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（0

は
じ
め
に

　

中
世
を
通
じ
て
社
会
・
国
家
の
基
盤
と
な
っ
た
中
世
荘
園
制
の
成
立

は
、
院
政
期
に
画
期
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

1
（

が
、
そ
の

後
の
川
端
新
氏
の
研
究
で
は
院
政
期
の
中
で
も
す
で
に
白
河
院
政
期
か

ら
中
世
荘
園
の
形
成
も
開
始
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
時
期
以
来

の
立
荘
は
量
的
に
飛
躍
的
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
質
的
に
も
転

換
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　

川
端
氏
の
「
上
か
ら
の
立
荘
」
と
い
う
荘
園
制
成
立
史
論
に
影
響
さ

れ
、こ
れ
を
契
機
と
し
て
、荘
園
制
成
立
史
研
究
は
新
た
な
段
階
に
入
っ

た
と
言
え
る
。

　

そ
こ
で
近
年
の
荘
園
制
成
立
史
研
究
を
整
理
し
、
現
段
階
に
お
け
る

中
世
荘
園
制
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
大
筋
を
ま
と
め
、
同
時
に
そ
の
中

で
の
疑
問
点
や
課
題
を
提
示
し
て
み
た
い
。
な
お
、「
中
世
荘
園
」
と

中
世
荘
園
制
の
成
立
に
つ
い
て

畑
　
　
野
　
　
順
　
　
子

研
究
ノ
ー
ト

い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
国
家
に
よ
っ
て
設
立
を
公
認
さ
れ
た
私
的
大

土
地
所
有
と
い
う
認
識
で
使
用
す
る
。

一　

中
世
荘
園
制
成
立
以
前

　

中
世
荘
園
制
成
立
以
前
に
つ
い
て
は
荘
園
史
研
究
会
編
『
荘
園
史
研

究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク（

（
（

』
を
参
考
と
し
、
そ
の
要
点
を
紹
介
す
る
の
み
と
す

る
。（

一
）
古
代
の
荘
園

　

荘
園
な
る
も
の
は
八
～
九
世
紀
よ
り
存
在
し
、中
世
荘
園
に
対
し「
初

期
荘
園
」
あ
る
い
は
「
古
代
荘
園
」
の
概
念
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
初

期
荘
園
に
は
大
き
く
分
け
れ
ば
①
律
令
制
下
に
不
輸
租
と
し
て
認
定
さ

れ
た
神
田
・
寺
田
と
②
墾
田
永
年
私
財
法
に
よ
っ
て
墾
田
を
集
積
し
て
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二　

中
世
荘
園
制
の
成
立

　

前
述
の
よ
う
に
、
中
世
を
通
じ
て
長
く
社
会
の
基
盤
と
な
る
中
世
荘

園
は
院
政
期
に
飛
躍
的
に
設
立
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
か
つ
て
の
寄
進

地
系
荘
園
論
と
は
異
な
り
、
近
年
の
中
世
荘
園
成
立
史
論
で
は
、
こ
の

時
期
の
荘
園
形
成
に
つ
い
て
寄
進
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
現
地
の
在
地
領
主
か
ら
の
寄
進
の
主
体
性
よ
り
も
、
荘
園

領
主
側
の
積
極
的
な
働
き
か
け
に
よ
り
上
か
ら
寄
進
を
促
進
さ
せ
る
動

き
が
顕
著
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
一
）
朝
廷
の
荘
園
政
策
転
換

　

川
端
氏
は
前
述
の
論
文
の
最
初
に
寛
治
四
（
一
〇
九
〇
）
年
の
賀
茂

上
・
下
両
社
へ
の
各
六
〇
〇
余
町
の
朝
廷
に
よ
る
寄
進
・
立
荘
を
挙
げ
、

国
司
に
よ
る
済
物
未
進
が
顕
著
に
な
る
中
で
行
わ
れ
た
、
朝
廷
に
よ
る

国
家
的
給
付
の
代
替
と
し
て
の
荘
園
認
定
の
画
期
と
し
て
位
置
づ
け
て

い
る
。
朝
廷
が
大
寺
社
へ
の
封
戸
の
代
り
に
、
主
体
的
に
荘
園
を
国
家

的
給
付
と
し
て
認
定
・
付
与
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
時
期
に
熊

野
社
へ
の
寄
進
、
伊
勢
神
宮
へ
の
御
厨
・
御
園
の
領
有
認
定
が
見
ら
れ

る
と
し
、
十
一
世
紀
末
に
朝
廷
の
荘
園
政
策
転
換
が
あ
っ
た
と
み
な
し

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
川
端
氏
の
所
論
の
前
提
に
は
坂
本
賞
三
氏
の
、
荘
園
を

国
家
的
給
付
の
便
補
と
捉
え
る
見
解
が
あ
り（

（
（

、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　

守
田
逸
人
氏
に
よ
れ
ば（

（
（

、
以
後
、
旧
来
の
大
寺
社
は
寺
社
側
か
ら
中

い
っ
た
墾
田
集
積
荘
園
が
あ
る
。
②
の
墾
田
集
積
荘
園
に
は
、
ⓐ
北
陸

の
東
大
寺
領
荘
園
を
典
型
と
す
る
寺
院
な
ど
に
よ
っ
て
荘
園
化
さ
れ
た

も
の
と
ⓑ
王
臣
家
領
荘
園
が
あ
る
。
王
臣
家
領
荘
園
と
は
王
族
を
含
め

た
貴
族
な
い
し
そ
の
家
政
機
関
に
よ
る
墾
田
占
定
に
よ
り
集
積
さ
れ
た

荘
園
を
指
し
、
在
地
の
富
豪
層
と
結
託
し
て
経
営
さ
れ
て
い
た
。
不
詳

な
が
ら
様
々
な
形
で
存
続
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ⓐ
の
寺
院
ら

