
院

政

期

の

海

賊

問

題

石
崎

香

織

は
じ
め
に

海
賊
が
正
史
’
↑
し
に
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
は
、
天
平
三
年
（
七
て

O
）
の
こ
と
で
あ
る
、
j

。
し
か
し
、
そ
の
後
は
し
ば
ら
く
姿
を
見

せ
ず
、
次
に
海
賊
の
活
動
が
活
発
に
な
る
の
は
平
安
時
代
初
期
の
こ

と
で
あ
る
。
海
賊
の
活
動
は
、
こ
の
後
、
鎌
倉
・
室
町
を
経
て
、
県

川
臣
秀
占
に
よ
る
海
賊
停
止
令
ま
で
続
く
。
こ
う
し
た
海
賊
の
歴
史
を

先
行
研
究
か
ら
追
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
よ
っ
て
、
そ

の
発
生
要
肉
・
構
造
が
異
な
っ
て
い
る
と
と
が
わ
か
る

F
1
0

し
か

し
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
中
に
は
院
政
期
の
海
賊
に
つ
い
て
、
そ

れ
を
主
題
と
し
て
苦
か
れ
た
論
文
は
少
な
く
、
当
時
の
記
録
か
ら

「
神
人
い
が
海
賊
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
て

い
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
『
中
右
記
』
や
『
長
秋
記
』
な
ど
の
記
録
や
、
近
年
め

ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
て
い
る
神
人
研
究
を
頼
り
に
、
院
政
期
の
海

賊
の
実
態
に
迫
っ
て
み
た
い
。

院
政
期
の
海
賊
の
活
動
の
実
態

永
久
二
年
（
，
一
四
）
－
二
月
間

u、

日
す
べ
き
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

早
H
牟
行
者
一
来
、
将
l

来
海
賊
二
人
一
、
大
略
A
H
L
問
之
処
、
不

承
伏
一
、
中
一
八
幡
神
人
由
、
（
中
略
）
又
巾
一
ぶ
、
行
重
所
将

i

来
海
賊
中
て
八
幡
神
人
由
、
（
後
略
）

つ
ま
り
、
捕
ら
え
ら
れ
た
海
賊
が
、
自
分
は
八
幡
神
人
で
あ
る
、

と
言
づ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
当
時
の
海
賊
の
実
態
が
「
神
人
」
で

あ
っ
た
と
と
を
示
す
最
初
の
例
で
あ
る
。
神
人
が
海
賊
活
動
を
し
て

い
た
例
は
ま
だ
続
く
。
同
年
二
一
月
五
日
条
に
は
、

（
略
）
鎮
西
之
安
成
寺
別
当
上
洛
之
問
、
備
前
回
赤
尾
泊
所
一
樹

『
中
右
記
』

に
お
い
て
注

海
賊
十
一
人

後

日

可

拷

問

取

海

賊

川

受

取

吾

、

的

仰

一

明

兼

行

重

了

、

行
重
明
兼
将
来
、
大
略
A
H

レ
間
之
処
不
二
承
伏
一
、

出
仰
了
（
後
略
）

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
更
に
－
一
月
十
一
円
条
で
は
、

（
略
）
今
日
海
賊
並

R
符
作
遍
範
等
可
一
拷
問
一
也
、
此
中
海
賊

首
俄
一
祇
園
神
人
者
、

H
十
燭
一
本
社
吋
レ
問
也
、
（
後
略
）

こ
れ
ら
の
記
事
の
示
す
こ
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
鎮

丙
の
安
成
与
別
当
が
上
洛
途
中
備
前
凶
赤
尾
泊
で
捕
ら
え
ら
れ
た
海

賊
を
、
『
中
右
記
』
の
記
主
で
あ
る
検
非
違
使
別
汚
藤
原
宗
忠
の
も

と
に
届
け
て
き
た
。
彼
ら
に
事
情
を
聞
い
て
も
答
え
よ
う
と
し
な
い

の
で
、
後
日
湾
問
に
か
け
る
乙
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
了
一
月
十
一
日
、

拷
問
に
か
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
海
賊
の
首
領
が
急
に
日
分

た
ち
は
祇
同
神
人
で
あ
る
と
士
一
円
い
だ
し
た
。
そ
こ
で
、
宗
忠
は
、

H
干

く
本
社
に
照
合
し
て
尋
問
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
、
部
下
に
指
示

し
た
。以

ト
－
の
記
事
か
ら
、
巾
i

時
の
海
賊
の
実
態
と
し
て
、
「
神
人
」
の

作
在
が
無
視
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
期
の
神
人
の
動
向

に
つ
い
て
注

H
し
て
み
る
と
、
天
永
二
年
（
宇
一
一
ゐ
）
六
月
十
四

日
条
で
は
、
ー
皇
后
宮
伊
予
国
御
封
運
ト
し
之
問
、
祇
闘
僻
人
来
推
取

f
」
、
永
久
－

A

年
五
月
一
一
卜
四
日
条
に
は
、
「
備
中
運
上
物
盗
者
、

八
幡
神
民
持
」
と
い
う
記
述
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら

の
記
事
か
ら
、
彼
ら
が
諸
国
か
ら
運
上
物
を
盗
ん
で
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。そ

し
て
、
八
月
十
六
日
条
に
は
「
南
海
道
海
賊
、
近
日
乱
発
、
盗

！
取
諸
国
連
上
物
一
也
」
と
あ
る
。
以
上
、
諸
国
の
運
上
物
を
盗
み

取
る
と
い
う
行
為
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
当
時
の
海
賊
の
行
為
で
あ
り
、

「
運
上
物
」
を
盗
ん
で
い
た
祇
闘
神
人
や
八
幡
神
人
は
、
ま
さ
に
海

賊
で
あ
っ
た
と
汚
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
神
人
が
海
賊
活

動
を
行
っ
て
い
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
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（

