
後
御
厨

下
司
職
を
め
ぐ
り
常
胤
・
義
朝
が
競
合
関
係
に
あ
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
㈲
。
し
か
し
両
者
が
こ
れ
以
降
相
論
を
行
な
っ
た
と
い

う
史
料
は
一
つ
も
な
く
、
久
安
二
年
（
一
一
四
六
）
八
月
十
日

の
常
胤
の
再
寄
進
以
前
に
は
義
朝
は
御
厨
か
ら
手
を
ひ
い
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
物
語
る
文
書
が
何
通
か

残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
て
み

よ
う
。

 
①
 
久
安
二
年
八
月
十
日
 
平
常
胤
寄
進
状
写

 
 
前
略
；
源
義
朝
動
眼
件
常
時
常
澄
之
浮
言
、
自
常
重
之
手
、

 
 
康
治
二
年
錐
臼
取
圧
状
賦
払
、
恐
神
威
、
永
可
為
太
神
宮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③

 
 
御
厨
之
由
、
天
養
二
年
令
進
避
文
之
上
、
常
胤
以
上
品
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤

 
 
丈
絹
参
拾
疋
一
中
略
一
難
県
単
於
国
庫
、
以
常
胤
為
相
馬

 
 
郡
司
、
可
令
如
知
行
主
務
旦
夕
、
去
四
月
之
比
国
判
早
畢
、

 
 
i
後
略
1

 
②
永
暦
二
年
二
月
二
十
七
日
平
常
胤
解
写

 
 
前
略
-
前
下
野
三
三
朝
臣
義
朝
存
日
、
就
難
件
常
晴
男
常

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
」
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澄
之
浮
言
、
誉
志
重
之
手
、
康
治
二
年
錐
責
取
圧
状
之
文
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧

恐
神
威
永
聡
悟
太
神
宮
御
厨
之
由
、
天
養
二
年
重
又
令
進

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪

 
別
寄
文
之
上
、
国
司
以
常
胤
可
令
知
行
郡
務
之
旨
、
久
安

 
二
年
四
月
書
判
馬
革
者
、
同
年
八
月
重
商
港
四
至
、
令
附

 
属
仮
名
荒
木
田
正
富
之
間
、
1
後
略
一

⑧
 
永
暦
二
年
四
月
一
日
 
平
常
胤
申
状
写

 
前
略
-
前
下
野
守
源
義
朝
存
生
零
時
、
潮
干
上
総
介
常
晴

 
丁
幾
澄
之
浮
言
、
自
運
重
之
手
、
三
三
責
取
圧
状
之
文
候
、

 
 
 
 
 
④
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
自
神
宮
御
守
発
候
之
日
、
永
可
為
太
神
宮
御
厨
之
由
、
被

 
 
 
＠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤

令
進
三
文
候
三
者
、
其
時
国
司
以
常
胤
可
令
知
行
郡
務
之

由
、
所
被
与
判
候
也
、
然
而
猶
義
朝
謀
叛
之
故
、
自
国
衙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＠

被
没
収
候
畢
、
錐
然
非
彼
朝
臣
所
知
三
三
、
証
文
顕
然
候

之
上
、
一
後
略
-

注
 
文
書
は
全
て
櫟
木
文
書
『
市
川
市
史
第
五
巻
』

 
三
通
の
文
書
は
い
ず
れ
も
千
葉
常
胤
が
差
出
者
と
な
っ
て
い

る
が
、
内
容
に
少
し
つ
つ
相
違
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
＠
・
③
・

 

＠
の
部
分
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
 
「
避
文
」
も
「
寄
文
」
も
共

に
権
利
の
譲
渡
に
関
す
る
文
書
に
は
ち
が
い
な
く
、
通
説
で
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
二

こ
れ
ら
が
同
一
事
項
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
 
 
 
 

し
、
後
に
続
く
部
分
⑤
・
⑤
・
⑤
と
の
文
意
の
連
繋
と
い
う
点

か
ら
み
る
と
「
寄
文
」
で
は
一
貫
性
が
乏
し
い
。
す
な
わ
ち
義

朝
の
寄
進
行
為
と
常
胤
の
郡
務
知
行
の
認
可
と
い
う
二
つ
の
事

柄
が
因
果
関
係
に
あ
る
と
い
う
解
釈
に
な
り
、
不
自
然
き
わ
ま

り
な
い
。
そ
の
こ
と
は
天
養
二
年
の
義
朝
の
寄
進
状
と
思
わ
れ

て
い
る
文
書
の
内
容
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
義
朝

は
下
司
職
を
子
子
孫
孫
に
留
保
す
る
と
い
う
条
件
で
寄
進
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
常
胤
の
郡
務
知
行
、
す
な
わ
ち
下
司
職
確
認

と
い
う
事
柄
と
は
相
反
す
る
内
容
で
あ
る
。
逆
に
常
胤
の
郡
務

知
行
の
確
認
と
い
う
事
実
か
ら
考
え
る
と
、
義
朝
が
相
馬
御
厨

下
司
職
に
関
す
る
「
避
文
」
を
常
胤
に
与
え
た
結
果
と
見
る
の

が
自
然
で
あ
る
。
し
か
も
相
馬
御
厨
が
義
朝
の
所
知
で
は
な
い

旨
を
記
し
た
文
書
が
存
在
し
た
こ
と
は
◎
の
部
分
よ
り
明
ら
か

で
あ
り
、
こ
の
文
書
が
義
朝
の
「
避
文
」
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

と
す
れ
ば
、
康
治
二
年
に
常
重
よ
り
圧
状
を
責
め
取
っ
た
義
朝

は
、
天
養
二
年
「
寄
文
」
を
差
出
し
御
厨
下
司
職
を
望
ん
だ
が
、

間
も
な
く
「
避
文
」
を
進
め
下
司
職
を
常
胤
に
返
付
し
た
と
解

釈
で
き
よ
う
。
ま
た
天
養
元
年
に
同
じ
伊
勢
神
宮
領
で
あ
る
相
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挙
国
大
庭
御
厨
に
お
い
て
も
、
武
力
を
も
っ
て
押
妨
を
企
て
た

義
朝
は
、
翌
二
年
三
月
太
神
宮
祭
主
に
よ
っ
て
太
政
官
に
訴
え

ら
れ
、
宣
旨
を
以
っ
て
押
妨
を
停
止
さ
れ
て
い
る
。
③
の
＠
は

こ
の
事
件
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま

た
義
朝
の
寄
進
が
認
可
さ
れ
下
司
職
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
を
裏

付
け
る
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
義
朝
が
関
東
で
活

動
し
て
い
た
期
間
が
わ
ず
か
数
年
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
安