に
よ
る
墾
田
集
積
荘
園
は
専
属
農
民
の
い
な
い
輸
租
田
で
、
周
辺
班
田

農
民
に
よ
る
請
作
だ
っ
た
こ
と
か
ら
や
が
て
退
転
し
、
中
世
荘
園
に
続

く
こ
と
な
く
荒
廃
し
て
し
ま
う
と
い
う
。

（
二
）
摂
関
期
の
荘
園

　

こ
の
時
期
特
長
的
な
の
は
、
国
衙
の
荒
廃
公
田
再
開
発
奨
励
策
に
よ

る
開
発
に
よ
る
私
領
の
形
成
で
あ
る
。
開
発
領
主
は
在
地
の
負
名
田
堵

な
ど
の
開
発
者
と
、
彼
ら
か
ら
買
得
・
伝
領
し
て
再
開
発
を
も
行
う
中

下
級
貴
族
・
僧
侶
な
ど
様
々
だ
が
、
近
年
の
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
開
発

領
主
は
地
方
と
都
を
往
復
し
、
京
で
活
動
し
な
が
ら
在
地
に
本
拠
を
も

ち
、
私
領
や
荘
園
の
形
成
を
進
め
て
い
っ
た
主
体
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
開
発
の
私
領
が
国
司
の
免
判
で
官
物
・
臨
時
雑
役
免
除

の
国
免
荘
に
な
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
大
寺
社
も
積
極
的
に
開
発
を
進
め

荘
園
を
形
成
し
て
い
く
動
き
も
見
ら
れ
る
。

　

私
領
主
ら
は
、
そ
の
所
領
を
収
公
さ
れ
る
の
を
逃
れ
る
た
め
、
有
力

貴
族
に
寄
進
す
る
が
、
一
般
的
に
こ
の
時
期
に
は
被
寄
進
者
は
自
ら
の

荘
園
と
し
て
立
荘
す
る
意
識
は
な
く
、
こ
れ
ら
が
家
領
と
し
て
維
持
さ

れ
た
形
跡
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。



（（

が
進
行
し
、
荘
園
化
が
進
む
一
方
で
、
膨
大
な
天
皇
家
御
願
寺
建
立
は

膨
大
な
天
皇
家
御
願
寺
領
荘
園
を
立
荘
さ
せ
、
よ
り
直
接
的
に
院
政
期

の
飛
躍
的
な
荘
園
成
立
の
原
因
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
院
政
期
の
よ
り
大

き
な
勢
い
で
あ
る
。
次
々
建
立
さ
れ
た
御
願
寺
の
仏
事
執
行
費
用
を
賄

う
た
め
に
、
そ
の
財
源
と
な
る
御
願
寺
領
荘
園
が
設
立
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
院
政
期
立
荘
は
天
皇
家
領
荘
園
、
中
で
も
天
皇

家
御
願
寺
領
荘
園
こ
そ（

（
（

が
、そ
の
中
心
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

川
端
氏
は
御
願
寺
領
荘
園
を
含
め
白
河
院
政
期
か
ら
見
ら
れ
る
こ
れ

ら
の
立
荘
の
特
色
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
院
・
女
院
・
摂
関

家
な
ど
権
門
で
あ
る
と
同
時
に
中
世
王
権
の
分
有
者
が
主
体
的
、
積
極

的
に
立
荘
候
補
地
を
募
り
、「
券
契
を
尋
ね
」
て
選
び
出
し
、
設
立
さ

せ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
の
為
、
そ
の
立
荘
の
手
続
き
も

従
来
の
よ
う
な
官
符
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
院
庁
・
女
院
庁
か
ら
発

給
さ
れ
る
牒
・
下
文
、
摂
関
家
下
文
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。
ま

た
条
件
に
適
っ
た
荘
園
候
補
地
を
募
り
、
探
す
際
に
は
院
・
女
院
・
摂

関
家
の
近
臣
層
の
連
携
に
よ
っ
て
候
補
地
が
挙
げ
ら
れ
、
立
荘
が
実
現

さ
れ
て
い
き
、
設
立
さ
れ
た
後
に
は
彼
ら
近
臣
層
が
そ
の
荘
園
の
預
所

職
を
得
る
こ
と
。
こ
う
し
て
で
き
た
荘
園
は
寄
進
さ
れ
た
私
領
を
は
る

か
に
凌
ぐ
、
公
領
を
抱
き
合
わ
せ
た
広
大
な
領
域
型
荘
園
で
あ
っ
た
こ

と
、
な
ど
で
あ
る
。

　

御
願
寺
領
荘
園
設
定
作
業
は
造
営
事
業
と
並
行
し
て
計
画
さ
れ
、
落

慶
後
ま
も
な
く
そ
の
作
業
が
進
め
ら
れ
る
。
建
春
門
院
御
願
最
勝
光
院

の
事
例
で
は
、
最
勝
光
院
寺
家
弁（

（1
（

を
勤
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
藤
原

経
房
が
、
承
安
三
（
一
一
七
三
）
年
十
月
二
十
一
日
の
落
慶
後
間
も
な

央
権
力
へ
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
便
補
保
の
形
成
や
旧
領
復
興

な
ど
に
よ
っ
て
封
戸
の
代
り
に
一
円
不
輸
の
領
域
型
荘
園
を
獲
得
す
る

動
き
を
見
せ
、
封
戸
か
ら
荘
園
を
経
営
基
盤
と
す
る
体
制
へ
と
再
編
し

て
い
く
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
朝
廷
の
政
策
転
換
の
背
景
は
上
島
享
氏
の
財
政
論（

（
（

か
ら

以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　

十
世
紀
後
半
に
再
編
さ
れ
た
財
源
確
保
の
方
法
は
正
蔵
率
分
制
・
永

宣
旨
料
物
制
・
年
料
制
・
料
国
制
・
臨
時
召
物
制
な
ど（

（
（

、
経
費
を
諸
国

に
割
り
当
て
る
国
宛
の
方
法
で
支
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
内
裏
造