1
）
 

神
人
の
活
動

神
人
と
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
室
町
時
代
末
期
に
か
け
て
の
荘

園
制
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
領
地
拡
大
に
盛
ん
に
活
動
し
た
、
神
社

の
下
級
神
職
者
や
寄
人
を
指
す
。
神
人
は
僧
侶
と
は
違
い
、
俗
体
を

も
っ
て
神
社
に
奉
仕
し
、
祭
儀
そ
の
他
の
雑
事
を
つ
と
め
た
。
神
人

の
組
織
は
、
本
社
に
直
属
す
る
本
社
神
人
と
、
地
方
に
散
在
す
る
散

在
神
人
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
地
ト
刀
の
神
人
の
中
に
は
、
百
姓
身

分
だ
け
で
な
く
、
郡
司
や
御
家
人
級
の
侍
身
分
の
者
も
含
ま
れ
て
い

た
と
い
う

E
）
。
こ
こ
で
、
神
人
の
活
動
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

本
社
神
人
の
活
動
は
、
所
属
す
る
神
社
で
の
恒
例
の
神
事
へ
の
参

加
や
、
境
内
の
警
固
・
掃
除
な
ど
の
日
常
的
仕
事
に
従
事
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
年
貢
催
促
の
使
節
と
し
て
、
地
方
の
所
領
へ
赴
く
こ
と

も
あ
っ
一
た
。
ま
た
、
と
き
に
は
、
神
輿
や
神
木
を
担
い
で
京
都
や
国

街
へ
の
強
訴
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
他
守
社
と
の
権
力
衝
突
之
軍

事
力
の
一
員
と
し
て
動
員
さ
れ
た
り
し
た

2
。
平
安
時
代
末
期
、

社
寺
領
の
こ
と
な
ど
に
関
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
、
社
寺
は
僧

兵
と
と
も
に
必
ず
神
人
を
先
頭
に
お
し
た
て
、
神
輿
や
神
木
を
動
座

し
て
そ
の
訴
訟
を
達
す
る
を
な
ら
い
と
し
て
い
た
、
E
O

僧
兵
が
強

訴
の
場
合
、
常
に
神
木
、
神
輿
を
動
座
し
‘
神
の
威
力
を
借
り
た
の

は
、
大
般
若
経
よ
り
神
木
や
神
輿
の
方
が
よ
り
一
層
の
威
力
を
貴
族

に
対
し
て
持
っ
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
こ
こ
に
神
人
が
僧
兵
と
と
も

に
当
時
お
お
い
に
恐
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

地
卜
刀
に
散
布
す
る
散
在
神
人
の
場
合
は
、
末
社
へ
の
日
常
的
奉
仕

活
動
、
お
よ
び
本
社
へ
の
神
物
と
し
て
の
米
・
魚
・
そ
の
他
の
生
産

物
の
貢
納
（
特
に
神
前
に
毎
日
朝
夕
供
え
る
新
鮮
な
魚
只
を
必
要
と

し
た
）
、
そ
し
て
、
本
社
神
人
と
同
じ
く
、
と
き
に
軍
事
力
と
し
て

臨
時
の
強
一
昨
へ
参
加
し
た
り
、
な
ど
の
活
動
が
あ
っ
た
（
6

）。

彼
ら
の
活
動
に
お
い
て
、
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
以
上
の
よ
う

な
基
本
的
活
動
の
延
長
線
上
に
あ
る
、
そ
の
三
次
的
活
動
で
あ
る
。

彼
ら
は
祭
儀
の
奉
仕
を
為
す
代
償
と
し
て
、
ま
た
、
祭
耐
に
要
す
る

費
用
を
捻
出
す
る
た
め
に
、
特
に
許
さ
れ
て
種
々
の
常
利
行
動
を
と

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
好
例
と
し
て
高
利
貸
活
動
が
あ
げ
ら
J

れ
る
。

彼
ら
は
、
神
へ
の
初
穂
の
意
味
を
持
つ
神
物
で
あ
る
米
・
種
子
を
貸

し
付
け
、
そ
の
利
子
を
取
る
上
分
米
出
挙
・
借
上
活
動
を
行
っ
て
い

た。
神
人
が
出
挙
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
後
白

河
天
空
に
よ
る
保
元
新
制
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
？
）
。
こ
の
新

制
は
、
当
時
社
会
問
題
化
し
て
い
た
神
人
・
悪
僧
の
濫
行
停
止
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
四
条
に
お
い
て
、
神
人
が
「
出

挙
の
利
を
加
増
」
し
て
お
り
、
「
本
士
寸
並
び
に
国
司
」
に
そ
れ
を
取

り
締
ま
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
そ
の
後
、
建
久
二
年
（
一
一
九
一

年
）
一
二
月
二
十
二

H
、
同
じ
く
後
白
河
上
皇
親
政
下
で
布
告
さ
れ
た

建
久
新
制

E
に
お
い
て
も
、
そ
の
第
六
条
で
「
出
挙
の
違
法
の
責

め
」
を
し
て
お
り
、
「
鉾
を
振
り
、
榊
を
立
て
」
「
質
券
を
札
に
懸

け
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
人
の
出
挙
・
借
上
行
為
が

広
く
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
戸
田
芳
実
氏
に
よ
る
研
究
に
お
い
て
も
、
白
河
院
召
次
勾

当
、
近
江
国
愛
智
郡
司
、
日
吉
新
宮
神
事
勤
仕
入
を
兼
ね
た
中
原
成

行
を
は
じ
め
と
す
る
日
吉
大
津
神
人
が
、
十
二
世
紀
前
半
、
広
域
的

な
出
挙
・
借
上
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
な
ど
が
実
証
さ
れ
て
い

