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は
じ
め
に

　

院
政
期
に
は
権
門
体
制
や
荘
園
公
領
制
の
確
立
に
伴
っ
て
、
社
会
関
係
が
大
幅
に
再
編
さ
れ
ま
す
。
文
化
面
で
も
院
が
中
心
的
な
役

割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
で
第
一
章
で
は
、
文
化
・
芸
能
の
中
心
と
し
て
の
院
は
ど
う
い
う
存
在
か
を
考
え
た
い

と
思
い
ま
す
。
次
に
、
院
政
の
先
蹤
と
し
て
近
年
「
女
院
」
と
い
う
存
在
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
で
は
、
女
院
に
も
文
化
・
芸

能
の
中
心
と
し
て
の
側
面
が
見
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
第
二
章
で
は
、
文
化
面
で
院
と
女
院
を
比
較
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

宗
教
・
文
化
研
究
所
公
開
講
座
講
演
録
要
旨

院
政
期
の
女
性
と
文
化
・
芸
能

辻
　

浩

和
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一　

院
政
と
文
化
・
芸
能
～
院
の
求
心
力
を
文
化
面
か
ら
考
え
る

①
文
化
・
芸
能
に
熱
中
す
る
院
た
ち

・
後
白
河
院

　

後
白
河
院
は
今
様
と
い
う
歌
謡
に
熱
中
し
ま
し
た
。『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
巻
十
に
よ
れ
ば
、
昼
は
朝
か
ら
日
暮
れ
ま
で
歌
い
続
け
、

夜
は
一
晩
中
、
歌
い
明
か
さ
な
い
夜
は
な
か
っ
た
。
喉
が
腫
れ
て
水
が
飲
め
な
い
よ
う
な
時
で
も
歌
い
続
け
、
千
日
間
毎
日
歌
い
続
け

た
こ
と
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。
天
皇
・
院
の
立
場
に
あ
る
人
の
行
動
と
し
て
は
、
ど
う
も
尋
常
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
実
は
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
た
の
は
後
白
河
院
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
雅
楽
の
家
の
藤
原
孝
敏
と
い
う
人
は

声
を
改
良
す
る
た
め
に
、喉
か
ら
血
が
垂
れ
声
が
嗄
れ
て
も
半
年
間
大
声
で
歌
い
続
け
る
と
い
う
修
行
を
し
ま
し
た
（『
文
机
談
』
巻
四
）。

侍
従
大
納
言
藤
原
成
通
は
今
様
の
名
人
で
、
同
じ
今
様
を
一
晩
に
百
回
歌
う
。
そ
れ
を
百
日
間
続
け
て
い
ま
す
。
彼
は
蹴
鞠
も
千
日
連

続
で
行
い
ま
し
た
（『
今
鏡
』「
藤
波
の
下
」）。
堀
河
天
皇
も
笛
の
秘
曲
を
千
遍
吹
い
た
と
い
う
話
が
あ
っ
て
（『
続
古
事
談
』
一
―
一
一
）、

こ
の
時
期
、
百
と
か
千
の
単
位
で
芸
能
を
続
け
る
こ
と
が
修
行
と
見
な
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
だ
か
ら
後
白
河
院
が
や
っ
て
い
た
こ
と
は

当
時
の
文
脈
で
言
う
と
そ
ん
な
に
お
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
相
当
熱
心
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

・
後
鳥
羽
院

　

後
鳥
羽
院
は
か
な
り
多
様
な
芸
能
に
手
を
出
し
ま
し
た
。
学
問
や
有
職
故
実
は
も
ち
ろ
ん
、漢
詩
文
や
和
歌
・
連
歌
に
も
熱
心
で
『
新

古
今
和
歌
集
』
の
編
纂
を
主
導
し
ま
し
た
。
楽
器
は
笛
も
琵
琶
も
演
奏
し
ま
す
が
、
特
に
琵
琶
で
は
秘
曲
を
許
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
様

に
熱
中
し
た
時
期
も
あ
り
ま
す
し
、
自
分
で
白
拍
子
の
歌
詞
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　