営
・
院
御
所
造
営
・
中
で
も
膨
大
な
御
願
寺
造
営
の
時
代
が
到
来
す
る

と
（「
大
規
模
造
営
の
時
代
」）、
天
皇
家
御
願
寺
造
営
の
た
め
に
受
領

成
功
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
受
領
成
功
は
院
近
臣
を
国

司
に
任
命
す
る
代
わ
り
に
院
近
臣
で
あ
る
受
領
に
御
願
寺
造
営
費
用
を

負
担
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
造
営
費
用
は
受
領
の
私
物
か
ら
賄
う
べ

き
、
と
い
う
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
が
て
成
功
の
受
領
に
は
臨
時

召
物
免
除
、
そ
の
他
の
官
物
・
封
物
の
対
捍
が
行
わ
れ
だ
し
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
国
宛
方
式
の
経
費
納
入
が
崩
れ
て
い
き
、
国
司
か
ら
の
官

物
・
封
物
の
納
入
は
さ
ら
に
悪
化
し
て
き
た
と
い
う
。
十
一
世
紀
末
か

ら
の
膨
大
な
御
願
寺
造
営
が
財
政
構
造
を
崩
す
契
機
だ
っ
た
と
言
え

る
。
こ
れ
に
よ
り
朝
廷
も
封
戸
か
ら
荘
園
認
定
へ
と
方
針
転
換
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
と
い
う
（
守
田
氏
論
考
参
考（

（
（

）。

（
二
）
御
願
寺
領
荘
園
の
設
立

　

こ
の
よ
う
な
朝
廷
の
荘
園
政
策
転
換
に
よ
る
旧
来
大
寺
社
領
の
再
編
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崇
徳
天
皇
御
願
成
勝
寺
領
荘
園
・
末
寺
等
は
、そ
の
相
折
帳（
（1
（

か
ら
「
寄

進
」
者
が
判
明
す
る
が
、
藤
原
顕
頼
や
藤
原
家
成
な
ど
代
表
的
な
院
近

臣
と
藤
原
資
憲
な
ど
崇
徳
天
皇
側
近
た
ち
が
多
く
を
占
め
、
鳥
羽
院
・

崇
徳
天
皇
側
近
が
中
心
勢
力
と
な
っ
て
荘
園
設
定
作
業
が
進
め
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
側
近
が
所
領
寄
進
を
仲
介
し
、
再
寄
進
と
い
う

形
で
寄
進
者
と
な
り
預
所
職
所
有
者
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
こ
の
寄
進
者
の
中
に
は
成
勝
寺
の
経
営
実
務
最
高
責
任
者
で
あ

る
上
座
増
仁
が
多
く
の
荘
園
・
末
寺
の
寄
進
者
と
な
っ
て
お
り
、
寺
家

側
の
経
営
担
当
者
と
し
て
彼
も
荘
園
設
定
に
大
き
な
働
き
を
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
御
願
寺
の
執
行（
上
座
）・
三
綱
な
ど
経
営
実
務
者
は
、

多
く
の
御
願
寺
の
長
吏
・
検
校
な
ど
御
願
寺
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
仁

和
寺
御
室
の
政
所
構
成
者
で
あ
る
な
ど
、
御
室
と
の
緊
密
な
統
轄
関
係

の
下
に
あ
り
、
御
願
寺
領
荘
園
設
定
作
業
の
背
後
に
は
院
の
子
で
あ
る

仁
和
寺
御
室
の
存
在
も
院
権
力
の
分
身
と
し
て
大
き
な
力
を
も
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
具
体
的
な
立
荘
手
法
と
し
て
高
橋
一
樹
氏
に
よ
っ
て
知

行
国
制
と
の
連
動
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
高
橋
氏
は
、
鳥
羽
院
御
願
金

剛
心
院
領
越
後
国
小
泉
荘
の
事
例
な
ど
を
引
き
な
が
ら
、
鳥
羽
院
「
第

一
の
寵
臣
」
と
い
わ
れ
た
藤
原
家
成
が
知
行
国
越
後
国
等
に
お
い
て
、

自
身
が
造
進
し
た
御
願
寺
の
た
め
の
寺
領
荘
園
を
、
御
願
寺
の
造
営
事

業
と
時
期
的
に
並
行
し
な
が
ら
自
身
の
知
行
国
内
に
設
立
し
て
い
っ
た

様
子
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
造
進
し
た
御
願
寺
の
寺

領
荘
園
を
自
身
の
知
行
国
内
か
ら
提
供
す
る
と
い
う
手
法
は
平
清
盛
ら

に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
、
と
し
て
い
る（

（1
（

が
、
こ
の
よ
う
な
手
法
は
御

い
翌
年
二
月
か
ら
「
奏
最
勝
光
院
御
庄
々
事
」
と
最
勝
光
院
領
荘
園
設

定
に
関
し
て
後
白
河
院
に
上
奏
し
て
い
る
記
事
が
彼
の
日
記
『
吉
記
』

の
中
に
散
見
さ
れ
る（

（（
（

。
経
房
は
例
え
ば
信
濃
国
塩
田
荘
に
つ
い
て
は
藤

原
成
親
か
ら
最
勝
光
院
へ
所
領
を
寄
進
す
る
申
し
出
を
院
奏
し
、
院
か

ら
「
年
貢
猶
少
思
食
、
可
注
申
所
当
」、
成
親
か
ら
「
年
貢
可
進
千
段
」、

そ
れ
に
対
し
院
か
ら
「
可
進
寄
文
」
と
年
貢
額
に
関
す
る
や
り
と
り
を

仲
介
し
て
い
る
。「
遠
江
所
領
」
に
つ
い
て
は
、
寄
進
の
申
請
者
で
あ

る
備
後
守
藤
原
為
行
に
会
い
遠
江
所
領
に
つ
い
て
の
こ
と
を
尋
ね
る
よ

う
、
院
の
指
示
を
受
け
て
い
る
。
御
願
寺
領
荘
園
設
定
に
際
し
て
貴
族

の
側
か
ら
積
極
的
に
寄
進
の
申
し
出
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
経
房
が