る

E
；

神
人
の
こ
う
し
た
活
動
の
背
景
に
は
、
権
門
と
い
う
「
神
威
」
の

保
証
が
あ
っ
た
。
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
神
物
を
貸
与
し
た
利
を
強

制
的
に
取
り
立
て
る
こ
と
は
、
神
物
（
神
に
属
す
る
も
の
）
を
神
に

返
す
と
い
う
意
味
で
、
ご
く
正
当
な
行
為
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
暴

力
的
に
強
制
取
り
立
て
さ
れ
た
側
か
ら
見
れ
ば
、
彼
ら
の
行
為
は
、

一
種
、
賊
的
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
彼
ら

自
身
、
こ
う
し
た
賊
的
活
動
を
「
神
」
と
い
う
大
義
名
分
を
掲
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
し
て
い
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。

神
人
の
二
次
的
活
動
は
、
高
利
貸
ば
か
り
で
な
く
、
売
買
交
易
・

流
通
な
ど
の
商
業
活
動
に
ま
で
進
出
し
て
い
た
。
そ
の
例
と
し
て
、

賀
茂
・
鴨
供
祭
人
は
魚
売
・
廻
船
人
な
ど
の
海
商
的
な
性
格
を
有
し

て
お
り
、
日
吉
大
津
神
人
は
廻
船
人
と
し
て
北
陸
領
域
で
活
動
し
、

春
日
神
人
は
、
供
祭
と
し
て
魚
貝
を
貢
納
す
る
魚
貝
売
り
と
し
て
、

p
h
u
 

－－ 



八
幡
神
人
は
油
売
・
塩
売
・
麹
売
、
祇
聞
神
人
は
綿
売
・
魚
貝
光
と

し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
、
；
。

（

2
）
 

神
人
の
特
権

以
上
の
よ
う
な
二
次
的
活
動
を
支
え
て
い
た
の
は
、

い
う
身
分
の
持
つ
特
権
で
あ
る
。

神
人
」
と
い
う
称
号
は
神
仏
に
そ
の
職
能
に
よ
っ
て
生
み
刑
さ
れ

た
産
物
の
初
穂
、
初
尾
を
員
献
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
人
々
に

対
し
て
、
そ
の
職
能
に
即
し
て
公
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
手
民
と

彼
ら
神
人
と
の
区
別
は
、
制
度
的
に
も
社
会
的
に
も
き
わ
め
て
明
白

で
あ
っ
た
2
1
1

彼
ら
に
保
一
証
さ
れ
た
特
権
は
多
岐
に
わ
た
る
。
ま
ず
、
彼
ら
が
売

買
交
易
や
流
通
な
ど
の
商
業
活
動
を
す
る
に
不
司
欠
な
、
自
由
通
行

権
が
あ
る
。
彼
ら
は
権
門
社
寺
に
よ
っ
て
、
諸
国
の
関
・
泊
・
津
・

渡
、
山
野
一
州
海
な
ど
を
自
由
に
通
行
す
る
権
利
を
保
証
さ
れ
て
い
た
。

様
々
な
神
人
の
特
権
の
中
で
、
彼
ら
に
刑
法
上
の
特
権
が
与
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
、
特
集
す
べ
き
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

ま
ず
‘
彼
ら
は
そ
の
「
神
人
職
」
を
解
職
さ
れ
な
い
限
り
、
拷
問

を
受
け
ず
、
拘
禁
さ
れ
ず
、
処
罰
さ
れ
な
か
っ
た

r

；
）
。
第
－
章
の

例
で
、
備
前
凶
亦
尾
泊
で
捕
ら
え
ら
れ
た
海
賊
を
政
府
が
拷
問
に
か

け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
海
賊
前
が
急
に
白
分
は
祇
同
神
人
で

あ
る
と
士
一
川
い
だ
し
た

I
i
こ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
神
人
の
特
権
が

背
後
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
神
人
は
、
た
と
え
罪
科
に
処
せ
ら
れ
て
も
、
赦
の
対
象
と

し
て
、
他
の
犯
罪
者
と
は
区
別
さ
れ
た
こ
と
も
あ
コ
た
、
1

1

；
逆
に
、

神
人
へ
の
犯
罪
は
神
人
の
所
属
す
る
寺
社
へ
の
犯
罪
と
し
て
認
識
さ

れ
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
寺
社
の
強
訴
が
行
わ
れ
、
神
人
を
殺
害

あ
る
い
は
陵
辱
し
た
諸
は
流
罪
に
処
せ
ら
れ
る
慣
例
が
十
三
世
紀
に

は
で
き
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
十
一
世
紀
後
半
に
は
、

「
神
人
」

神
社
に
訴
え
ら
れ
た
犯
罪
者
を
赦
の と

対
象
か
ら
外
す
、
と
い
う
動
き
が
起
と
っ
て
い
た
こ
と
は
、
佐
竹
昭

氏
や
稲
葉
佳
代
氏
の
研
究
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

7
1
0

佐
竹

氏
は
、
赦
の
除
外
文
一
討
が
登
場
す
る
背
景
に
は
神
社
側
の
圧
力
が
あ

り
、
決
し
て
政
府
が
主
体
的
に
神
社
に
訴
え
ら
れ
た
こ
と
を
重
罪
犯

視
し
て
赦
の
対
象
か
ら
外
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
、
政

府
は
神
社
か
ら
の
訴
え
に
関
す
る
判
断
を
避
け
、
神
社
の
主
張
を
通

し
て
い
た
と
と
、
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
神
社
の
圧
力
が

「
王
権
の
聖
域
」
と
も
い
え
る
赦
の
、
除
外
文
言
に
ま
で
影
響
を
与

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
に

つ
い
て
、
稲
葉
氏
は
、
神
人
強
訴
な
ど
の
神
社
側
の
正
力
と
と
も
に
、

中
央
貴
族
を
震
憾
さ
せ
た
承
平
・
天
慶
の
乱
を
、
中
央
の
手
で
平
定

で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
ぶ
す
律
令
国
家
の
弛
緩
が
、
鎮
護
凶
家