田
元
久
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
㈱
、
後

述
す
る
ご
と
く
の
在
地
支
配
の
様
態
を
考
え
れ
ば
常
胤
ら
を
排

斥
し
て
の
支
配
は
至
難
の
業
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
後
の
源
義

宗
の
寄
進
状
㈱
に
よ
れ
ば
「
停
止
、
常
澄
常
胤
等
之
妨
」
と
あ
り
、

常
澄
も
相
馬
御
厨
に
お
い
て
何
ら
か
の
権
利
（
お
そ
ら
く
保
司

職
・
村
当
職
な
ど
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
 
「
常

澄
之
浮
言
」
に
よ
っ
て
義
朝
が
行
動
し
た
こ
と
か
ら
推
論
す
る

と
、
父
常
晴
か
ら
相
馬
郡
の
私
領
の
全
て
を
譲
与
さ
れ
な
か
っ

た
常
澄
は
一
級
下
の
領
主
権
保
持
者
と
し
て
常
重
・
常
胤
の
郡

司
職
・
郷
司
職
・
下
司
職
を
望
ん
で
争
い
と
な
り
、
両
者
の
調

停
者
と
し
て
義
朝
が
登
場
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
調
停
が

成
功
し
、
両
者
に
対
し
て
棟
梁
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
義

朝
は
、
本
来
の
目
的
を
遂
げ
て
引
き
さ
が
っ
た
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
ろ
う
。
常
胤
の
久
安
二
年
の
寄
進
状
に
あ
る
御
厨
の

四
至
は
義
朝
の
そ
れ
を
含
め
て
、
以
前
の
も
の
よ
り
拡
大
さ
れ

相
馬
郡
の
大
半
を
占
め
る
ま
で
に
な
っ
た
㈲
。
こ
れ
を
み
て
も

常
胤
に
と
っ
て
義
朝
の
登
場
が
彼
の
権
利
を
何
ら
否
定
す
べ
き

も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
判
る
。
前
掲
三
通
の
文
書
に
お
い

て
多
少
文
言
に
違
い
が
あ
る
の
は
、
義
朝
の
中
央
に
お
け
る
政

治
的
位
地
の
変
動
等
に
よ
る
と
こ
ろ
が
そ
の
因
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
義
朝
と
常
胤
が
相
馬
御
厨
を
め
ぐ
っ
て
対
立
関

係
に
あ
っ
た
と
す
る
説
は
以
上
の
こ
と
よ
り
否
定
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
私
は
、
義
朝
と
い
う
棟
梁
を
中
心
に
在
地
領
主
が
結
…

脱
す
る
場
が
存
在
し
た
こ
と
に
意
義
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
源
氏
の
棟
梁
と
坂
東
平
氏
の
結
び
つ
き
は
、
頼
信
i

忠
常
以
来
、
前
九
年
・
後
三
年
の
役
を
通
し
て
深
め
ら
れ
て
は

い
た
が
㈲
、
こ
れ
ら
の
結
び
つ
き
は
「
天
下
第
一
武
勇
之
士
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
「
兵
」
と
し
て
の
名
声
と
権
威
の
下
に
お

け
る
人
格
的
な
結
合
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
常
胤
・
常
澄
等
の

義
朝
へ
の
結
び
つ
き
は
、
在
地
領
主
が
自
己
の
利
害
を
代
表
さ

せ
る
権
威
と
し
て
で
あ
り
、
そ
こ
に
大
き
な
飛
躍
が
み
ら
れ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
三

一182一



平安末期における在地領主制の一形態

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
結
集
は
保
元
・
平
治
の
乱
、
治
承
・

寿
永
の
内
乱
で
成
長
し
、
鎌
倉
幕
府
創
設
と
し
て
結
実
し
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。

 
常
胤
は
常
澄
の
子
広
常
と
と
も
に
保
元
の
合
戦
に
義
朝
の

「
宗
と
の
兵
」
 
「
年
来
の
郎
従
」
と
し
て
参
加
し
て
お
り
㈱
、
，

し
ば
ら
く
は
在
地
に
お
け
る
支
配
も
安
定
し
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
義
朝
の
「
郎
従
」
と
な
っ
た
常
胤
は
、
平
治
の
乱

で
義
朝
が
敗
北
し
た
後
、
ま
た
も
大
き
な
危
機
に
直
面
せ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
前
掲
③
の
文
書
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
相
馬

「
御
厨
は
謀
叛
人
義
朝
の
所
領
と
し
て
国
衙
に
収
公
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
年
月
は
明
ら
か
で
鳳
な
い
が
お
そ
ら
く

永
暦
元
年
（
＝
六
〇
）
十
二
月
以
前
で
あ
ろ
う
㈱
。
そ
し
て

こ
の
機
に
乗
じ
て
、
永
暦
二
年
一
月
源
義
宗
な
る
人
物
が
、
久

安
二
年
四
月
常
胤
の
未
進
官
物
の
納
入
に
よ
り
破
棄
さ
れ
た
は

ず
の
相
馬
御
厨
に
関
す
る
新
券
を
、
下
総
前
司
藤
原
親
通
の
二

男
親
玉
か
ら
「
匝
瑳
北
条
之
由
緒
」
に
よ
り
譲
与
さ
れ
た
と
号

し
、
謀
叛
人
義
朝
の
年
来
の
郎
従
で
あ
る
常
胤
・
常
澄
は
「
凡

不
可
在
王
土
唐
言
」
と
い
う
論
理
を
も
っ
て
、
内
宮
領
で
あ
っ

た
御
厨
を
、
改
め
て
内
外
二
宮
領
と
し
て
寄
進
状
を
提
出
し
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
四