こ
れ
を
院
奏
し
、
作
業
を
進
行
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
院
自

身
も
近
江
国
檜
物
荘
に
つ
い
て
も
「
年
貢
壇
供
餅
之
外
、
可
加
進
米
卅

石
之
由
」
な
ど
、塩
田
荘
と
同
様
に
年
貢
の
増
額
な
ど
の
指
示
を
出
し
、

院
自
身
が
細
部
に
ま
で
主
体
的
具
体
的
に
指
示
を
出
し
て
候
補
地
の
選

定
に
関
わ
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
檜
物
荘
は
最
勝
光
院
領
荘
園
目
録（
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（

に
修
二
月
の
壇
供
餅
を
負
担
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
す
で

に
年
中
仏
事
計
画
や
そ
の
た
め
の
相
折
（
用
途
配
分
計
画
）
が
立
て
ら

れ
た
上
で
の
積
極
的
計
画
的
な
荘
園
設
定
作
業
だ
っ
た
可
能
性
が
高

い
。
こ
れ
ら
の
荘
園
は
実
際
に
立
荘
さ
れ
て
い
る
の
が
同
目
録
に
よ
り

確
認
で
き
る
。
こ
う
し
て
こ
れ
ら
の
「
御
庄
々
寄
文
」
は
「
可
令
候
寺

家
之
故
也
」
と
経
房
か
ら
最
勝
光
院
執
行
静
憲
の
も
と
へ
送
り
遣
わ
さ

れ
て
い
る
。
最
勝
光
院
の
事
例
は
時
代
が
下
る
が
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス

テ
マ
チ
ッ
ク
な
荘
園
設
定
の
し
く
み
は
時
代
を
遡
っ
て
考
え
て
も
良
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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原
光
隆
の
平
氏
・
後
白
河
院
へ
の
奉
仕
と
し
て
国
衙
領
が
削
ら
れ
て
立

荘
さ
れ
た
と
五
味
文
彦
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に（

1（
（

、
諸
国
の
国
守
・
知

行
国
主
の
意
向
次
第
で
国
衙
領
の
一
部
を
割
い
て
院
・
女
院
へ
寄
進
・

立
荘
し
、
広
大
な
荘
園
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

朝
廷
の
封
戸
か
ら
荘
園
へ
の
政
策
転
換
が
前
提
に
あ
っ
て
、
新
た
に

建
立
さ
れ
る
御
願
寺
に
対
し
て
も
そ
の
方
針
で
国
家
的
に
荘
園
が
設
立

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
立
荘
形
態
を
見
る
限

り
、
天
皇
家
御
願
寺
領
荘
園
形
成
は
、
院
権
力
の
意
向
・
作
為
が
強
く

作
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
三
）
院
政
期
御
願
寺
の
意
義
と
荘
園
制

　

院
政
期
御
願
寺
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

周
知
の
如
く
御
願
寺
に
は
白
河
天
皇
以
後
の
天
皇
発
願
の
五
勝
寺

と
、
そ
れ
以
外
の
院
・
女
院
発
願
の
院
家
型
御
願
寺
が
あ
る
。
天
皇
発

願
の
五
勝
寺
と
り
わ
け
法
勝
寺
は
国
家
的
意
味
合
い
が
強
く
、
鎮
護
国

家
を
祈
る
仏
事
を
中
心
に
追
善
仏
事
も
行
わ
れ
、
そ
の
執
行
機
関
も
上

卿
・
弁
な
ど
太
政
官
機
構
が
行
事
と
な
っ
て
執
行
す
る（
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国
家
的
仏
事
の

典
型
で
あ
る
。
法
勝
寺
に
お
け
る
追
善
仏
事
も
国
家
的
仏
事
に
昇
華
さ

れ
た
と
い
う
。
ま
た
上
島
氏
に
よ
れ
ば（
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、
院
権
力
は
寺
院
の
側
か
ら
提

唱
さ
れ
た
王
法
仏
法
相
依
論
を
仏
法
に
よ
る
自
ら
の
国
家
権
力
強
化
に

利
用
し
た
と
い
う
。
法
勝
寺
は
天
下
安
泰
・
五
穀
豊
穣
・
万
民
快
楽
な

ど
を
祈
る
公
共
的
機
能
を
有
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
法
勝
寺
の

創
建
は
、
白
河
天
皇
が
こ
れ
ら
の
公
共
的
機
能
の
担
い
手
と
し
て
、
自

ら
が
公
権
力
た
る
こ
と
を
示
し
、
国
王
と
し
て
の
正
当
性
を
示
し
た
と

願
寺
領
荘
園
設
立
の
際
に
は
、
他
の
院
近
臣
御
願
寺
造
営
者
に
も
多
か

れ
少
な
か
れ
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
が
研
究
対
象
と
し
た
平
氏
知
行
国
安
芸
国
・
伊
予
国
で
も
平
氏

が
貢
献
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
後
白
河
院
御
願
蓮
華
王
院
領
沼
田