と
し
て
の
役
割
を
担
う
与
院
や
神
社
の
存
在
を
よ
り
重
要
な
も
の
に

し
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
当
時
流
行
し
て
い
た
末
法
思
想
や
汀
王

思
想
の
影
響
に
よ
り
、
朝
廷
が
神
仏
｜
寺
院
・
神
社
に
ま
す
ま
す
す

が
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
神
社
の
権
威
が
当
時
こ
こ
ま
で
高
ま
っ
て
い
た

こ
と
か
ら
、
神
人
の
特
権
が
い
か
に
強
い
力
を
も
っ
て
い
た
か
が
わ

か
る
。
特
に
、
刑
法
上
の
特
権
の
最
大
の
意
味
は
、
彼
ら
神
人
が
、

刑
法
上
か
ら
は
手
出
し
で
き
な
い
存
在
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら

は
、
諸
問
に
お
い
て
、
凶
司
の
手
に
も
余
る
存
在
で
あ
っ
た
。
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（

3
）
 

海
民
的
神
人
の
特
権

権
門
社
寺
が
海
民
的
性
格
を
持
つ
神
人
に
対
し
て
、
諸
国
往
反
の

自
由
と
い
う
特
権
の
他
に
、
広
大
な
水
面
を
自
由
に
使
用
で
き
る
権

利
な
ど
、
海
誌
の
職
能
に
即
し
た
特
権
を
与
え
て
い
た
こ
と
／
；
一
は

神
人
が
海
賊
活
動
を
行
っ
て
い
た
背
景
と
し
て
注
日
す
べ
き
点
で
あ

る。
こ
こ
で
、
特
に
瀬
戸
内
海
の
海
上
交
通
に
お
い
て
活
発
な
活
動
を

し
て
い
た
賀
茂
社
・
鴨
社
供
祭
人
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

賀
茂
社
・
鴨
社
に
属
す
る
神
人
集
団
で
あ
る
供
祭
人
が
、

そ
の
権



門
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
特
権
と
し
て
、
保
立
道
久
氏
や
網
野
氏
は

「
櫓
・
椋
・
杵
の
通
路
の
浜
は
当
社
供
祭
所
た
る
べ
し
」
「
西
国
の

櫓
・
梓
の
通
い
地
は
、
み
な
も
っ
て
神
領
た
る
べ
し
」
と
い
う
『
鴨

脚
秀
文
文
書
』
の
一
節
に
詫
目
さ
れ
、
魚
付
要
所
で
あ
る
「
槍
梓
杵

通
路
誤
」
を
、
供
祭
所
と
し
て
上
口
定
す
る
漁
場
特
権
が
与
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

7
f
o

賀
茂
社
は
、
こ
の
よ
う
な

特
権
付
与
を
背
景
に
、
漁
労
人
を
積
極
的
に
組
織
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
実
際
、
賀
茂
神
社
領
の
摂
津
国
長
渚
（
長
洲
）
御
厨
に
は
、

特
権
を
求
め
た
漁
労
人
が
大
挙
し
た
（
；
）
。

こ
う
し
て
神
人
と
な
っ
た
漁
労
民
は
、
そ
の
特
権
を
ふ
り
か
ざ
し
、

い
ず
れ
の
国
衡
や
荘
園
内
の
海
浜
に
も
勝
手
に
侵
入
し
て
漁
労
を
行

い
、
そ
の
た
め
に
問
題
を
起
こ
し
て
い
る

7
2
0

彼
ら
は
、
そ
の
特

権
を
利
用
し
て
、
瀬
戸
内
海
を
勝
手
気
ま
ま
に
横
行
し
、
各
地
で
紛

争
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
の
よ
う
な
活
発
な
航
海
・
移
住
・
漁
場
開

発
が
、
と
き
と
し
て
海
賊
行
為
と
し
て
表
而
化
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。

権

門

社

寺

の

荘

園

拡

大

と

海

賊

（

l
）
 

権

門

社

寺

の

荘

園

拡

大

過

程

先
述
の
よ
う
に
、
権
門
社
寺
は
「
神
人
」
に
様
々
な
特
権
を
付
与

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
神
人
を
獲
得
す
べ
く
積
極
的
に
動
い

て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
神
人
を
組
織
化
す
る
こ
と
は
権
門
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

荘
園
公
領
制
が
本
格
的
な
形
成
過
程
に
は
い
っ
た
の
は
、

i
一
世

紀
中
葉
以
降
、
院
政
期
の
こ
と
で
あ
る
7
2
0
そ
の
中
で
、
権
門
社

寺
は
独
自
の
経
済
体
系
を
確
L

は
す
べ
く
、
激
し
く
競
合
し
な
が
ら
現

地
に
働
き
か
け
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
権
門
の
荘
園
拡
大
の
尖
兵
と

し
て
、
神
人
の
遂
を
見
る
ご
と
が
で
き
る
。
で
は
、
～
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
経
緯
を
以
て
社
領
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
か
、
下
向
井
氏
に

よ
る
石
清
水
八
幡
符
領
安
芸
国
宍
保
の
成
立
の
過
程
を
追
っ
て
考
え

た
い
（
2
1

呉
別
符
は
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
石
清
水
八
幡
宮
領
と
し
て

史
料
上
に
登
場
す
る
。
そ
の
名
称
か
ら
、
国
街
領
時
代
の
呉
捕
の
中

に
あ
っ
て
、
開
発
領
主
が
荒
野
開
発
を
条
件
に
一
定
領
域
の
領
有
を

国
街
に
申
請
し
、
国
衡
の
裁
許
を
得
て
成
立
す
る
特
殊
な
徴
税
領
域

の
一
つ
で
あ
っ
た
と
と
が
わ
か
る
。
こ
の
別
符
の
開
発
領
主
で
あ
っ

た
呉
氏
が
、
こ
の
開
発
を
独
自
に
企
画
し
、
自
ら
の
富
に
よ
っ
て
向

力
で
推
進
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
下
向
井
氏
は
、
こ
の
呉
別
符
の