御
厨
無
職
を
望
ん
だ
の
で
あ
う
た
㈲
。
一
方
常
胤
も
同
じ
く
永

暦
二
年
二
月
二
十
七
日
、
御
厨
相
伝
の
経
緯
を
述
べ
、
、
義
宗
と

同
様
に
内
外
二
宮
へ
と
寄
進
の
更
改
を
申
請
し
、
そ
れ
を
認
可

さ
れ
て
い
る
㈱
。
ま
た
国
衙
の
収
公
に
対
し
て
も
、
国
守
に
奉

免
さ
れ
ん
こ
と
を
歎
願
し
、
在
庁
に
よ
っ
て
現
地
を
実
検
さ
せ
、

そ
の
後
裁
定
が
遅
延
し
て
い
る
と
み
る
と
、
右
大
臣
に
働
き
か

け
神
宮
の
祭
主
に
沙
汰
を
計
ら
う
よ
う
命
じ
さ
せ
る
ま
で
に
こ

ぎ
つ
け
た
㈱
。
こ
の
時
常
胤
は
下
総
権
介
と
な
っ
て
お
り
、
か

な
り
の
政
治
力
を
発
揮
し
た
よ
う
で
あ
る
㈲
。
と
こ
ろ
が
五
年

後
の
永
万
二
年
六
月
三
日
、
義
宗
は
さ
ら
に
神
宮
上
分
料
・
口

入
料
と
も
増
加
し
て
再
び
寄
進
を
申
請
し
た
㈱
。
そ
の
時
、
口

入
料
と
し
て
外
宮
祢
宣
渡
会
彦
章
に
納
め
る
四
丈
白
布
百
四
十

反
に
は
「
顕
盛
神
主
斜
文
、
為
令
沙
汰
取
」
と
し
て
の
分
が
含

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
顕
盛
神
主
と
は
大
治
五
年
経
回
の

寄
進
の
際
の
口
入
神
主
で
あ
っ
た
内
宮
権
馬
溜
荒
木
田
延
明
の

子
で
あ
り
、
口
入
職
（
預
所
職
）
を
父
か
ら
譲
与
さ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
㈱
。
荒
木
田
黒
影
は
同
年
六
月
感
文
を
作
成
し
、

口
入
職
を
渡
会
彦
章
に
譲
渡
し
㈲
、
さ
ら
に
翌
仁
安
二
年
六
月

和
与
状
を
作
成
し
、
調
度
文
書
公
験
等
を
彦
章
に
渡
し
た
㈹
。
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こ
う
し
て
義
宗
の
工
作
は
効
を
奏
し
て
、
御
厨
の
支
配
権
を
全

面
的
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
千
葉
氏
は
相
馬
御

厨
下
司
職
を
完
全
に
失
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
源
義
宗
な
る

人
物
は
西
岡
虎
之
助
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
常
陸
郡
下
七
二
に

君
臨
す
る
、
源
義
光
流
佐
竹
昌
義
の
子
三
郎
義
宗
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
㈲
。
ま
た
尾
羽
沢
淑
子
氏
は
義
宗
と
鳥
羽

院
政
と
の
関
係
、
お
よ
び
院
を
媒
介
と
し
た
藤
原
親
通
-
紀
季

経
の
関
係
を
考
証
さ
れ
た
㈱
。
ま
た
常
陸
佐
竹
氏
は
平
氏
政
権

と
も
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
㈲
。

 
義
朝
と
の
関
係
で
一
時
は
安
定
し
て
い
た
常
胤
の
支
配
権
は

以
上
の
如
く
、
源
義
宗
の
登
場
に
よ
っ
て
完
全
に
否
定
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
院
政
お
よ
び
平
氏
政
権
を
背
景
と
し
た
義
宗
は
、

無
効
で
あ
る
は
ず
の
親
通
の
親
券
に
よ
り
自
己
の
権
利
を
主
張

し
、
常
胤
・
常
澄
が
謀
叛
人
義
朝
の
郎
従
で
あ
る
こ
と
を
口
実

に
、
贈
賄
に
も
等
し
い
方
法
で
御
厨
預
血
を
獲
得
し
た
の
で
あ

っ
こ
⑭
。

 
ナ

 
常
胤
と
佐
竹
義
宗
の
相
馬
御
厨
を
め
ぐ
る
抗
争
は
、
不
法
で

あ
る
義
宗
が
大
き
な
政
治
的
背
景
を
持
つ
が
ゆ
え
に
勝
利
を
納

め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
武
士
階
級
で
あ
り
な
が
ら
政

権
を
握
っ
た
平
氏
政
権
（
伊
勢
平
氏
）
が
在
地
領
主
鐸
武
士
に

と
っ
て
、
摂
関
政
治
・
院
政
の
延
長
上
に
あ
る
一
個
の
権
門
と

し
て
し
か
作
用
し
な
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
在
地
領
主
の
地

位
口
所
職
を
法
的
に
保
障
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
在
地
領

主
相
互
間
の
粉
争
に
対
し
て
、
独
自
の
法
的
権
力
を
持
っ
て
調

停
あ
る
い
は
裁
決
し
得
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
如
実
に
示
し

て
い
る
。
長
い
年
月
を
費
し
て
在
地
領
主
が
築
い
て
き
た
所
領

に
対
す
る
権
利
と
し
て
の
所
職
は
、
い
ま
だ
権
力
体
制
に
よ
っ

て
保
障
さ
れ
て
お
ら
ず
、
在
地
領
主
層
が
求
め
て
い
た
も
の
は
、

第
一
に
こ
の
権
力
体
制
で
あ
っ
た
。

三

 
治
承
四
年
（
一
一
八
○
）
下
総
国
府
で
頼
朝
に
参
会
し
た
千

葉
介
常
胤
は
三
百
騎
に
の
ぼ
る
軍
勢
を
従
え
て
い
た
㈲
。
こ
の

常
胤
の
率
い
た
武
士
団
は
い
か
な
る
階
層
を
基
盤
に
形
成
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
節
で
は
そ
れ
を
中
世
的
郡
正
応
の
成

立
と
そ
の
結
果
あ
ら
わ
れ
た
中
世
的
所
領
の
内
部
を
構
成
す
る

郷
・
村
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
。
あ
わ
せ
て
豪
族

的
領
主
の
存
在
形
態
・
支
配
の
様
態
を
よ
り
具
体
的
に
し
よ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
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と
思
う
。

 
中
世
的
郡
郷
制
の
研
究
に
お
い
て
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
は
、

松
岡
久
人
氏
の
研
究
が
あ
る
㈹
。
氏
は
郡
内
徴
税
単
位
の
分
担

に
よ
っ
て
、
郷
が
国
衙
に
直
結
す
る
よ
う
に
な
り
国
衙
に
対
し

て
郡
と
対
等
な
存
在
に
な
る
こ
と
を
論
証
さ
れ
た
。
ま
た
、
大

山
喬
平
氏
は
別
名
の
成
立
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
郡
分
割
7
一
新

郷
の
成
立
は
、
国
衙
よ
り
勧
農
艶
言
を
分
譲
さ
れ
た
在
地
土
豪

等
に
よ
る
開
発
の
進
行
、
す
な
わ
ち
在
地
領
主
制
の
形
成
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
㈲
。
さ
ら
に
、
別