荘
や
同
御
願
新
熊
野
社
領
三
入
荘
な
ど
の
よ
う
に
、
似
た
状
況
で
設
立

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
荘
園
が
存
在
す
る（

（1
（

ほ
か
に
、
平
氏
が
何
ら
か
の
形
で

関
与
し
た
天
皇
家
領
・
厳
島
社
領
（
天
皇
家
御
願
寺
領
で
は
な
い
が
）

が
数
多
く
存
在
す
る（

（1
（

。
話
は
少
し
そ
れ
る
が
、
平
氏
は
こ
う
し
た
手
法

を
利
用
し
て
多
く
の
平
氏
領
を
形
成
し
、沿
岸
部
を
領
域
に
含
ん
だ
り
、

沿
岸
部
に
倉
敷
地
を
設
定
し
た
り
し
て
お
り
、
平
氏
の
場
合
、
そ
の
目

的
は
、
日
宋
貿
易
を
視
野
に
入
れ
た
瀬
戸
内
海
航
路
の
掌
握
や
、
軍
事

的
意
味
合
い
で
の
制
海
権
の
掌
握
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　

平
氏
以
前
の
安
芸
国
で
は
高
田
郡
三
田
郷
は
他
の
徴
証
と
共
に
、
当

時
の
知
行
国
主
藤
原
清
隆
が
崇
徳
天
皇
御
願
成
勝
寺
の
造
進
者
で
あ
っ

た
こ
と
等
か
ら
、
成
勝
寺
領
と
し
て
い
っ
た
ん
立
荘
さ
れ
た
気
配
が
あ

る（
（1
（

。
ま
た
そ
れ
以
前
、
安
芸
国
が
大
治
三
（
一
一
二
八
）
年
か
ら
久
安

元
（
一
一
四
五
）
年
ま
で
の
間
、
待
賢
門
院
院
庁
関
係
者
が
継
続
的
に

安
芸
国
守
に
な
っ
て
い
た
時
期
に
待
賢
門
院
御
願
法
金
剛
院
領
安
芸
国

志
芳
荘
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
も
、
造
進
者
の
貢
献
で

は
な
い
が
、
女
院
分
国
に
似
た
状
況
下
で
の
、
女
院
庁
関
係
者
の
立
荘

に
お
け
る
貢
献
・
働
き
か
け
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る（

11
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。

　

院
政
期
の
荘
園
は
私
領
の
み
で
は
な
く
、
公
領
を
割
い
て
荘
園
が
形

成
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
備
後
国
大
田
荘
が
当
時
の
備
後
国
知
行
国
主
藤
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臣
ら
の
公
家
は
、以
上
の
両
者
の
仕
組
み
の
中
で
荘
園
所
職
を
獲
得
し
、

自
ら
の
経
済
基
盤
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
、直
接
的
に
は
御
願
寺
建
立
を
契
機
と
し
て
荘
園
が
設
立
さ
れ
、

荘
園
制
へ
移
行
し
て
い
く
こ
と
、
御
願
寺
建
立
と
荘
園
制
成
立
と
の
関

係
、
は
も
っ
と
踏
み
込
ん
で
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
お

わ
り
に
」
で
今
一
度
触
れ
た
い
。

三　

現
地
の
荘
園
構
造

　

中
世
荘
園
の
広
大
な
領
域
と
な
っ
た
そ
の
対
象
地
は
ど
の
よ
う
な
在

地
構
造
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

鎌
倉
期
に
よ
く
見
ら
れ
る
荘
園
の
内
部
構
造
か
ら
遡
れ
ば
、
例
え
ば

新
熊
野
社
領
安
芸
国
三
入
荘
の
よ
う
に
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
か
つ
て

の
平
安
末
期
に
お
け
る
下
司
の
「
領
主
名
」
と
概
念
化
さ
れ
る
規
模
の

大
き
な
下
司
名
と
、
そ
の
他
の
荘
官
名
、
そ
し
て
そ
の
他
は
複
数
の
百

姓
名
（
鎌
倉
期
に
は
二
十
七
名
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る（

11
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。
鎌
倉

期
の
保
有
田
地
で
言
え
ば
百
姓
名
が
平
均
約
一
町
余
り
で
あ
っ
た
の
に

対
し
領
主
名
は
十
一
町
四
反
余
り
と
い
う
格
差
が
あ
り
、
両
者
の
経
営

規
模
は
異
質
で
あ
る
。
三
入
荘
は
倭
名
抄
郷
弥
理
郷
を
継
承
し
た
と
考

え
ら
れ
、
荘
園
化
以
前
に
遡
れ
ば
、
弥
理
郷
の
郷
司
に
系
譜
を
も
つ
と

推
測
さ
れ
る
下
司
の
私
領
で
あ
る
領
主
名
を
中
心
に
、
郷
司
と
し
て
徴

税
責
任
を
負
っ
て
い
た
郷
と
い
う
行
政
単
位
を
抱
き
込
ん
で
、
郷
単
位

で
立
荘
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
二
十
七
の
百
姓
名
部
分
は
、
こ

の
公
領
で
あ
っ
た
部
分
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

い
う
。
白
河
院
の
追
善
仏
事
も
国
王
と
し
て
の
往
生
が
祈
念
さ
れ
、
白

河
院
が
国
王
と
し
て
国
家
を
護
持
す
る
こ
と
を
示
す
場
だ
っ
た
と
す
る
。

　

つ
ま
り
、
院
権
力
は
仏
法
に
依
拠
し
て
自
ら
の
公
権
力
と
し
て
の
正

当
性
と
権
威
を
示
す
こ
と
を
大
き
な
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
天
皇
発
願

の
御
願
寺
を
建
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
法
勝
寺
な
ど
天
皇

発
願
の
御
願
寺
は
国
家
的
色
彩
の
強
い
寺
院
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
仏
事

の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
荘
園
群
は
正
し
く
国
家
的
設
立
と
し
て
よ
い
。

　

し
か
し
一
方
で
院
・
女
院
発
願
の
院
家
型
御
願
寺
が
鳥
羽
院
政
期
を

中
心
に
新
た
に
続
々
と
建
立
さ
れ
、そ
の
荘
園
も
膨
大
に
立
荘
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
院
家
型
御
願
寺
は
来
世
往
生
な
ど
仏
教
的
な
個
人
的
信
仰
に

基
づ
く
も
の
で
あ
り（
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、
こ
れ
ら
の
御
願
寺
領
荘
園
を
伝
領
し
た
女
院
ら

の
役
割
も
天
皇
家
の
父
祖
の
菩
提
を
弔
う
存
在
と
し
て
天
皇
家
内
の
追

善
仏
事
を
執
り
行
う
役
割
を
担
っ
て
い
た（
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と
い
う
か
ら
、
こ
れ
ら
の
御