残
っ
て
い
る
手
印
を
見
る
と
こ
の
人
は
大
変
体
格
が
よ
か
っ
た
ら
し
い
。
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
で
色
々
な
武
芸
に
手
を
出
し
て
い
ま
す
。
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特
に
水
練
が
好
き
で
近
臣
た
ち
と
宇
治
川
で
泳
い
だ
り
、
泳
げ
な
い
近
臣
た
ち
を
船
か
ら
突
き
落
と
し
て
泳
が
せ
た
り
し
て
い
ま
す
。

相
撲
も
自
分
で
取
る
し
、
自
分
で
競
馬
に
参
加
し
て
落
馬
し
た
と
い
う
記
事
ま
で
あ
り
ま
す
。「
蹴
鞠
の
長
者
」
と
し
て
蹴
鞠
の
整
備

発
展
に
も
力
を
入
れ
ま
し
た
。

　

他
の
院
た
ち
も
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
う
い
う
感
じ
で
、
芸
能
・
文
化
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ
で
問
い
た
い
の
は
、
院

た
ち
が
文
化
や
芸
能
に
、
異
常
と
も
言
え
る
ほ
ど
の
熱
意
で
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

②
「
帝
王
学
」
と
し
て
の
文
化
・
芸
能

　

文
化
面
で
院
た
ち
が
褒
め
ら
れ
て
い
る
記
事
を
集
め
て
み
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
人
々
が
院
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
『
文
机
談
』
と
い
う
本
に
は
「
諸
道
」
つ
ま
り
様
々
な
芸
道
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
政
治
の
得
失
が
分
か
る
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。
実
際
、
院
た
ち
は
諸
道
を
興
隆
し
た
こ
と
を
も
っ
て
讃
え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
『
沙
石
集
』
に
は
「
後
鳥
羽
院
は
末
代

の
賢
主
明
王
で
、
諸
道
を
興
隆
し
た
」
と
あ
り
ま
す
し
（
巻
六
―
十
）、『
源
家
長
日
記
』
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
芸
道
で
御
遊
が
行
わ
れ
た
。

後
鳥
羽
院
は
ど
の
道
に
お
い
て
も
人
に
劣
ら
ず
、
い
つ
の
間
に
学
ば
れ
た
の
か
と
不
思
議
に
見
え
た
。
色
々
の
芸
道
を
学
ん
で
い
た

人
々
が
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
立
身
し
た
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。『
読
経
口
伝
明
鏡
集
』
に
は
「
後
白
河
院
は
譲
位
の
後
、
あ

ら
ゆ
る
諸
道
の
絶
え
た
も
の
を
継
ぎ
、
う
ち
捨
て
ら
れ
た
も
の
を
興
隆
さ
れ
た
の
で
、
芸
能
に
か
か
わ
る
人
々
で
、
そ
の
芸
を
磨
か
な

い
者
は
な
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
史
料
に
は
共
通
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
帝
王
と
し
て
の
院
に
は
諸
道
を
実
践
・
興
隆
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
た
。
諸
道
を
興
隆
す
る
と
、
臣
下
は
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
を
活
か
し
て
昇
進
・
活
躍
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
る
の
で
、
貴

族
・
官
人
の
「
家
」（
家
業
）
を
保
護
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
す
（
拙
著
『
中
世
の
〈
遊
女
〉』）。
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③
院
と
貴
族
・
官
人
た
ち
と
の
関
係

　

今
度
は
貴
族
・
官
人
た
ち
の
側
か
ら
見
て
い
き
ま
す
。
院
政
期
に
は
、
院
や
有
力
貴
族
た
ち
が
各
種
芸
能
に
優
れ
た
者
を
恒
常
的
に

召
し
抱
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
芸
能
が
主
従
関
係
を
構
築
す
る
き
っ
か
け
、
貴
族
社
会
で
生
き
抜
く
た
め
の
有
力
な
武
器
と
な
っ
て

い
く
わ
け
で
す
（
野
田
有
紀
子
「
平
安
貴
族
の
招
待
状
」）。

　

例
え
ば
花
園
左
大
臣
源
有
仁
は
芸
能
に
堪
能
な
近
臣
た
ち
を
大
勢
集
め
て
い
ま
し
た
が
、
初
め
て
有
仁
の
も
と
に
参
仕
す
る
人
が
、