設
立
が
石
清
水
八
幡
宮
神
人
の
上
分
米
出
挙
活
動
と
密
接
に
関
わ
フ

て
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
開
発
領
主
た
ち
は
、
開
発
資
本
を
神

人
の
上
分
米
出
挙
に
大
き
く
依
存
し
て
お
り
、
彼
ら
は
上
分
米
出
挙

を
受
け
る
と
と
も
に
、
石
清
水
八
幡
宮
の
祭
神
を
産
土
神
に
勧
請
し
、

自
ら
も
在
地
神
人
化
し
て
開
発
の
上
分
米
を
「
神
物
」
と
な
し
、
国

街
に
よ
る
徴
納
を
対
押
し
て
い
っ
た
。
こ
の
呉
氏
も
ま
た
、
神
人
の

上
分
米
出
挙
活
動
に
開
発
資
本
を
頼
り
つ
つ
、
自
ら
在
地
神
人
化
し
、

神
人
の
諸
特
権
に
よ
る
国
街
権
力
か
ら
の
自
由
と
引
き
替
え
に
石
清

水
八
幡
宮
か
ら
の
金
融
的
吸
着
を
受
け
つ
つ
、
呉
の
荒
野
を
開
発
し

て
い
っ
た
。
呉
別
符
の
開
発
は
、
貝
氏
の
神
人
化
、
呉
別
符
の
石
清

水
八
幡
符
寺
領
化
で
あ
っ
た
、
と
下
向
井
氏
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

石
清
水
八
幡
山
高
領
は
、
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
、
鳥
羽
上
皇
と
結
合

し
た
別
当
光
清
の
社
領
拡
張
政
策
に
よ
づ
て
十
二
世
紀
前
半
に
爆
発

的
に
増
加
す
る
。
八
幡
神
人
の
活
動
が
活
発
化
す
る
の
も
こ
の
時
期

で
あ
る
。
八
幡
神
人
は
光
清
の
指
揮
の
も
と
、
と
り
わ
け
瀬
戸
内
海

沿
岸
地
域
で
所
領
拡
大
政
策
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
呉
別
符
の
設
立

も
当
時
の
行
清
水
八
幡
宮
の
社
領
拡
大
政
策
の
一
形
態
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
ま
た
、
神
人
が
権
門
社
寺
の
社
領
拡
大
に
寄
与
し
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
河
合
正
治
氏
は
賀
茂
神
社
鎮
の
八
島

（
矢
島
）
・
牲
島
の
例
を
あ
げ
て
い
る
（
2
2
0
賀
茂
社
供
祭
人
に
与

え
ら
れ
た
特
権
は
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
魚
の
集
ま
る
と
こ
ろ
を

求
め
て
航
海
し
、
航
行
・
到
達
可
能
な
浜
を
供
祭
所
に
選
定
し
居
住

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
特
権
を
得
る
た

め
に
、
漁
労
人
は
賀
茂
社
荘
閏
に
群
集
す
る
と
と
も
に
、
か
か
る
特

権
を
ふ
り
か
ざ
し
、
各
地
に
進
出
し
て
、
勝
手
に
漁
労
を
行
う
な
ど

円

it
i
 



し
て
問
題
を
起
こ
し
て
い
た
。
一
例
合
氏
は
、
八
島
や
柱
島
は
こ
の
よ

う
な
供
祭
人
た
ち
の
進
出
と
移
住
に
よ
り
、
加
同
一
茂
社
領
で
あ
る
こ
と

が
追
認
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ

う
に
、
神
人
の
進
出
に
は
権
門
社
寺
が
神
人
を
積
械
的
に
組
織
し
よ

う
と
し
て
い
れ
領
の
拡
大
へ
の
意
凶
が
働
い
て
い
た
と
と
が
わ
か
る
の

（

2
）
 

神
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

内
海
地
域
は
魚
・
只
・
塩
な
ど
の
牛
産
が
豊
か
で
あ
る
と
同
時
に
、

水
運
も
利
川
で
き
た
の
で
、
市
1

時
重
貨
と
さ
れ
て
い
た
米
穀
も
、
こ

の
地
域
か
ら
な
ら
ば
容
易
に
中
央
へ
と
運
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
白
ら

の
手
で
輸
送
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
荘
同
領
主
は
、
年

貞
積
出
に
便
利
な
船
沖
を
持
っ
た
上
地
を
好
ん
で
占
拠
す
る
と
と
も

に
、
途
中
の
輸
送
組
織
に
も
力
を
入
れ
て
い
た
。

こ
う
し
て
海
上
交
通
が
一
同
の
発
注
を
遂
げ
る
な
か
、
権
門
は
独

自
の
水
上
交
通
ル

1
卜
を
掌
握
し
よ
う
と
競
合
す
る
よ
う
に
な
る
。

な
か
で
も
、
瀬
戸
内
海
に
最
も
勢
力
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
わ
清

木
八
幡
宵
や
賀
茂
社
・
鴨
社
の
社
鎖
は
、
小
向
上
し
父
通
の
要
衝
に
点
在

し
て
い
る
一
；
。
石
治
水
八
幡
宮
は
、
淀
川
の
交
通
路
を
お
さ
え
、

そ
こ
を
起
点
と
し
て
瀬
戸
内
海
、
さ
ら
に
は
九
州
・
山
陰
に
至
る
海

上
交
通
に
大
き
な
h
A

を
行
使
し
て
い
た
。
賀
茂
社
・
鴨
社
領
も
ま
た
、

瀬
戸
内
海
に
集
中
し
、
そ
の
多
く
が
河
海
に
而
し
た
浦
を
九
日
ん
で
い

た
。
彼
ら
は
海
民
的
な
人
々
を
神
人
に
組
織
し
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
通
し
て
海
上
ィ
、
内
海
の
交
通
に
支
配
を
及
ぼ
せ
て
い
た
の
で
あ