願
寺
は
天
皇
家
と
い
う
権
門
と
し
て
の
建
立
で
あ
り
、
そ
の
荘
園
群
も

権
門
と
し
て
の
設
立
と
み
な
さ
れ
る
。

　

従
っ
て
、
院
政
期
立
荘
の
中
心
が
天
皇
家
御
願
寺
領
荘
園
群
で
あ
っ

た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
中
世
荘
園
制
の
成
立
は
、
朝
廷
の
封
戸
か
ら

荘
園
へ
と
い
う
政
策
転
換
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
院
権
力
が
仏
法
を
拠

り
所
と
し
て
、
自
ら
の
国
家
権
力
を
誇
示
す
る
た
め
に
国
家
的
御
願
寺

を
建
立
し
、そ
の
た
め
の
荘
園
を
国
家
的
に
設
立
し
て
い
っ
た
側
面
と
、

他
方
で
は
天
皇
家
の
個
人
的
信
仰
に
基
づ
く
院
家
型
御
願
寺
建
立
と
い

う
権
門
的
な
志
向
が
存
在
し
、
そ
の
荘
園
も
権
門
と
し
て
設
立
し
て

い
っ
た
と
い
う
側
面
と
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
数
量
的
に
は
後
者
の
院

家
型
御
願
寺
と
そ
の
荘
園
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
院
近
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田
畠
本
券
と
共
に
代
々
の
郡
司
職
・
郷
司
職
に
補
任
さ
れ
た
公
験
を
も

添
え
た
う
え
で
、
散
在
田
畠
だ
け
で
は
な
く
「
三
田
郷
・
風
早
郷
」
全

体
の
立
荘
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
立
荘
が
郷
司
の
私

領
（
領
主
名
）
を
核
と
し
な
が
ら
、
そ
の
行
政
単
位
で
あ
る
郷
全
体
を

抱
え
込
ん
で
立
荘
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
識
し
た
寄
進
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
天
皇
家
領
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
行
政

単
位
ご
と
の
立
荘
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

近
年
の
研
究
で
は
開
発
主
体
・
寄
進
主
体
に
は
中
下
級
貴
族
が
多

か
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が（

11
（

、
坂
本
賞
三
氏
が
説
く
よ
う
に（
11
（

彼

ら
中
下
級
貴
族
の
所
領
は
、
も
と
は
在
地
領
主
層
開
発
領
主
の
所
領
を

買
得
・
伝
領
・
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
場
合
は

在
地
領
主
か
ら
伝
領
し
た
私
領
が
中
下
級
貴
族
の
私
領
と
な
り
、
領
域

的
に
広
大
な
中
世
荘
園
が
設
立
さ
れ
る
際
に
は
、
こ
の
私
領
が
核
と

な
っ
て
公
領
が
取
り
込
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
在
地
構
造
は

相
似
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
氏
の
説
く
よ
う
に
、
根
本
的
に
は
在
地
に

お
い
て
住
民
共
同
体
を
も
リ
ー
ド
し
て
在
地
で
支
配
・
活
動
す
る
在
地

領
主
層
の
存
在
を
前
提
と
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
私
領
を
内
部
に
含
み

な
が
ら
中
世
荘
園
は
成
立
し
、
経
営
が
維
持
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
郡
郷
司
で
あ
っ
た
こ
と
は
必
要
条
件
で
は
な
い
に

し
て
も
、
安
芸
国
三
田
・
風
早
郷
寄
進
状
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、

代
々
郡
郷
司
の
職
を
相
伝
し
、
在
地
支
配
し
、
徴
税
活
動
を
続
け
て
い

た
と
い
う
事
実
が
、
立
荘
を
推
進
す
る
上
か
ら
の
立
荘
が
、
そ
れ
を
支

配
続
行
に
都
合
の
良
い
も
の
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

坂
本
氏
も
十
一
世
紀
に
郡
・
郷
・
別
名
な
ど
の
新
し
い
公
領
単
位
が

　

こ
の
よ
う
な
構
造
は
藤
原
綱
子
（
邦
綱
娘
）
領
伊
予
国
弓
削
島
荘
で

も
見
ら
れ（

11
（

、
島
単
位
で
は
あ
る
が
、
下
司
平
氏
の
領
主
名
末
久
名
が
塩

浜
・
畠
地
共
に
島
の
一
定
部
分
を
面
的
に
占
有
し
た
う
え
で
、
島
全
体

に
散
在
地
を
も
ち
、
そ
の
他
の
部
分
は
二
十
二
の
百
姓
名
（
文
治
五

〈
一
一
八
九
〉年
検
注
時
）か
ら
成
っ
て
い
る
。
領
主
名
末
久
名
に
対
し
、

こ
の
百
姓
名
部
分
も
か
つ
て
の
公
領
部
分
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
弓
削

島
荘
も
立
荘
時
に
は
末
久
名
と
公
領
部
分
を
合
わ
せ
、
島
全
体
で
荘
園

化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

数
少
な
い
平
安
期
の
史
料
が
残
っ
て
い
る
安
芸
国
高
田
郡
三
田
郷
・

風
早
郷
で
も
同
様
の
構
造
が
う
か
が
わ
れ
る（

11
（

。
偽
文
書
の
疑
い
が
も
た

れ
て
い
る
史
料
で
は
あ
る
が
、
高
田
郡
司
藤
原
氏
は
代
々
「
三
田
郷
并

別
符
重
行
名
主
」
を
伝
領
し
て
き
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
偽
文
書
と
は

考
え
ら
れ
な
い
田
畠
売
券
群
の
う
ち
風
早
郷
田
代
売
券
九
枚
全
て
に

「
重
行
加
了
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
重
行
名
は
確
か
に
存
在
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
風
早
郷
田
地
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
れ
を

含
む
保
延
五
（
一
一
三
九
）
年
六
月
藤
原
氏
寄
進
状
に
記
さ
れ
た
「
田

畠
本
券
」
の
散
在
田
畠
三
田
郷
約
一
五
三
町
・
風
早
郷
約
八
三
町
、
計

約
二
三
六
町
す
べ
て
が
別
符
重
行
名
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
仁
平