名
が
国
衙
に
直
結
す
る
所
領
と
し
て
公
認
さ
れ
た
こ
と
が
契
機

と
な
り
、
公
田
地
域
の
郡
郷
も
中
世
的
な
所
領
に
転
化
し
て
く

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
㈹
。
鎌
倉
幕
府
の
基
盤
に
な
っ
た

東
国
在
地
領
主
の
解
明
と
い
う
観
点
か
ら
、
小
山
靖
憲
氏
は
上

野
国
新
田
氏
㈲
、
高
田
実
氏
は
常
陸
国
大
嫁
氏
の
領
主
制
成
立

・
展
開
の
過
程
を
中
世
的
郡
郷
制
と
の
関
連
の
中
で
具
体
的
に

究
明
さ
れ
た
㈲
。
そ
の
後
、
ζ
の
様
に
し
て
成
立
し
た
中
世
的

郡
郷
お
よ
び
荘
園
と
そ
の
内
部
を
構
成
す
る
郷
・
村
と
は
い
か

な
る
関
係
を
有
す
る
か
が
注
目
さ
れ
北
爪
真
佐
夫
・
福
田
豊
彦

氏
が
こ
の
問
題
と
と
り
組
ん
で
い
る
6
0
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
中
世

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
六

的
三
郷
が
開
発
領
主
権
お
よ
び
徴
税
請
負
の
単
位
所
領
と
し
て

把
握
さ
れ
、
農
民
に
対
し
て
郡
司
・
郷
司
・
別
符
司
な
ど
の
公

権
を
も
っ
て
の
ぞ
む
と
い
う
性
格
か
ら
職
と
の
関
連
が
問
題
と

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
國
、
各
所
領
の
定
公
田
を
通
じ
て
支
配
体

制
の
一
端
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
か
ら
、
公
田
体
制
と
い
う
概

念
の
中
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
・

 
こ
れ
ら
の
業
績
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
千
葉
氏
の
場
合
を
考
察

し
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
上
総
・
下
総
に
お
い
て
は
治

承
・
寿
永
の
内
乱
以
前
に
武
士
団
統
合
が
進
ん
で
い
た
こ
と
は
、

保
元
物
語
に
よ
っ
て
周
知
の
と
う
り
で
あ
る
。
千
葉
氏
の
場
合

そ
の
様
態
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
史
料
は
存
在
し
な
い
の
で

あ
る
が
、
同
族
で
あ
る
上
総
氏
の
場
合
を
例
に
と
っ
て
考
察
し

て
み
よ
う
。

 
④
 
下
総
国
印
東
荘
郷
司
・
村
司
交
名

 
 
 
 
 
 
函
東
御
庄
郷
司
・
村
司
交
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

 
 
 
 
 
 
 
一
篠
塚
調
道
清

 
 
 
 
 
 
 
 
一
帯
藤
原
行
宗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
文
屋
頼
里
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崎
苅
田
重
益

平
重
用

一
中
沢
苅
田
弘
益

柄
藤
原
則
北

房
田
平

「
代
苅
田
三
綱

「
中
臣
忠
兼

七

一
石
橋
苅
田
成
家

不
上
藤
原
弘
里

諺
橋
朝
原
清
里

一
大
手
谷
中
臣
忠
謹

一
平
重
吉

成
方

⑤
 
平
常
澄

 
前
権
本
望
常
澄
解
 
申
請
印
東
御
庄
 
本
家
重
々
事

 
 
請
被
殊
任
解
状
理
、
御
裁
許
渠
箇
条
事
子
細
状

 
 
-
中
略
1

右
、
謹
検
案
内
、
聖
書
黒
馬
者
、
一
件
沙
汰
人
等
過
、

何
□
者
、
預
所
定
隆
令
申
留
之
由
云
々
、
依
之
沙
汰
人

等
迄
工
-
今
令
遅
引
歎
、
全
非
遁
避
三
思
、
然
者
於
干
今

者
、
任
御
下
□
状
、
加
催
可
令
引
回
已
、
申
付
公
文
忠

兼
畢
、
早
可
致
沙
汰
□
、

一
可
被
御
裁
定
加
徴
事

右
、
謹
検
案
内
、
件
加
徴
年
来
之
間
、
常
澄
於
地
主
致

沙
汰
、
不
被
回
収
公
、
一
一
公
之
時
、
皆
地
主
得
分
也

而
三
三
勾
当
定
書
一

1
後
欠

註

文
書
は
二
通
と
も
醍
醐
寺
本
醍
醐
雑
事
記
七
三
文
書
『
市
川

市
史
第
五
巻
』

 
こ
の
史
料
は
す
で
に
北
爪
真
佐
夫
、
相
田
裕
昭
氏
に
よ
っ
て

分
析
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
㈱
、
上
総
氏
の
所
領
支
配
の
様
態

お
よ
び
武
士
団
編
成
を
知
る
上
で
好
個
の
史
料
で
あ
り
、
同
族

で
あ
る
千
葉
氏
の
場
合
も
大
差
な
い
も
の
と
考
え
う
る
の
で
、

こ
こ
で
再
び
検
討
し
て
み
よ
う
。
⑤
に
み
え
る
平
常
澄
と
は
相

馬
御
厨
で
常
胤
と
相
論
を
起
し
た
人
物
で
あ
り
、
上
総
介
広
常

の
父
で
あ
る
㈹
。
常
澄
は
印
東
荘
に
お
い
て
、
⑤
に
み
ら
れ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
七
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ご
と
く
下
司
と
し
て
公
文
・
沙
汰
人
等
を
従
え
て
荘
務
を
勤
め

て
い
た
。
公
文
・
沙
汰
人
と
は
④
に
あ
る
郷
司
・
村
司
に
あ
た

る
も
の
で
あ
り
、
⑤
の
公
文
忠
興
と
④
の
中
臣
忠
兼
は
同
一
人

物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
「
常
澄
と
こ
れ
ら
郷
司
・
村
司
と
の

関
係
は
、
十
世
紀
以
降
の
政
治
過
程
の
中
で
形
成
さ
れ
た
結
合

を
土
台
と
し
て
、
在
地
領
主
の
階
級
的
結
集
を
は
か
り
、
そ
れ

を
保
障
す
る
た
め
の
権
力
機
構
を
形
成
さ
せ
る
前
史
を
予
想
さ

せ
る
も
の
で
あ
り
、
常
澄
の
よ
う
な
在
地
領
主
が
地
主
職
（
下

司
職
）
を
お
び
て
い
な
が
ら
、
現
実
に
こ
れ
を
保
障
し
て
い
る

も
の
は
、
か
か
る
結
…
合
を
基
礎
に
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
で
あ
り
、

さ
ら
に
か
か
る
結
合
が
一
定
の
軍
事
力
編
成
を
可
能
に
し
た
こ

と
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
北
爪
氏
の
見
解

は
ま
さ
に
卓
見
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
私
も
ほ
ぼ
全
面

的
に
こ
の
意
見
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
相
田
氏
の
分
析
に

よ
れ
ば
、
④
に
お
い
て
苅
田
姓
を
持
つ
珍
名
に
つ
い
て
は
、
郡

司
判
官
代
を
つ
と
め
た
一
族
で
古
く
か
ら
の
在
地
土
豪
で
あ
り
、

中
臣
姓
を
持
2
一
名
は
香
取
神
宮
の
神
官
組
織
を
形
成
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。
藤
原
氏
を
氏
長
者
と
す
る
香
取
神
宮