る。四

院

政

期

国

家

の

海

賊

鎮

圧

政

策

（

1
）
 

保

元

新

制

以
上
の
こ
と
か
ら
、
神
人
が
そ
の
身
分
的
特
権
を
利
用
し
、
と
き

に
そ
の
活
動
が
海
賊
行
為
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
活
発
化
し
た
神
人
の
活
動
は
当
時
の
社
会
問
題
に
ま
で

発
展
し
た
。
そ
こ
で
王
朝
は
、
荘
園
整
理
の
よ
う
な
土
地
制
度
の
改

革
と
い
平
行
し
て
、
神
人
に
対
す
る
整
理
・
統
制
を
独
自
に
推
進
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
布
告
さ
れ
た

の
が
保
一
元
新
制
で
あ
る
一
2
4

；

保
一
疋
新
制
は
、
保
ヰ
バ
年
（
一
一
五

L

ハ
）
閏
九
月

l
八
日
に
後
白

河
天
白
E

に
よ
っ
て
布
告
さ
れ
た
。
こ
の
新
制
は
後
白
河
天
皇
の
「
王

上
忠
怨
」
を
根
底
と
し
た
、
権
門
社
寺
領
の
拡
大
を
抑
制
す
る
と
と

に
重
点
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た

I
h
J

こ
の
中
で
神
人
の
統
制
を

示
す
条
項
は
、
第
一
一
条
、
第
五
条
の
今
会
筒
条
で
あ
る
。
院
政
期
間
家

が
神
人
の
拠
点
と
し
て
列
挙
し
た
の
は
、
伊
勢
大
神
宮
、
石
清
水
八

幡
宮
、
賀
茂
社
・
鴨
社
、
春
日
社
、
日
古
神
社
の
七
社
で
あ
っ
た
。

第
三
条
で
は
、
「
往
古
之
神
人
」
の
員
数
に
は
決
ま
り
が
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
近
年
に
な
っ
て
社
斗
が
「
賄
賂
」
を
取
っ
て
、
つ
狼

り
に
神
人
を
補
し
、
或
は
正
日
と
れ
げ
し
、
或
は
其
の
被
と
称
」
し
、

本
に
は
、
所
部
公
民
が
凶
威
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
事
を
非
難
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
態
を
防
ぐ
た
め
、
「
本
外
れ
ー
に
対
し

「
本
神
人
の
交
名
並
び
に
証
文
を
注
進
」
し
、
「
一
幼
加
神
人
」
を
停

止
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
の
条
文
か
ら
、
公
民
を
神
人
化
す
る

と
い
う
人
身
支
配
を
通
し
て
、
そ
の
支
配
を
上
地
に
ま
で
及
ぼ
そ
う

と
し
た
権
門
の
動
向
を
、
神
人
の
定
数
を
定
め
る
こ
と
で
抑
制
し
よ

う
と
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

第
五
条
に
お
い
て
は
、
諸
国
の
寺
社
が
、
中
央
寺
社
の
末
社
あ
る

い
は
権
門
の
所
領
と
号
し
て
、
「
社
は
数
干
の
神
人
を
補
し
、
上
寸
は

巨
多
は
講
衆
を
定
め
、
各
々
己
の
威
を
振
る
い
、
吏
務
を
打
妨
げ
、

頻
り
に
郷
村
を
横
行
」
し
て
同
街
を
責
め
煩
わ
せ
た
こ
と
を
示
し
、

凶
司
を
し
て
彼
ら
を
取
り
締
ま
ら
せ
よ
う
と
し
た

2
G
、
。
こ
の
条
文

は
、
地
方
に
お
け
る
神
人
の
活
動
が
活
発
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
憎
加
が
爆
発
的
で
あ
っ
た
と
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
条
文
か
ら
、
王
土
思
想
の
上
に
成
立
し
た
こ
の
保
一
元
新
制

が
、
仁
地
を
対
象
に
し
た
荘
闘
整
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
人
の
統
制

に
か
な
り
力
を
人
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
神
人
は
、

荘
岡
領
主
の
み
な
ら
ず
同
家
に
と
っ
て
も
当
時
の
交
通
体
系
に
不
可
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平