提
出
す
る
名
簿
に
「
私
の
能
は
歌
詠
み
で
す
」
と
書
い
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
（『
古
今
著
聞
集
』
巻
五
―
一
九
〇
）。
有
仁
の
家
に

仕
え
る
者
は
、
ど
ん
な
芸
能
が
で
き
る
の
か
が
重
視
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

芸
能
に
よ
っ
て
上
位
の
人
と
交
流
し
、
立
身
出
世
を
図
る
動
き
は
様
々
な
階
層
で
起
こ
り
ま
す
。
天
皇
・
院
が
芸
能
を
保
護
す
る
の

は
、
そ
う
い
う
動
き
の
最
も
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
藤
原
定
家
の
息
子
に
為
家
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、
こ
の
人
は
建
暦
三
年
に
順
徳
天
皇
の
近
臣
に
な
る
と
、
蹴
鞠
に
熱
中
し

て
後
鳥
羽
院
や
順
徳
天
皇
か
ら
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
彼
は
そ
の
後
「
後
鳥
羽
院
の
御
説
」
を
受
け
て
蹴
鞠
の
流
派
「
御
子

左
流
」
を
創
設
し
、
蹴
鞠
を
御
子
左
家
の
家
業
と
し
ま
し
た
。

　

順
徳
天
皇
は
『
禁
秘
抄
』「
近
習
事
」
で
藤
原
敦
通
・
藤
原
宗
平
・
藤
原
経
長
の
三
人
を
「
蹴
鞠
・
管
絃
の
友
な
り
」
と
書
い
て
い

ま
す
。
な
か
で
も
経
長
は
仮
名
も
書
け
な
い
の
に
蹴
鞠
に
よ
っ
て
昇
殿
を
許
さ
れ
た
と
『
明
月
記
』
建
暦
三
年
十
一
月
十
四
日
条
に
あ

り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
順
徳
天
皇
が
蹴
鞠
に
熱
中
し
て
い
た
頃
に
昇
殿
し
て
い
る
わ
け
で
す
（
秋
山
喜
代
子
「
順
徳
天
皇
と
蹴
鞠
」）。

　

同
じ
よ
う
に
、
藤
原
孝
経
と
い
う
琵
琶
の
家
の
人
は
亀
山
天
皇
の
琵
琶
の
師
範
に
な
っ
た
こ
と
で
昇
殿
を
許
さ
れ
ま
し
た
。『
文
机

談
』
巻
四
に
は
、
琵
琶
が
な
か
っ
た
ら
昇
殿
は
難
し
か
っ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
同
書
に
は
「
主
君
に
取
立
て
ら
れ
て
家
を
興
し
、

家
芸
を
守
っ
て
立
身
す
る
こ
と
は
、
有
難
く
手
厚
い
朝
恩
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
も
あ
り
ま
す
（
巻
一
）。
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こ
の
よ
う
に
芸
能
で
家
を
興
す
、
立
身
出
世
す
る
こ
と
を
望
む
貴
族
・
官
人
た
ち
が
い
て
、
天
皇
や
院
に
は
そ
う
い
う
期
待
に
応
え

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
文
化
と
か
芸
能
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
恐
ら
く
、
院
の
側
に
は
臣
下
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
で
求
心
力
を
高
め
る
と
い
う
も
く
ろ
み
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

④
新
興
芸
能
へ
の
対
応
～
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
射
程

　

院
政
期
に
は
今
様
・
蹴
鞠
な
ど
の
新
し
い
芸
能
が
流
行
し
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
も
と
も
と
下
層
身
分
者
の
芸
能
で
す
。
貴
族
・
官
人

た
ち
の
中
に
は
、
こ
う
い
う
新
し
い
芸
能
に
積
極
的
に
と
り
く
ん
で
芸
能
者
た
ち
と
人
脈
を
築
き
、
そ
の
人
脈
を
自
ら
の
社
会
関
係
構

築
に
利
用
す
る
者
た
ち
が
出
現
し
ま
し
た
。
私
は
こ
う
い
う
人
々
を
「
媒
介
者
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
（
前
掲
拙
著
）。

　