の
勢
力
が
近
隣
地
帯
に
伸
び
て
い
た
こ
と
は
、
当
然
予
想
さ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
八

る
も
の
で
あ
り
、
中
臣
忠
兼
は
公
文
と
し
て
常
澄
に
次
ぐ
存
在

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
分
析
を
す
す
め
て
み
よ
う
。
藤
原
・
文
屋

等
の
姓
を
持
つ
も
の
は
国
司
の
一
族
が
土
着
し
て
在
地
土
豪
化

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
相
田
氏
は
平
姓
を
持
つ
も
の
は
常
澄
の

一
族
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
 
『
神
代
本
千
葉
系

図
』
に
は
常
澄
の
子
と
し
て
印
東
二
郎
身
重
を
の
せ
て
お
り
、

や
は
り
一
族
あ
る
い
は
ご
く
近
い
同
族
と
考
え
る
方
が
自
然
で

あ
ろ
う
。
印
東
荘
に
は
こ
こ
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
多
く
の
郷

司
・
村
司
が
存
在
し
た
が
、
彼
等
が
立
荘
以
前
か
ら
の
中
小
開

発
領
主
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
彼
等
は
十
世
紀
以
降
良
文

流
の
諸
氏
が
持
っ
て
い
た
散
在
す
る
私
営
田
内
で
成
長
し
、
立

荘
以
前
よ
り
常
澄
の
下
に
結
集
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
辺
境

で
は
彼
等
の
よ
う
な
中
小
開
発
領
主
は
直
接
に
権
門
に
結
び
つ

い
た
り
、
．
あ
る
い
は
彼
等
の
所
領
が
単
独
で
国
衙
の
徴
税
単
位

と
な
り
得
る
よ
う
な
政
治
的
条
件
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
常
澄

が
寄
進
。
立
荘
し
た
後
、
彼
等
の
経
営
単
位
は
郷
司
・
村
司
と

し
て
置
き
換
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
彼
等
が
郷
中
職
・

郡
司
職
を
持
つ
と
い
っ
て
も
そ
の
地
位
1
1
所
職
が
荘
園
内
忙
お

け
る
職
の
体
系
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
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一
面
的
で
あ
る
。
印
東
荘
に
お
い
て
彼
等
を
実
質
的
に
支
配
し

て
い
た
の
は
、
預
所
で
は
な
く
下
司
で
あ
る
常
澄
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
は
⑤
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
り
、
彼
等
の
地
位
を
保
障

し
て
い
た
の
は
常
澄
と
の
結
合
、
す
な
わ
ち
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
で

あ
っ
た
。
よ
っ
て
両
者
の
結
合
は
い
わ
ば
相
互
完
補
的
な
要
素

を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
立
荘
以
前
に
お
い
て
は
国
衙
か

ら
、
立
雨
後
に
は
預
所
等
を
通
じ
て
支
配
強
化
を
志
向
す
る
荘

園
領
主
よ
り
の
圧
力
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
の
結
合
は
彼
等
申

小
在
地
領
主
に
と
っ
て
そ
の
地
位
と
権
利
を
保
障
す
る
盾
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
中
小
在
地
領
主
が
郷
・
保
・
村
を
「
所
領
」
と

し
て
領
有
す
る
権
利
は
、
本
来
公
田
た
る
こ
と
に
そ
の
根
拠
を

も
つ
私
領
主
の
権
利
、
す
な
わ
ち
国
衙
か
ら
認
め
ら
れ
た
「
公

験
」
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
相
続
・
処
分
・
加
地
子
取
得
の
権

利
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て
い
る
㈲
。
こ
の
権
利
が
開
発
あ
る
い

は
荒
廃
公
田
の
再
開
発
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
東
国
で
は
郡
司
等
に
よ
る
地
域
的
な
事
実

上
の
支
配
が
先
行
し
て
郡
司
・
郷
司
等
に
よ
っ
て
開
発
が
す
す

め
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
国
衙
に
直
結
す

る
徴
税
単
位
と
し
て
の
郡
・
条
・
郷
・
保
は
す
こ
ぶ
る
大
ま
か

に
分
割
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
内
部
に
中
小
在
地
領
主

の
所
領
で
あ
る
郷
・
保
・
村
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
東
国
の

中
世
的
郡
郷
に
お
い
て
は
私
営
田
領
主
の
経
営
単
位
に
そ
の
系

譜
を
持
つ
も
の
の
比
率
が
高
く
、
郡
・
郷
司
と
こ
れ
ら
中
小
在

地
領
主
は
私
営
田
時
代
よ
り
保
護
・
被
保
護
を
基
礎
と
す
る
人

格
的
結
合
に
よ
り
結
ば
れ
て
い
た
。
国
衙
は
こ
の
関
係
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
徴
税
の
実
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
徴
税
責
任
者
で
あ
る
郡
・
郷
司
の
も
と
で
郷
司

・
村
司
と
な
っ
た
申
小
在
地
領
主
は
必
然
的
に
国
衙
と
の
結
び

つ
き
が
う
す
れ
、
郡
司
・
郷
司
と
封
建
的
な
関
係
で
結
ば
れ
る

可
能
性
が
強
く
な
っ
て
く
る
。
特
に
十
世
紀
以
降
の
東
国
で
は

こ
の
可
能
性
が
高
め
ら
れ
る
政
治
・
社
会
情
況
が
十
分
に
あ
っ

た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
郡
・
郷
が
寄
進
さ
れ
荘
園
と
な
っ
た
時
、

在
地
領
主
側
得
分
の
内
容
は
前
掲
の
表
に
示
し
た
如
く
に
な
る
。

在
地
領
主
側
よ
り
見
れ
ば
寄
進
・
立
荘
に
よ
り
両
者
の
既
存
の

関
係
は
新
た
な
る
権
威
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

寄
進
主
体
の
得
分
の
増
加
は
も
と
よ
り
、
郷
・
村
．
保
司
の
得

分
の
保
障
お
よ
び
両
者
の
結
合
ま
で
が
保
障
さ
れ
る
結
果
と
な

る
。
第
一
節
で
述
べ
た
ご
と
く
、
所
領
寄
進
1
1
立
荘
の
意
義
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
九