四
（
一
一
五
四
）
年
に
三
田
郷
の
み
が
立
荘
さ
れ
た
時
の
田
畠
立
券
文

は
三
田
郷
「
百
十
一
丁
」
と
あ
る
の
み
だ
が
、
三
田
郷
重
行
名
約

一
五
三
町
の
う
ち
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
一
一
一
町
が
立
券
さ
れ
、
保

延
五
年
寄
進
状
の
文
言
か
ら
し
て
、
そ
の
時
、
こ
れ
以
外
に
も
三
田
郷

全
体
が
立
荘
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
寄
進
状
に
は
重

行
名
分
と
考
え
ら
れ
る
散
在
田
畠
の
集
合
体
で
あ
る
計
約
二
三
六
町
の
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与
と
い
う
形
で
公
家
層
全
体
の
経
済
基
盤
創
出
を
も
視
野
に
入
れ
て
い

た
可
能
性
は
あ
る
と
思
う
。
現
今
の
荘
園
制
成
立
論
の
中
で
は
、
意
外

に
荘
園
形
成
と
御
願
寺
建
立
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
二
章
三
節
で
述
べ
た
よ
う
な
御
願
寺
の
意
義

を
さ
ら
に
突
き
詰
め
て
、
以
上
の
よ
う
な
視
点
を
も
た
な
け
れ
ば
、
天

皇
家
御
願
寺
が
他
の
既
存
の
大
寺
社
と
異
な
っ
て
「
新
た
に
」、
し
か

も
数
多
く
建
立
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
中
世
荘
園
を
国
家
的
給
付
の
代
替
に
す
ぎ
な
い
と
捉
え
る
だ
け

で
は
な
く
、「
新
た
に
」
御
願
寺
を
建
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
膨
大
な

荘
園
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
、
中
世
荘
園
制
と
い
う
新
た
な
社
会
基
盤
へ

の
移
行
と
な
っ
た
こ
と
を
強
く
意
識
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　

で
は
中
世
荘
園
制
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
は
ど
の
よ
う
に

変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

中
世
荘
園
制
の
成
立
に
よ
っ
て
、
公
家
・
寺
社
な
ど
の
権
門
は
国
家

か
ら
国
家
的
給
付
を
受
け
る
の
で
は
な
く
、
大
土
地
私
有
地
の
領
有
を

国
家
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
各
自
が
個
別
に
所
有
地
か
ら
収

入
を
得
て
、分
権
的
に
領
域
的
経
営
・
支
配
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ま
た
荘
園
制
の
確
立
と
同
時
に
、荘
園
公
領
制
を
土
台
と
し
た
、国
宛
・

一
国
平
均
役
・
成
功
（
造
国
制
）
な
ど
が
国
家
的
財
政
基
盤
と
な
り
、

国
家
的
財
政
基
盤
も
こ
う
し
て
中
世
の
財
政
基
盤
の
形
に
変
わ
っ
て
い

く（
11
（

。

　

一
方
、
支
配
層
の
社
会
的
関
係
も
変
化
す
る
。
国
家
的
方
針
が
あ
っ

た
と
は
い
え
中
世
荘
園
が
成
立
す
る
過
程
で
、
院
と
院
近
臣
層
と
の
癒

着
・
連
携
に
よ
っ
て
荘
園
が
成
立
し
て
い
き
、
で
き
た
荘
園
は
院
が
本

国
衙
に
直
結
す
る
行
政
単
位
と
し
て
公
認
さ
れ
た
時
に
、
郷
で
あ
れ
ば

郷
司
が
そ
の
領
域
の
徴
税
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
新
立
荘
園
時
に
は
、

中
央
政
府
は
こ
の
郷
な
ど
の
新
行
政
単
位
を
そ
の
ま
ま
荘
園
と
し
た
、

と
説
い
て
い
る
が（

1（
（

、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。
安
芸
国

に
は
天
皇
家
領
と
し
て
三
入
荘
・
可
部
荘
・
田
門
荘
・
志
和
荘
・
安
摩

荘
な
ど
、
多
く
の
倭
名
抄
郷
を
継
承
し
た
と
推
測
さ
れ
る
荘
園
が
存
在

し
、
郷
単
位
の
荘
園
が
数
多
く
設
立
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
郷
な
ど
の

行
政
単
位
を
荘
園
化
し
、
そ
の
徴
税
責
任
者
を
下
司
と
し
て
把
握
し
利

用
す
る
の
が
支
配
を
貫
徹
し
や
す
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
適
切
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

院
政
期
に
朝
廷
・
院
・
院
近
臣
ら
支
配
者
層
の
意
思
に
よ
っ
て
、
社

会
の
私
的
・
国
家
的
財
政
基
盤
は
大
き
く
荘
園
制
に
「
舵
を
き
っ
た
」

と
い
え
る
。
そ
の
中
で
大
き
な
比
重
を
占
め
る
の
が
天
皇
家
領
で
あ
っ

た
。
天
皇
家
領
は
御
願
寺
領
と
、
院
庁
な
ど
家
政
機
関
の
「
庁
分
」
領

か
ら
成
っ
て
い
る
が
、本
論
で
は
庁
分
の
荘
園
に
は
触
れ
得
な
か
っ
た
。

研
究
史
上
も
庁
分
に
つ
い
て
は
未
解
明
な
部
分
が
多
い
。

　

こ
こ
で
御
願
寺
建
立
と
荘
園
制
成
立
と
の
関
係
に
今
一
度
触
れ
た

い
。
天
皇
家
御
願
寺
建
立
事
業
は
、
二
章
三
節
で
述
べ
た
意
義
を
も
ち

な
が
ら
も
、
徐
々
に
荘
園
の
形
成
そ
の
も
の
を
も
目
的
と
し
て
い
き
、

荘
園
制
を
成
立
さ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
御
願
寺
の
寺
領
荘
園
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
荘
園
所
職
付
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註（
1
）　