例
え
ば
、
藤
原
伊
通
は
一
時
期
、
神
崎
の
遊
女
「
か
ね
」
の
所
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
彼
は
そ
の
人
脈
を
活
か
し
て
「
か
ね
」
を
自

ら
の
仕
え
る
待
賢
門
院
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
彼
は
ま
た
今
様
う
た
い
の
「
姫
牛
」
も
寵
愛
し
ま
し
た
。

　

藤
原
忠
実
の
家け

い

司し

で
あ
っ
た
藤
原
盛
実
や
藤
原
仲
実
は
、
地
方
に
下
向
す
る
際
そ
れ
ぞ
れ
「
和
歌
」「
戸と

と々

」
と
い
う
遊
女
・
傀く

儡ぐ

子つ

を
同
伴
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
忠
実
が
遊
女
・
傀
儡
子
を
召
す
際
の
窓
口
と
し
て
動
い
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
植
木
朝
子
「
歌

い
女
の
主
た
ち
」）。

　

源
清
経
は
妻
や
養
女
に
歌
の
上
手
い
傀
儡
子
を
迎
え
た
人
で
す
。
清
経
は
藤
原
敦
家
・
敦
兼
や
藤
原
顕
季
が
主
催
す
る
今
様
の
研
究

会
に
妻
の
「
目め

井い

」
を
送
り
込
ん
で
歌
わ
せ
ま
し
た
。
ま
た
、
藤
原
伊
通
が
抱
え
る
姫
牛
を
目
井
の
弟
子
に
し
て
歌
を
教
え
さ
せ
ま
す
。

こ
れ
は
多
分
、
伊
通
か
ら
依
頼
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
清
経
は
自
分
よ
り
上
位
の
人
と
接
す
る
際
、
妻
の
目
井
を
積

極
的
に
使
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
媒
介
者
の
活
動
は
、
最
終
的
に
院
や
天
皇
ま
で
至
り
ま
す
。
後
白
河
院
は
今
様
を
聴
く
た
め
に
遊
女
や
傀
儡
子
を
頻
繁
に
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召
し
出
し
ま
し
た
が
、
そ
の
際
に
は
周
り
に
い
る
貴
族
・
官
人
が
活
躍
し
ま
し
た
。
例
え
ば
「
初
声
」
は
二
条
院
御
乳
母
坊
門
殿
か
ら
、

「
さ
は
の
あ
こ
丸
」
は
藤
原
朝
方
か
ら
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
今
様
の
師
匠
で
あ
る
傀
儡
子
「
乙
前
」
は
、
藤
原
通
憲
（
信
西
）

が
乙
前
の
子
を
召
し
使
っ
て
い
た
縁
で
連
れ
て
き
ま
し
た
。

　

後
白
河
院
を
は
じ
め
と
す
る
院
た
ち
は
、
こ
う
し
た
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
遊
女
の
よ
う
な
下
層
身
分
者
、
あ
る
い
は
地
方

の
文
化
を
吸
収
し
て
い
き
ま
す
。
文
化
や
芸
能
は
上
か
ら
下
に
、
都
か
ら
地
方
に
広
が
っ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
院
政
期

の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
下
か
ら
、
地
方
か
ら
文
化
を
く
み
上
げ
て
い
く
構
造
が
で
き
て
い
た
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
院
た
ち
は
、
貴

族
や
官
人
た
ち
が
培
っ
た
人
脈
を
吸
収
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
頂
点
に
君
臨
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
化
の
中
心
た
り
得
て
い
た
の
で
す
。

二　

女
院
と
文
化
・
芸
能
～
女
院
と
院
の
関
係
を
文
化
面
か
ら
考
え
る

①
女
院
を
め
ぐ
っ
て

　

院
と
の
対
比
で
、
女
院
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
近
の
研
究
で
、
摂
関
期
の
女
院
の
あ
り
方
が
院
政
の
お
手
本

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
（
高
松
百
香
「
院
政
の
『
お
手
本
』
は
摂
関
期
の
女
院
だ
っ
た
」）。
ま
た
、
院
の

代
理
と
し
て
政
務
運
営
に
関
わ
っ
て
い
た
女
院
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
栗
山
圭
子
『
中
世
王
家
の
成
立
と
院
政
』）。
女
院
た