一176一



平安末期における在地領主制の一形態

過
小
評
価
す
る
こ
と
は
、
こ
の
観
点
か
ら
も
問
題
と
な
る
こ
と

を
指
摘
し
て
お
く
。

 
『
千
葉
実
録
』
お
よ
び
『
妙
見
実
録
翼
壁
記
㈲
」
に
は
治
承
・

寿
永
の
内
乱
の
際
、
千
田
庄
領
家
判
官
代
親
政
を
破
っ
た
常
胤

の
孫
成
胤
の
軍
勢
に
神
田
次
郎
成
利
と
い
う
武
士
が
郎
等
と
し

て
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
神
田
成
利

が
④
に
み
ら
れ
る
苅
田
氏
の
一
族
あ
る
い
は
同
族
と
す
れ
ば
、

印
東
荘
に
み
ら
れ
る
様
な
郷
司
・
村
司
階
層
が
武
士
と
し
て
、

千
葉
氏
や
上
総
氏
の
様
な
一
段
上
級
の
豪
族
的
領
主
の
下
に
結

集
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
．
る
。
と
こ
ろ
で
、

常
澄
が
相
馬
御
厨
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
権
利
を
持
っ
て
い
た

こ
と
は
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
 
『
神
代
本
千
葉
系
図
』

に
は
常
澄
の
子
と
し
て
相
馬
九
郎
常
清
を
の
せ
て
い
る
。
と
す

れ
ば
、
島
町
は
相
馬
御
厨
に
お
い
て
印
東
荘
の
郷
司
・
門
司
に

相
応
す
る
存
在
で
あ
り
、
下
司
常
胤
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
印
東
荘
に
お
け
る
常
澄
の
支
配
の
様
態
は
以
上
の
如

く
で
あ
る
が
、
上
総
氏
は
こ
の
他
に
も
郡
・
荘
規
模
の
所
領
を

上
総
の
み
な
ら
ず
下
総
に
も
所
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ

ら
個
々
に
お
け
る
支
配
形
態
は
印
東
荘
と
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
〇

千
葉
氏
も
上
総
氏
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
本
拠
地
千
葉
荘
な
ど
下

総
各
地
に
所
領
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
支
配
形
態

・
存
在
形
態
は
印
東
荘
の
例
、
あ
る
い
は
相
馬
御
厨
に
お
け
る

常
清
の
例
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

四
 
ま
と
め

 
相
馬
郡
司
で
あ
っ
た
千
葉
常
重
は
郡
内
の
山
野
・
荒
地
を
含

ん
だ
一
定
の
地
域
-
布
施
墨
埼
郷
1
の
開
発
を
通
じ
、
別
符
を

成
立
さ
せ
布
施
郷
司
と
な
り
、
雑
公
事
免
除
の
特
権
を
与
え
ら

れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
伊
勢
神
宮
に
寄
進
し
相
馬
御
厨
を
成
立
さ

せ
、
郡
司
で
あ
る
と
同
時
に
御
厨
下
司
職
を
も
兼
ね
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
一
定
地
域
-
布
施
郷
一
と
は
良
文
以
来
の
開
発
所

領
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
私
営
田
を
中
核
と

す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
良
文
の
時
代
よ
り
代
々
郡

司
職
を
帯
び
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
私
営
田
領
主
で
あ

っ
た
良
文
の
子
孫
は
、
開
発
・
私
出
挙
・
属
下
の
代
輸
等
を
通

し
て
領
内
お
よ
び
周
辺
の
農
民
に
対
し
て
人
格
的
な
支
配
を
実

現
し
て
ゆ
き
、
一
方
国
衙
は
個
別
人
身
的
な
収
奪
方
式
を
放
棄

し
、
土
地
に
対
す
る
賦
課
方
式
を
導
入
し
公
田
体
制
へ
と
移
行
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し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
等
私
営
田
領
主
の
経
営

を
通
し
て
収
奪
を
実
現
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
古
来
伝
統
的

な
国
造
な
ど
の
系
譜
を
も
つ
郡
司
層
を
駆
逐
し
、
私
営
田
領
主

層
を
国
衙
在
庁
機
構
の
一
端
を
に
な
う
新
た
な
る
郡
司
と
し
て

任
命
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
単
に
土
着
国
司
が
郡
司
職
を
帯
び

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
野
荒
地
を
占
畏
し
、
開
発
を
通
し
て
在

地
領
主
制
を
確
立
し
た
と
す
る
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
す
で

に
私
営
田
内
部
で
は
領
主
と
農
民
の
保
護
被
保
護
を
基
調
と
す

る
人
格
的
な
結
合
は
一
定
の
軍
事
力
編
成
を
と
げ
て
お
り
、
領

内
に
お
い
て
農
民
以
下
の
実
質
的
な
支
配
を
実
現
し
て
お
り
、

こ
れ
を
足
が
か
り
と
し
て
一
定
の
変
質
を
と
げ
た
郡
司
職
を
私

営
田
領
主
が
獲
得
し
た
こ
と
を
重
視
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

十
二
世
紀
以
降
で
は
守
・
介
・
豫
な
ど
の
国
司
層
と
し
て
の
地
位

よ
り
も
、
後
の
郡
地
頭
・
惣
地
頭
に
つ
な
が
る
郡
司
・
郷
里
と
い

う
在
地
に
密
着
し
た
公
職
の
方
が
在
地
領
主
に
と
っ
て
現
実
的

な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
綱
野
善
彦
氏
が
分
析
し
た
常

陸
学
徳
郡
惣
地
頭
職
を
め
ぐ
る
、
常
陸
大
豫
氏
・
下
河
辺
氏
・

八
田
氏
の
抗
争
の
中
に
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
働
。
国
司
と
し

て
の
地
位
が
一
定
の
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、

こ
こ
で
は
在
地
領
主
が
私
営
田
領
主
と
し
て
の
段
階
よ
り
は
ぐ

く
ん
で
き
た
実
力
が
こ
れ
ら
郡
司
・
郷
司
と
し
て
の
所
職
に
つ

な
が
っ
た
点
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
特
に
注
意
す

べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
動
き
は
王
朝
国
家
の
政
策
と
密

接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
在
地
領

主
制
の
成
立
・
展
開
は
王
朝
国
家
そ
の
も
の
の
政
治
的
・
経
済

的
矛
盾
の
中
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま

た
東
国
の
豪
族
的
領
主
は
前
掲
の
表
に
示
し
た
如
く
、
加
地
子

徴
収
・
在
家
役
賦
課
・
領
内
諸
産
業
に
対
す
る
支
配
な
ど
中
世

在
地
領
主
と
し
て
の
基
本
的
条
件
を
早
期
に
す
べ
て
満
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