石
井
進
「
一
二
―
一
三
世
紀
の
日
本
―
古
代
か
ら
中
世
へ
」（『
岩
波

講
座
日
本
通
史
』
第
７
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
。

　
（
（
）　

川
端
新
「
院
政
初
期
の
立
荘
形
態
―
寄
進
と
立
荘
の
間
」（『
荘
園
制

成
立
史
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、二
〇
〇
〇
年
、初
出
は
一
九
九
六
年
）。

以
下
、
川
端
氏
の
所
論
に
つ
い
て
は
当
論
文
に
よ
る
。

　
（
（
）　

東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
三
年
。（
一
）
古
代
の
荘
園
に
つ
い
て
は
戸

川
点
「
第
１
章　

古
代
の
荘
園
」、（
二
）
摂
関
期
の
荘
園
に
つ
い
て
は

鎌
倉
佐
保
・
小
野
貴
士
「
第
２
章　

摂
関
期
の
荘
園
」
に
よ
る
。

　
（
（
）　

坂
本
賞
三
『
荘
園
制
成
立
と
王
朝
国
家
』（
塙
書
房
、
一
九
八
五
年
）、

同
「
王
朝
国
家
と
荘
園
」（『
講
座
日
本
荘
園
史
２　

荘
園
の
成
立
と
領

有
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）。

　
（
（
）　

守
田
逸
人
「
院
政
期
の
荘
園
」（『
荘
園
史
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
註

〈
３
〉、
第
３
章
）。

　
（
（
）　

上
島
享
『
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と
王
権
』（
名
古
屋
大
学
学
術
出

版
会
、
二
〇
一
〇
年
）。

　
（
（
）　

大
津
透
「
平
安
時
代
収
取
制
度
の
研
究
」（『
律
令
国
家
支
配
構
造
の

研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
初
出
は
一
九
九
〇
年
）。

　
（
（
）　

註
（
（
）
守
田
氏
論
文
。

　
（
（
）　

野
口
華
世
「
中
世
前
期
の
王
家
と
安
楽
寿
院
―
『
女
院
領
』
と
女
院

の
本
質
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
九
八
、二
〇
〇
六
年
）。

　
（
10
）　

寺
家
弁
の
存
在
に
つ
い
て
は
海
老
名
尚
「
中
世
前
期
に
お
け
る
国
家

的
仏
事
の
一
考
察
―
御
願
寺
仏
事
を
中
心
と
し
て
」（『
寺
院
史
研
究
』

三
、一
九
九
三
年
）。

　
（
11
）　
『
吉
記
』承
安
四
年
二
月
十
七
日
～
九
月
十
二
日
。
詳
し
く
は
拙
稿「
安

芸
国
高
田
郡
三
田
・
風
早
郷
の
寄
進
と
立
荘
―
御
願
寺
領
荘
園
の
形
成

に
つ
い
て
」（『
芸
備
地
方
史
研
究
』
二
八
八
・
二
八
九
、二
〇
一
四
年
）

掲
載
の
表
３
を
参
照
。

　
（
1（
）　

正
中
二
年
最
勝
光
院
領
荘
園
目
録
（『
東
寺
と
そ
の
荘
園
』
東
寺
宝

家
、
院
近
臣
層
が
預
所
職
を
得
て
、
院
と
院
近
臣
層
と
の
人
格
的
主
従

関
係
が
土
地
を
媒
介
と
し
た
知
行
関
係
へ
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ

た
。
鎌
倉
期
公
家
社
会
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
家
の
分
立
・
分
割

相
続
等
に
よ
っ
て
本
家
と
領
家
・
預
所
と
の
間
の
主
従
関
係
と
知
行
関

係
と
に
ズ
レ
が
生
ず
る
鎌
倉
後
期（

11
（

に
到
る
ま
で
は
、
奉
公
・
主
従
関
係

に
応
じ
て
荘
園
の
知
行
権
も
安
堵
さ
れ
て
い
た（

11
（

。
中
世
荘
園
制
の
確
立

と
ほ
ぼ
同
時
に
成
立
し
た
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
御
家
人
制
・
地
頭
設
置
は

鎌
倉
殿
と
の
主
従
関
係
に
よ
る
知
行
制
を
基
本
と
す
る
。
荘
園
制
を
利

用
し
て
の
地
頭
職
安
堵
と
い
う
形
で
の
知
行
関
係
の
成
立
で
あ
る
。
社

会
は
荘
園
制
に
よ
り
院
・
将
軍
と
の
主
従
関
係
に
基
づ
い
た
知
行
制
度

の
成
立
へ
と
大
き
く
変
化
し
た
と
い
え
る
。

　

最
後
に
な
る
が
、
立
荘
論
が
提
起
さ
れ
て
以
来
、
荘
園
形
成
に
関
し

て
在
地
領
主
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と

が
説
か
れ
て
久
し
い
。
筆
者
自
身
も
三
章
で
触
れ
た
よ
う
に
荘
園
の
在

地
構
造
を
考
え
る
上
か
ら
も
在
地
領
主
の
存
在
形
態
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
避
け
て
通
れ
な
い
と
思
う
。
今
の
と
こ
ろ
、
院
権
力
ら
支
配
者
側
が

荘
園
形
成
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
時
、
支
配
者
側
は
院
近
臣
・
中
下

級
貴
族
を
通
し
て
在
地
領
主
層
に
働
き
か
け
、
そ
れ
に
対
し
在
地
領
主

層
は
受
身
的
に
で
は
あ
る
が
、
積
極
的
に
荘
園
化
の
誘
い
に
応
じ
た
と

考
え
て
い
る
。
現
段
階
で
は
新
し
い
在
地
領
主
論（

11
（

を
学
び
、
論
点
を
提

示
す
る
余
裕
を
持
ち
得
な
い
ま
ま
研
究
の
中
途
成
果
と
し
て
本
論
を
ま

と
め
た
。
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。



　中世荘園制の成立について（畑野）
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