ち
が
院
政
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
第
一
章
で
み
た
よ
う
な
院
の
文
化
的
な
あ
り
方
が
女
院
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る
の
か
ど

う
か
。
こ
れ
が
二
章
で
考
え
て
み
た
い
こ
と
で
す
。
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②
女
院
と
文
化
・
芸
能

　

摂
関
期
の
サ
ロ
ン
は
天
皇
の
キ
サ
キ
に
よ
る
も
の
で
し
た
が
、
院
政
期
以
降
は
女
院
や
内
親
王
が
サ
ロ
ン
の
主
宰
者
に
な
り
、
活
発

な
文
化
活
動
を
展
開
し
ま
す
。
女
院
文
化
圏
を
抜
き
に
し
て
こ
の
時
期
の
文
化
を
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

画
期
と
し
て
重
要
な
の
が
後
白
河
院
の
母
、
待
賢
門
院
で
す
。
待
賢
門
院
の
時
か
ら
女
院
領
と
し
て
荘
園
が
た
く
さ
ん
作
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
女
院
た
ち
が
経
済
的
な
力
を
持
ち
始
め
ま
す
。
そ
う
す
る
と
女
院
に
仕
え
る
女
房
や
侍
た
ち
も
所
領
を
与
え
ら
れ
、
経
済

的
な
収
入
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
女
院
周
辺
の
文
化
的
な
活
動
は
、
こ
う
し
た
経
済
力
を
活
か
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
女
院

の
も
と
に
は
代
々
仕
え
る
女
房
た
ち
が
お
り
、
女
房
の
仕
事
が
家
業
と
し
て
女
系
で
相
伝
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
家
業
の
中
に
は
、

歌
を
詠
ん
だ
り
日
記
を
書
い
た
り
と
い
っ
た
行
為
も
含
ま
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
文
化
的
な
活
動
と
と
も
に
、
そ
れ
を
経
済
的
に
支
え
る

所
領
も
ま
た
母
か
ら
娘
に
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。
女
房
た
ち
に
と
っ
て
女
院
は
、
自
分
た
ち
の
「
家
」
を
支
え
て
く
れ
る
頼
も
し
い
存

在
だ
っ
た
は
ず
で
す
（
五
味
文
彦
「
女
院
と
女
房
・
侍
」）。

　

女
房
の
文
化
活
動
を
家
業
と
し
て
保
護
し
て
い
く
文
化
的
な
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
の
女
院
像
は
、
院
と
の
対
比
に
お
い
て
重
要
で
す
が
、

そ
の
後
あ
ま
り
議
論
が
発
展
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
管
見
の
限
り
で
、
女
院
と
文
化
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

・
和
歌

　

待
賢
門
院
の
所
に
は
待
賢
門
院
堀
河
を
は
じ
め
と
し
て
、
名
前
の
残
っ
て
い
る
歌
人
が
大
勢
い
ま
す
。
待
賢
門
院
の
娘
、
上
西
門
院

も
多
く
の
女
房
歌
人
を
抱
え
、
西
行
な
ど
の
歌
人
が
出
入
り
す
る
和
歌
の
サ
ロ
ン
を
主
宰
し
ま
し
た
。

・
管
絃

　

待
賢
門
院
は
「
秦
筝
相
承
血
脈
」
な
ど
か
ら
筝
が
上
手
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
女
房
に
も
少
納
言
局
と
い
う
筝
の
名
人
が
い

ま
し
た
。
他
の
女
院
に
つ
い
て
も
同
様
の
例
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
面
白
い
の
は
七
条
院
の
事
例
で
す
。
彼
女
は
後
鳥
羽
院
の
母
で
す
が
、
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一
族
の
二
条
定
輔
を
後
鳥
羽
院
に
近
侍
さ
せ
、
琵
琶
の
師
匠
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
琵
琶
の
家
の
人
た
ち
、
藤
原
孝
道
と
そ
の
娘
た
ち

（
讃
岐
・
尾
張
）
を
親
子
ぐ
る
み
で
抱
え
、
の
ち
に
讃
岐
・
尾
張
を
後
高
倉
院
に
譲
っ
て
い
ま
す
（『
文
机
談
』
巻
三
な
ど
）。
こ
う
い