井
」
1
U

し
て

1ι

、

ふ
4あ

る追

討

使

は

原

則

と

し

て

衛

府

官

人

か

ら

選

任

さ

れ

現

実

に

鎮

圧
の
主
体
と
な
る
の
は
押
領
使
や
警
固
使
を
指
揮
官
と
す
る
国
街
軍

制
で
あ
り
、
追
討
使
と
国
内
武
士
と
の
聞
に
軍
事
指
掠
権
を
媒
介
に

私
的
主
従
関
係
が
形
成
さ
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
十
－

世
紀
中
葉
以
降
、
王
朝
国
家
は
追
討
使
の
軍
事
指
揮
権
を
強
化
し
て

諸
問
武
土
を
掌
握
さ
せ
、
軍
事
問
題
の
鎮
圧
を
凶
る
よ
う
に
な
っ
た
。

軍
事
指
揮
権
の
内
実
は
「
追
討
宣
持
」
が
約
束
す
る
「
勲
功
賞
」
推

挙
権
で
あ
り
、
非
服
従
者
に
対
す
る
処
罰
権
で
あ
っ
た
（
；
；

平
氏
の
追
討
使
と
し
て
の
活
躍
は
、
源
義
親
討
伐
か
ら
始
ま
る
。

清
盛
の
祖
父
で
あ
る
正
盛
は
、
義
親
討
伐
に
お
い
て
軍
功
を
挙
げ
、

そ
の
賞
と
し
て
、
両
国
の
一
等
国
で
あ
る
但
馬
国
の
同
司
に
選
任
さ

れ
た
。
彼
は
そ
の
後
も
丙
悶
の
国
司
を
歴
任
し
な
が
ら
永
久
二
年

（
一
一
一
四
）
に
は
海
賊
九
人
を
捕
ら
え

7
9
）
、
元
永
ム

J

年
（
一
一

一
九
）
に
は
肥
前
凶
仁
和
年
領
藤
津
荘
の
荘
司
一
平
直
澄
を
追
捕
す
る

な
ど
の
活
躍
を
重
ね
て
い
る

1
1
0

と
の
件
に
お
い
て
注
目
す
べ
き

は
「
髄
兵
百
人
、
多
是
両
海
南
海
名
土
也
L

と
い
う
記
述
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
内
海
地
域
の
有
力
な
国
内
名
士
の
多
く
が
、
既
に
正

盛
の
部
下
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
ぷ
す
。
つ
ま
り
、
一
正
盛
が
凶
回
国

．
一
川
歴
任
中
に
彼
ら
を
組
織
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
国

内
名
士
糾
合
の
促
進
剤
と
な
っ
た
の
は
迫
討
使
と
い
う
公
的
権
威
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
；
！
。
正
盛
の
後
継
者
で
あ
る
忠
盛
も
、
大

書
店

安
末
期
活
発
化
し
た
海
賊
の
横
行
を
鎮
正
す
る
た
め
の
政
策

て
、
新
制
の
よ
う
な
制
度
的
対
策
の
他
に
、
直
接
的
な
も
の
と

追
討
使
の
派
遣
が
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
追
討
使
に
代
々
任
ぜ
ら

そ
れ
を
機
会
に
内
海
地
域
に
勢
力
を
も
っ
て
く
る
の
が
平
氏
で

〆’‘、、 欠
な
担
い
子
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
ら
を
廃
止
す
る
と
い
う
こ
と
は

全
く
問
題
に
な
り
得
な
か
っ
た
。
新
制
は
あ
く
ま
で
彼
ら
を
一
定
の

枠
組
み
に
抑
え
込
む
た
め
の
政
策
で
あ
っ
た
と
い
え
る

2
L
o

2 
、、・d’

平
氏

の
追
討
使
派

以
上
、
院
政
期
の
海
賊
の
実
態
を
先
行
研
究
と
史
料
を
も
と
に
考

察
し
た
。
院
政
期
の
海
賊
活
動
の
中
心
的
担
い
手
が
「
神
人
」
と
い

う
特
殊
な
身
分
に
位
置
す
る
者
で
あ
り
、
彼
ら
の
活
動
の
背
景
に
は

当
時
大
き
な
権
力
を
握
っ
て
い
た
権
門
神
社
の
意
図
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
政
治
問
題
化
す
る
ほ
ど
活
発
化
し
た
彼
ら
の
濫
行
を
鎮
圧
す

る
た
め
に
、
院
政
期
国
家
が
採
っ
た
政
策
が
新
制
の
布
告
で
あ
り
、

追
討
使
の
派
遣
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
追
討
使
」
の
権
限
を
利
用
し
て

治
四
年
（
一
一
一
一
九
）
追
討
使
に
補
任
さ
れ
て
い
る

1
2
）O

こ
れ
は

山
陽
・
南
海
道
に
出
没
す
る
海
賊
を
揚
め
取
る
た
め
の
補
任
で
あ
り

こ
れ
に
よ
っ
て
両
道
諸
国
は
忠
盛
の
海
賊
追
討
活
動
に
協
力
す
る
こ

と
が
事
実
上
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
保
延
一
元
年

（
一
一
一
一
：
九
）
に
再
び
海
賊
の
横
行
が
盛
ん
と
な
っ
た
と
き
も
「
忠

盛
丙
海
有
一
々
勢
之
開
－
被
一
発
遣
一
尤
有
レ
便
欺
」
（
3

3

）
と
し
て
再
度

追
討
使
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
忠
盛
は
同
年
八
月
十
九
日
、
日
高
禅

師
を
賊
許
と
す
る
海
賊
を
検
非
違
使
に
引
き
渡
し
て
い
る
が
、
こ
こ

で
『
長
秋
記
』
の
同
日
の
記
事
に
注
目
し
た
い
。
「
此
中
多
是
非
レ

賊
、
只
以
ド
非
一
忠
盛
家
人
一
者
ヘ
号
レ
賊
虜
進
云
々
」
（
3
4

）
と
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
忠
磁
が
追
討
使
と
い
う
身
分
を
利
用
し
、
自
分
の
家

人
と
な
ら
な
い
者
を
捕
ら
え
て
自
ら
の
勢
力
拡
大
を
図
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

平
氏
は
海
賊
を
追
討
す
る
た
め
の
「
追
討
使
」
と
い
う
身
分
の
持

つ
権
限
を
食
欲
に
利
用
し
な
が
ら
、
そ
の
追
討
の
過
程
に
お
い
て
彼

ら
を
自
分
の
支
配
下
に
お
さ
め
て
い
っ
た
。
彼
ら
を
支
配
す
る
こ
と

は
同
時
に
先
述
し
た
彼
ら
の
持
つ
海
上
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
掌
中

に
収
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
平
氏
は
こ
の
よ
う
に
追
討
使
の
権
限

を
持
っ
て
、
寺
社
の
持
つ
従
来
の
海
上
ル

l
ト
に
介
入
し
、
平
氏
独

自
の
ル

i
ト
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
、
平
氏
の
最
盛
期
で

あ
る
清
盛
の
代
を
経
て
、
彼
ら
が
滅
亡
す
る
ま
で
の
平
氏
の
権
力
基

盤
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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国
に
権
力
基
盤
を
築
い
て
い
く
の
が
平
氏
で
あ
る
。