 
中
世
的
郡
郷
の
内
部
に
あ
っ
た
郷
・
保
・
村
は
、
開
発
の
た

め
の
基
地
を
核
と
す
る
集
落
・
在
地
中
小
土
豪
・
有
力
農
民
層

の
経
営
単
位
で
あ
る
集
落
を
中
心
に
そ
の
周
辺
の
荒
野
山
林
を

含
ん
だ
一
定
地
域
を
単
位
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら

郷
・
保
・
村
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
「
村
落
」
と
し
え
な
い
の
は

当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
二
世
紀
の
段
階
で
は
す
で
に
、
そ

こ
に
配
置
さ
れ
た
一
族
・
庶
子
や
中
小
在
地
土
豪
は
郷
村
内
で

の
農
民
支
配
を
実
現
し
、
中
小
在
地
領
主
化
し
て
お
り
、
印
東

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
一
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荘
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
常
澄
と
郷
・
村
史
の
関
係
が
生
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
東
国
の
豪
族
的
領
主
は
こ
の
関
係
を

基
礎
と
し
て
強
力
な
武
士
団
編
成
を
完
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

 
本
稿
の
テ
ー
マ
は
「
我
が
国
で
最
も
早
く
、
し
か
も
確
固
た

る
在
地
領
主
制
を
成
立
さ
せ
た
の
は
東
国
の
豪
族
的
領
主
層
で

あ
っ
た
」
と
い
う
仮
説
に
も
と
ず
き
、
そ
の
領
主
制
の
成
立
の

様
相
・
存
在
形
態
お
よ
び
経
済
構
造
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
課
題
を
追
究
す
る
こ
と
が
、
ひ
い
て
は
我
が

国
中
世
社
会
の
特
質
を
構
造
的
に
把
握
す
る
た
め
の
基
礎
的
作

業
の
一
つ
と
成
り
う
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

 
し
か
し
、
本
稿
で
は
東
国
の
豪
族
的
領
主
が
他
に
比
較
し
て

ど
の
程
度
早
く
領
主
制
を
成
立
さ
せ
た
の
か
、
ま
た
な
に
ゆ
え

に
本
来
的
と
い
い
う
る
の
か
と
い
う
中
心
的
な
問
題
に
つ
い
て

充
分
な
解
答
を
提
示
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
領

主
対
農
民
と
い
う
根
本
的
な
視
角
か
ら
の
考
察
も
今
後
の
課
題

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
仮
説
を
さ
ら
に
深
化
・

発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
東
国
の
豪
族
的
領
主
の
前
身
で
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
二

私
営
田
領
主
の
性
格
お
よ
び
経
営
形
態
を
再
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。
石
母
田
正
氏
が
そ
の
典
型
と
し
て
分
析
さ
れ

た
伊
賀
国
藤
原
碁
聖
は
、
在
地
領
主
制
を
成
立
さ
す
こ
と
な
く

没
落
し
て
い
っ
た
が
鋤
、
東
国
の
私
営
田
領
主
は
没
落
す
る
こ

と
な
く
豪
族
的
領
主
へ
と
発
展
し
、
さ
ら
に
領
主
階
級
の
結
集

に
よ
る
権
力
機
構
と
し
て
の
鎌
倉
幕
府
の
創
設
へ
と
歩
を
進
め

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
こ
の
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源

泉
を
つ
き
と
め
る
こ
と
に
よ
り
、
私
営
田
領
主
・
豪
族
的
領
主

の
性
格
お
よ
び
存
在
形
態
、
さ
ら
に
我
が
国
の
領
主
制
の
特
質

を
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
稿
で
果
せ
な
か
っ
た
前

述
の
課
題
に
対
す
る
解
答
も
そ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る

と
考
え
る
。
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第11・12合併号

（1）（2）（4） （3）（5）（7） （6）（8）（9）ao）（10

（
註
）

坂
本
賞
三
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
第
二
編
第
一
章
第
一
節

一
九
八
～
二
〇
一
頁
。

櫟
木
文
書
（
『
市
川
市
史
 
第
五
巻
 
史
料
古
代
中
世
編
』
）

一
号
～
三
号
。

櫟
木
文
書
 
七
号
。

坂
本
密
着
「
王
朝
国
家
体
制
と
人
民
」
 
（
『
日
本
史
研
究
』
一

〇
四
号
）
。

坂
本
賞
三
「
公
田
官
物
率
法
の
成
立
」
 
（
『
律
令
国
家
と
貴
族

社
会
』
）
。

小
山
田
義
夫
「
造
内
裏
役
の
成
立
」
 
（
『
史
潮
』
八
四
号
）
。

坂
本
賞
翫
「
大
田
文
か
ら
み
た
郡
郷
別
名
制
に
つ
い
て
」
 
（
『

滋
賀
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
一
四
号
～
一
七
号
）
。

稲
垣
泰
彦
「
初
期
名
田
の
構
造
」
（
『
中
世
の
社
会
と
経
済
』
）
。

戸
田
芳
実
「
国
衙
領
の
名
と
在
家
に
つ
い
て
」
 
（
中
世
社
会
の

基
本
構
造
』
）
。

大
山
喬
平
「
国
衙
領
に
お
け
る
領
主
制
の
形
成
」
 
（
『
史
林
』

四
三
i
一
号
）
、
同
氏
「
院
政
期
に
お
け
る
保
成
立
の
二
つ
の

形
態
」
 
（
『
史
林
』
四
六
i
三
号
）
。

戸
田
芳
実
『
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』
第
六
章
二
 
一
＝

二
～
二
二
四
頁
。

戸
田
芳
実
前
掲
書
第
二
章
三
 
六
五
頁

上
横
手
雅
敬
「
在
地
領
主
制
の
形
成
と
荘
園
体
制
」
 
（
『
日
本

史
研
究
』
三
二
号
）

aの㈲（12）asa6）（18） a7）ag）

工
藤
敬
一
「
領
主
制
の
形
成
に
つ
い
て
」
 
（
『
日
本
史
研
究
』

四
六
号
）

大
山
喬
平
 
前
掲
論
文
。

甘
木
文
書
 
五
号
。

櫟
木
文
書
 
七
号
 
本
文
史
料
①
参
照
。

申
田
董
…
『
法
制
史
論
集
』
第
二
巻

首
田
実
「
平
安
末
期
『
領
主
制
』
研
究
の
一
視
点
」
 
（
『
歴
史

学
研
究
』
二
三
三
号
）
。

高
田
実
「
中
世
初
期
の
国
衙
機
構
と
郡
司
層
」
 
（
『
東
京
教
育

大
学
史
学
研
究
』
六
六
号
）
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上
総
介
 
上
総
権
介
 
上
総
介

良
文
1
（
三
代
略
）
1
常
長
i
常
晴
一
常
 
澄
i
広
 
常

  