う
動
き
を
見
る
と
、
七
条
院
は
後
鳥
羽
院
や
後
高
倉
院
に
対
し
て
文
化
的
な
媒
介
者
の
役
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
す
。

・
絵
画

　

待
賢
門
院
の
女
房
に
は
土
佐
局
と
紀
伊
局
と
い
う
絵
が
上
手
な
者
た
ち
が
い
て
扇
紙
合
の
絵
な
ど
を
描
い
て
い
ま
し
た
。
絵
が
上
手

な
女
房
は
時
々
見
ら
れ
ま
す
が
、
土
佐
局
は
公
的
な
場
で
障
子
絵
を
描
い
た
り
す
る
点
で
珍
し
い
女
房
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
女
院
の
周
辺
に
は
、
和
歌
、
管
絃
、
絵
画
な
ど
に
堪
能
な
人
た
ち
が
大
勢
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
女
房
た
ち
と
の
具
体

的
な
か
か
わ
り
方
を
示
す
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
女
房
の
家
業
を
ど
う
や
っ
て
保
護
し
て
い
た
の
か
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

③
女
院
と
新
興
芸
能

　

先
ほ
ど
、
院
が
新
興
芸
能
に
も
関
与
し
て
い
た
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
で
は
、
女
院
の
場
合
に
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

・
今
様

　

後
白
河
院
が
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
巻
十
に
、
待
賢
門
院
が
今
様
を
好
ん
だ
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。
待
賢
門
院
は
、
神
崎
の
遊
女

「
か
ね
」
を
自
分
の
女
房
に
し
て
部
屋
を
与
え
て
い
ま
し
た
。
雅
仁
親
王
（
後
白
河
院
）
と
一
日
交
替
で
「
か
ね
」
の
今
様
を
聴
い
た

と
い
い
ま
す
。
さ
っ
き
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
待
賢
門
院
は
お
そ
ら
く
院
司
の
伊
通
を
介
し
て
「
か
ね
」
を
女
房
に
し
た
の
だ
と
思
わ

れ
ま
す
。「
か
ね
」
は
、
伊
通
→
待
賢
門
院
→
雅
仁
親
王
と
人
脈
を
た
ど
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

待
賢
門
院
の
周
り
に
は
「
か
ね
」
以
外
に
も
今
様
の
名
手
が
大
勢
い
ま
し
た
。
例
え
ば
家
司
の
藤
原
長
実
は
、
傀
儡
子
を
集
め
て
今

様
の
会
を
開
い
た
顕
季
の
息
子
で
す
。
神
崎
の
遊
女
「
金
寿
」「
目め

古こ

曽そ

」
と
の
逸
話
も
残
っ
て
い
ま
す
。
藤
原
成
通
も
今
様
の
名
手
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で
「
さ
さ
な
み
」「
初
声
」
と
い
う
歌
う
た
い
を
抱
え
て
い
ま
す
。
藤
原
敦
兼
は
離
婚
さ
れ
か
け
た
時
に
今
様
で
妻
の
心
を
取
り
戻
し

た
と
い
う
ぐ
ら
い
歌
が
上
手
か
っ
た
人
で
「
歌
談
義
」
と
い
う
今
様
の
会
を
主
催
し
ま
し
た
。
他
に
も
平
忠
盛
や
高
階
通
憲
（
信
西
）、

待
賢
門
院
の
兄
で
あ
る
藤
原
通
季
な
ど
に
今
様
や
遊
女
・
傀
儡
子
と
の
関
係
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
待
賢
門
院
の
今
様
好
き
が
後

白
河
院
に
影
響
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
小
川
寿
子
「
後
白
河
院
の
「
今
様
熱
」
と
待
賢
門
院
璋
子
」）。

　

待
賢
門
院
の
娘
の
上
西
門
院
の
所
に
は
江
口
の
遊
女
「
玉
江
前
」
が
「
半は
し
た

物も
の

」
と
し
て
仕
え
て
い
ま
し
た
（『
津
守
氏
古
系
図
』）。

建
春
門
院
は
後
白
河
の
キ
サ
キ
と
し
て
し
ば
し
ば
今
様
の
場
に
同
席
し
ま
し
た
。
建
春
門
院
の
女
房
が
今
様
を
踏
ま
え
た
装
束
を
わ
ざ