院
政
期
以
降
の
海
賊
は
、
こ
こ
で
述
べ
た
神
人
を
起
源
と
し
て
お

り
、
同
家
に
よ
る
神
人
統
制
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
た
者
で
あ
っ
た

I
I
。
そ
し
て
、
こ
の
枠
組
み
の
中
に
統
制
さ
れ
た
神
人
は
、
や
が

て
、
南
北
朝
動
乱
に
よ
る
神
仏
や
天
皇
な
ど
の
ー
聖
な
る
も
の
」
の

権
威
失
惨
に
よ
り
、
没
落
の
暦
山
人
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。

『
続
日
本
記
ι

一大切
r
A
↓
年
九
月
け
九

H
条

ド
向
井
龍
彦
「
凶
街
と
氏
土
」
（
『
岩
波
講
座

H
本
通
史

6
』
山
行
波
書
店
一
九
九
五
年
）
、
「
悶
術
支
配
の
再
編
成

（
『
新
版
［
古
代
の
什
本
］
④
中
国
・
問
同
』
角
川
書
店

a

九
九

A

一
年
）
、
「
部
内
居
住
衛
府
合
人
問
題
と
承
平
南
海

賊
」
（
『
南
海
文
化
研
究
紀
要
』

4

八

－

－

九

号

一

九

九

O
年
）

網
野
善
’
珍
「
小
杭
前
期
に
お
け
る
職
能
民
の
存
証
形
態
」

（
「
日
本
中
位
史
研
究
の
軌
跡
』
永
原
慶
一
会
－
佐
々
木
潤
之

介

編

東

京

大

学

出

版

会

一

九

八

八

年

）

、

『

海

と

列

’

品

の
中
れ
』
（
日
本
エ

J

ナ

イ

タ

ー

ス

ク

ー

ル

山

版

部

一

九

九

4

一
年
）
、
『
必
党
と
海
賊
七
（
法
政
大
学
出
版
局
一
九
九

行
年
）

豊
凶
武
『
中
性
の
商
人
と
交
通
』
（
K
H

川

弘

文

館

一

九

八

二
年
）

稲

葉

仲

道

「

神

人

・

奇

人

し

（

『

岩

波

講

座

日

本

通

史

7

お
波
書
店

A

九
九
凶
作
）

曲
区
間
前
掲
論
文
（

3
）

稲
葉
前
掲
論
文
（

4
）

『
兵
範
記
』
保
元
一
バ
年
間
九
月
十
八

U
条

建
久
二
年
7
a
h
月

後

鳥

羽

天

皇

買

旨

（

『

平

安

遺

文

：一口一勺）

一
戸
出
芳
実

王
朝
都
市
と
荘
間
体
制
」

『
山
石
波
講
座

五
日

とコ

23 22 21 20 19 17 16 1514131211 “りー18 

本歴史4（古代4）』宕波書店」九七六年）
網野善彦「中世前期における職能民の存在形態

（『日本中附史研究の軌跡』東京大学出版会
八八年）

網野前掲論文（刊）
稲葉前掲論文（4）

『中卜れ記』永久ム一年一一一月十一日条

『山T右記』永久一一年四月十五日条

佐竹昭二平安中・後期の赦について」（『
研究』第9巻」九八四年）

稲葉佳代「平安後期における神社について
報中悦史研究』第十aH可A九八六年）

網野世曜日彦「日本中慌の非農業民と天皇』（
J九八例年）

保立道久「中慣前期の漁場と庄同制」（『
一一宇七六日η一九八一年）

網野一斉彦「巾院前期の瀬戸内海交通」（『
海人文化海と列島文化9h小学館－L
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安遺文L一六1八日行）
大山尚一V「院政時代の同術と荘園」（

第牟巻一九七四年）

寛治六年八月五日鴨御極大神宮牒案

網野善彦「荘園史の視角」（『講耐用
古川弘文館宇九八九年）

下向井龍彦「石清水八幡山内寺領安芸同
（『芸備地方史研究』一六Lハ・会六七

年）
河合一化治『日本歴史新書瀬戸内海の

官官一九六七年）
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35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 
）〉

『

兵

範

記

』

前

掲

史

料

（

7
）

網

野

前

掲

著

書

（

泊

）

第

一

章

黒
同
日
出
男
「
中
杭
成
立
期
の
民
衆
意
識
と
荘
園
体
制
」

（
『
日
本
中
世
開
発
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
一
九
八
四
年

黒
田
前
掲
論
文
（
却
）

下

向

井

龍

彦

「

王

朝

国

家

軍

制

研

究

の

基

本

視

角

「

追

討

官
符
」
を
中
心
に
！
」
（
『
王
朝
国
家
国
政
史
の
研
究
』
古

川

弘

文

館

一

九

八

七

年

）

「

同

街

と

武

士

」

（

『

岩

波

講

座

H
本
歴
史

6

占
代

5
』
山
石
波
書
店
一
九
九
五
年
）

『
小
布
記
』
永
久
二
年
三
月
九
日
条

『
長
秋
記
』
元
永
三
年
十
二
月
一
，
十
七
日
条

高
橋
昌
明
『
清
盛
以
前

l
伊

勢

平

氏

の

興

降

』

（

平

凡

社

九
八
四
年
）
第
四
章

『
朝
野
群
載
』
大
治
四
年
三
月
「
検
非
違
使
移
」

『
中
右
記
』
保
延
一
冗
年
四
月
八
日
条
・
『
長
秋
記
』
保
延
元

年
同
月
八
日
条

『
長
秋
記
』
保
延
元
年
八
月
十
九
日
条

網
野
前
掲
著
書
（

2
）
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