@ 
@ 
@ 
@ 
M
織
鰺
獅
噛

『
尊
卑
分
脈
』
 
（
国
史
大
系
）
『
千
葉
大
系
図
』
『
神
代
本
千

葉
系
図
』
『
松
草
館
本
千
葉
系
図
』
 
（
以
上
『
房
総
叢
書
』
第

九
巻
）
お
よ
び
櫟
木
文
書
よ
り
作
成
。
な
お
人
名
は
文
書
・
系

図
に
よ
り
常
H
経
、
長
1
1
永
、
重
1
1
繁
な
ど
の
様
に
音
読
に
よ

る
違
い
が
あ
る
。

櫟
木
文
書
 
三
号
。

永
原
慶
二
『
日
本
封
建
制
成
立
過
程
の
研
究
』
第
一
部
第
二

六
一
頁
。

西
岡
虎
之
助
「
坂
東
八
ケ
国
に
お
け
る
武
士
領
荘
園
の
発
達
」

（
『
荘
園
史
の
研
究
』
下
巻
一
）

安
田
元
久
「
古
代
末
期
に
お
け
る
関
東
武
士
団
（
『
日
本
封
建

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
三
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e2） （2D （20）（23）eoeg） es） （20 ee es

制
成
立
の
諸
前
提
』
）

永
原
慶
二
 
前
掲
書

櫟
木
文
書
 
五
号
。

士
爵
文
書
 
七
号

O第
一
部
第
一

五
六
～
六
二
頁
。

前
略
-
常
胤
以
上
品
八
丈
絹
参
拾
疋
・
下
品
渠
拾
疋
・
縫
衣
拾

武
領
・
砂
金
参
拾
武
両
・
藍
摺
布
上
品
参
拾
段
・
申
品
伍
拾
段

，
・
上
馬
武
疋
・
鞍
置
駄
参
拾
疋
、
行
進
済
於
國
庫
-
後
略

本
文
史
料
①
参
照
。

安
田
元
久
 
前
掲
論
文

上
横
手
雅
敬
『
日
本
中
世
政
治
史
研
究
』
第
一
章
第
四
節
 
一

二
一
二
頁

尾
羽
沢
淑
子
「
武
士
団
成
立
史
の
一
考
察
」
 
（
『
史
窓
』
九
号
）

高
田
 
実
 
α
の
論
文
。

安
田
元
久
 
前
掲
論
文

常
胤
が
頼
朝
軍
へ
の
参
加
に
踏
み
切
っ
た
時
、
子
の
胤
頼
と
孫

の
成
胤
に
一
隊
を
あ
ず
け
、
・
平
家
の
方
人
で
あ
る
下
総
目
代
を

襲
い
そ
の
首
を
獲
つ
た
。
こ
の
こ
と
を
み
て
も
千
葉
氏
が
目
代

勢
力
を
排
除
し
う
る
実
力
を
充
分
に
備
え
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

『
吾
妻
鏡
』
 
（
国
史
大
系
）

櫟
木
文
書
 
六
号
。

㈱
に
同
じ
。

安
田
元
久
 
前
掲
論
文
。

櫟
木
文
書
 
八
号
。

㎝
に
同
じ
。

治
承
四
年
九
月
十
三
日
条
。

（30）（46） （4S （44D （43） （4Z （4D （40） mo） （gg） （37） （ss） pm （3D （gg） （3Z （3D（40（49）

四
四

安
田
元
久
 
前
掲
論
文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．

上
横
手
雅
敬
 
前
掲
書
 
第
一
章
第
四
節
 
＝
一
四
～
一
二
八

頁
。

『
保
元
物
語
』
 
（
日
本
古
典
文
学
大
系
第
三
十
一
巻
）
。

櫟
木
文
書
 
十
一
号
・
十
二
画
面
本
文
史
料
②
・
③
参
照
。

同
 
八
号
～
十
号
。

㈱
に
同
じ
。

同
 
十
二
号
。

㈲
に
同
じ
。

同
十
四
号
～
十
六
号
。

同
・
十
七
号
。

㈱
に
同
じ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［

同
＋
八
号
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
皿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

西
岡
虎
之
助
 
前
掲
論
文
。

尾
羽
沢
淑
子
 
前
掲
論
文
。

『
吾
妻
鏡
』
 
（
国
史
大
系
）
治
承
四
年
九
月
二
十
九
日
条
。

三
木
文
書
 
十
九
号
。

『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
九
月
十
七
日
条
。

松
岡
久
人
「
課
内
の
成
立
に
つ
い
て
」
 
（
『
歴
史
学
研
究
』
二

一
五
号
）
。

大
山
喬
平
「
国
衙
領
に
お
け
る
領
主
制
の
形
成
」
 
（
『
史
林
』

四
三
一
一
号
）
。

坂
本
賞
三
 
前
掲
書
 
第
二
等
割
三
章
 
二
七
八
～
二
九
〇
頁
。

小
山
靖
憲
「
東
国
に
お
け
る
領
主
制
と
村
落
」
 
（
『
史
潮
』
九
四



第11・12合併号

（5D （50）

働㈱働（5D S6） （55）

号
）
。

高
田
実
「
東
国
に
お
け
る
在
地
領
主
制
の
成
立
」
 
（
『
日
本

歴
史
論
究
』
）
。

北
爪
真
佐
夫
「
十
二
世
紀
の
東
国
社
会
」
 
（
『
歴
史
学
研
究
』

二
七
九
号
）

福
田
豊
彦
「
東
国
に
お
け
る
村
・
郷
に
つ
い
て
」
 
（
『
歴
史
学

研
究
』
二
八
三
号
）
。

網
野
善
彦
「
職
の
特
質
を
め
ぐ
っ
て
」
 
（
『
史
学
雄
誌
』
七
六

-
二
号
）

永
原
慶
二
「
荘
園
制
に
お
け
る
職
の
性
格
」
 
（
『
日
本
中
世
社

会
構
造
の
研
究
』
）
。

入
間
田
宣
夫
「
公
田
と
領
主
制
」
 
（
『
歴
史
』
三
八
号
）
。

北
爪
真
佐
夫
 
前
掲
論
文
。

相
田
裕
昭
「
平
安
末
期
房
総
に
お
け
る
豪
族
的
領
主
の
支
配
構

造
」
 
（
『
史
潮
』
一
〇
四
号
）
。

㈲
参
照
。

村
井
康
彦
「
田
堵
の
存
在
形
態
」
 
（
『
古
代
国
家
解
体
過
程
の

研
究
』
）
。

『
房
総
叢
書
』
第
三
巻
。

網
野
善
彦
「
常
陸
国
南
郡
惣
地
頭
職
の
成
立
と
展
開
」
 
（
『
茨

城
県
史
研
究
』
十
一
号
）
。

石
母
田
正
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
。

四
五
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