わ
ざ
仕
立
て
て
い
る
の
で
（『
た
ま
き
は
る
』）、
建
春
門
院
の
周
辺
で
は
今
様
に
親
し
む
雰
囲
気
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
八

条
院
の
蔵
人
忠
重
は
傀
儡
子
の
息
子
と
し
て
今
様
相
承
系
図
に
載
っ
て
お
り
、
自
身
も
今
様
が
非
常
に
上
手
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
鎌
倉

中
期
の
大
宮
院
は
、
酒
宴
の
場
で
後
深
草
院
や
亀
山
院
に
今
様
・
朗
詠
を
歌
わ
せ
て
い
ま
す
（『
と
は
ず
が
た
り
』）。

・
白
拍
子

　

白
拍
子
と
の
か
か
わ
り
で
有
名
な
の
は
、
安
嘉
門
院
と
い
う
鎌
倉
時
代
の
女
院
で
す
。「
正
元
二
年
院
落
書
」
で
「
安
嘉
門
院
の
所

で
は
や
た
ら
と
白
拍
子
を
や
っ
て
い
て
け
し
か
ら
ん
」と
批
判
さ
れ
ま
し
た
。『
増
鏡
』に
も「
童
舞
と
か
白
拍
子
と
か
田
楽
が
好
き
だ
っ

た
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
実
際
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

広
義
門
院
は
、
花
園
院
を
招
い
た
際
、
藤
原
蔭
子
の
知
り
合
い
の
白
拍
子
女
を
召
し
て
筝
を
弾
か
せ
た
り
歌
を
歌
わ
せ
た
り
し
て
い

ま
す
（『
花
園
天
皇
宸
記
』
元
亨
三
年
十
月
五
日
条
）。

・
蹴
鞠

　

待
賢
門
院
は
蹴
鞠
の
会
を
主
催
し
て
男
性
貴
族
た
ち
に
蹴
鞠
を
命
じ
た
こ
と
が
史
料
に
見
え
ま
す
（『
蹴
鞠
口
伝
集
』
下
）。
女
性
で

鞠
会
、
蹴
鞠
を
行
っ
た
例
は
四
条
宮
寛
子
な
ど
に
見
え
る
け
れ
ど
も
か
な
り
珍
し
い
。
後
白
河
院
は
親
王
時
代
か
ら
蹴
鞠
を
行
っ
て
い
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た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
が
、
今
様
と
同
じ
よ
う
に
こ
れ
も
恐
ら
く
待
賢
門
院
の
影
響
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

鎌
倉
時
代
の
東
二
条
院
は
、
蹴
鞠
が
上
手
な
「
新
衛
門
督
」
と
い
う
女
房
を
抱
え
て
い
ま
し
た
（『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
二
）。
女
性

は
普
通
蹴
鞠
を
し
ま
せ
ん
の
で
、
東
二
条
院
の
女
房
だ
け
が
蹴
鞠
に
器
量
の
人
だ
っ
た
と
い
う
の
は
興
味
を
引
か
れ
る
記
述
で
す
。

・
田
楽

　

田
楽
は
白
河
院
政
期
に
流
行
し
ま
す
。
白
河
院
の
娘
の
郁
芳
門
院
と
い
う
女
院
は
田
楽
好
き
で
有
名
で
し
た
。
鎌
倉
時
代
の
安
嘉
門

院
も
先
述
の
通
り
田
楽
が
好
き
で
、
田
楽
法
師
「
其
駒
」
の
娘
で
あ
る
「
下
野
」
を
下
女
と
し
て
抱
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
新
興
芸
能
に
関
与
し
て
い
る
女
院
た
ち
は
少
な
か
ら
ず
い
ま
し
た
。
た
だ
男
性
の
院
と
違
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
芸
能

を
自
ら
実
践
し
た
例
が
な
い
こ
と
で
す
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
、
当
時
の
貴
族
女
性
は
人
前
で
顔
を
見
せ
た
り
声
を
聞
か
せ
た
り
で

き
ず
、
そ
れ
を
す
る
と
は
し
た
な
い
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
院
政
期
に
流
行
す
る
芸
能
に
は
声
を
出
し
た
り
動
い
た
り
す
る
も
の
が

多
い
で
す
か
ら
、
や
り
た
く
て
も
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

④
女
院
と
院
と
の
比
較

　

男
性
の
院
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
諸
道
の
実
践
と
興
隆
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
臣
下
を
取
り
立
て
て
家
を
保
護
し
て
い
く
こ
と

で
し
た
。
女
院
に
つ
い
て
同
様
の
記
述
を
し
て
い
る
の
が
『
駿
牛
絵
詞
』
で
す
。

室
町
院
は
女
宮
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
も
、
牛
の
善
悪
を
も
ご
存
じ
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、（
牛
の
道
を
）
大
変
お
好
み
に
な
っ

て
い
る
の
で
、
室
町
院
中
の
月
卿
雲
客
を
始
め
、
貴
賤
上
下
は
我
も
我
も
と
牛
の
沙
汰
を
行
う
。
そ
の
た
め
、
牛
の
逸
物
も
、
上

手
な
牛
飼
も
世
に
多
く
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、（
室
町
院
は
）
こ
の
道
の
中
興
と
い
え
る
の
で
す
。

今
の
と
こ
ろ
右
の
一
例
だ
け
で
す
が
、
女
院
の
中
に
も
芸
道
を
盛
ん
に
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
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し
か
し
全
体
的
に
見
る
と
、
男
性
の
院
に
比
べ
て
女
院
は
自
ら
芸
能
を
実
践
す
る
こ
と
が
少
な
い
。
芸
能
に
よ
っ
て
臣
下
を
取
り
立

て
た
と
い
う
記
録
も
ほ
と
ん
ど
出
て
き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
女
院
に
は
、
院
に
対
し
て
自
分
の
持
っ
て
い
る
人
脈
を
提
供
し
、
院
の
芸
能

を
支
え
る
媒
介
者
的
な
側
面
が
目
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
、
鎌
倉
時
代
に
は
多
数
の
女
房
歌
人
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
女
院
主
催
の
歌
合
が
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
、
一
方
女
院
の
も

と
で
才
能
を
伸
ば
し
た
女
房
歌
人
は
天
皇
・
院
の
も
と
へ
吸
収
さ
れ
る
こ
と
、
王
家
サ
ロ
ン
の
頂
点
に
立
つ
の
は
院
・
天
皇
の
み
で
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
田
渕
句
美
子
「
宮
廷
歌
壇
に
お
け
る
女
性
歌
人
」、
山
田
彩
起
子
「
中
世
前
期
の
女
性
院
宮
の
女
房

に
つ
い
て
」）。
女
院
は
、
基
本
的
に
は
貴
族
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
人
脈
を
院
に
紹
介
す
る
存
在
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
院
の
芸
能
を
支
え
る
存
在
と
し
て
女
院
を
捉
え
返
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
結
論
で
す
。

三　

ま
と
め

　

院
・
王
家
を
中
心
に
社
会
関
係
が
再
編
さ
れ
る
院
政
期
に
お
い
て
、
文
化
・
芸
能
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
か
を
見
て
き
ま
し
た
。

院
政
期
に
は
、
芸
能
を
通
じ
て
人
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
関
係
を
結
び
始
め
ま
す
が
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
最
終
的
に
院
に
向
か
う
。

院
は
政
治
だ
け
で
は
な
く
て
文
化
に
お
い
て
も
そ
う
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
に
い
る
の
で
は
な
い
か
、
地
方
や
下
層
か
ら
文
化
を

吸
い
上
げ
る
構
造
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。

　

一
方
で
女
院
は
関
わ
る
男
女
に
対
し
て
文
化
的
な
場
を
提
供
す
る
こ
と
は
や
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
彼
ら
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
吸
い
上
げ
る
と
い
う
面
で
は
院
と
比
較
に
な
ら
な
い
。
芸
道
を
興
隆
し
て
家
業
を
守
る
と
い
う
よ
う
な
動
き
は
男
性
の
院
の

ほ
う
が
顕
著
に
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
以
上
で
す
。
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院　

女
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新
興
芸
能


