
東
大
寺

の
杣
経
営
と
西
塔

の
修
造

ー

天
徳
三
年
の
太
政
官
牒
と
官
符
を
め
ぐ

っ
て
ー

辻

本

弘

明

は

じ

め

に

歴
史
研
究
を
志
す
者
は
、
残
さ
れ
た
史
料
を
綴
り
合
せ
て
、
現
代

用
語
に
書

き
直
す
ば
か
り
で
は
な
く
、
残
さ
れ
た
史
料
と
史
料
と
の

間
に
、
矛
盾
撞
着
の
あ
る
と
こ
ろ
を
発
見
し
、
そ
の
間
隙
か
ら
当
時

の
社
会
の
実
相
を
描
き
出
す
こ
と
が
出
来
た
ら
と
、
何
時
も
そ
の
よ

う
な
こ
と

に
、
好
奇
心
を
持
ち
続
け
て
い
た
。

と
い
う

の
は
、
残
さ
れ
た
史
料
の
な
か
に
は
偽
文
書
も
含
め
て
、

そ
の
ま
ま
に
受
取
る
こ
と
は
、
余
り
す
ぐ
れ
た
態
度
と
は
言
え
な
い

と
い
う
よ
う
な
批
評
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
偽
文
書
と

思
わ
れ
る
よ
う
な
文
書
も
、
実
は
偽
文
書
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ

の
改
窟

の
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
文
書
、
特

に
官
符

(令
状
)

の
よ
う
な
も
の
ま
で
含
め
て
、
そ
の

一
部
を
誤
字
に
見
せ

か
け
て
、
自
己
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
作
り
替
え
る
の
も
、
ま
た
厳

密

に
い
え
ば
、
偽
文
書
の

一
種
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
ま
た
、
そ
の
当

時

の
社
会
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
何
れ
に

し
て
も
、
残
さ
れ
た
史
料
が
裏
面
で
語
り
、
表
で
は
黙
し
て
語
ら
な

い
社
会
の
存
在
状
況
の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
こ
そ
、
我
々
の
些
や

か
な
仕
事
に
対
す
る
楽
し
み
で
あ
り
、
役
割
か
も
知
れ
な
い
。

(1

)

天
徳
三
年
(九
五
九
)
+
二
月
甘

ハ
旦

太
政
官
は
「牒
」
(2
芝

を
東
大
寺

に
送
り
、
橘
元
実
が
東
大
寺
に
玉
滝
杣
を
寄
進
し
た
こ
と

を
認
め
る
通
告
を
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
中
村
直
勝
博
士
の
名
著

『荘

園
の
研
究
』
に
所
収
の

「
伊
賀
国
玉
滝
荘
」

に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
余
り

に
も
著
名
な
事
実
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の

「
玉
滝
杣
」

が
同
じ
東
大
寺
領
黒
田
荘
と

一
括
し
て
、
建
築
用
材
採
取
の
目
的
で

設
立
さ
れ
た
杣
が
発
達
し
て
荘
園
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
研
究
さ
れ

　　
　

た
も

の

が
多

い

こ
と

も
周

知

の

こ
と

で

あ

る
。

ヘ

へ

し

か

し
、
こ

の
元

実

の
寄

進

に

か

か

わ

っ
て
、
こ

の

「
牒

」
と
,ほ

獄
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(3
)

同
内
容
、
同
日
付

の
伊
賀
国
司
に
宛
て
た

「
太
政
官
符
」
が
あ
る
。

ヘ

へ

ほ
ぼ
同
内
容
と
言

っ
た
の
は
、
両
文
書
、
即
ち

「太
政
官
牒
」
と

「太

政
官
符
」

の
両
文
書
に
お
け
る
太
政
官

に
よ
る
通
告
内
容
の
う
ち
、

重
要
部
分

で
あ
る
太
政
官
の
決
定
意
思
に
重
大
且
つ
、
顕
著
な
相
違

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点

に
つ
い
て
、
明
確
な
指
摘
を
な
さ
れ
た
の
は
、
「杣
工
と
荘

園
、
1
伊
賀
国
玉
滝

・
黒
田
荘
1
」
の
著
者
で
あ
る
赤
松
俊
秀
博
士

　る
　

で
あ
る
。
博
士
は
こ
の
論
文
の
中
で
、

「東
大
寺
が
か
ね
て
太
政
官

に
要
望
し
て
い
た
他
所
の
建
築
用
材
を
こ
の
杣
か
ら
切
り
出
す
こ
と

を
禁
止
し
、

一
向

に
、
東
大
寺

の
杣
と
し
て
西
塔
修
造
の
た
め
に
当

て
る
こ
と
は
、
ど
う
な
っ
た
か
」
と
、
疑
問
を
出
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
に
は
そ
れ
な
り
に
理
由
が
あ
っ
て
、

「
官
牒
の

本
文
で
は
、
『縦
ひ
宮
城
を
修
理
の
間
も
、
修
理
職
の
入
造
を
聴
す
こ

と
勿
れ
』
と
東
大
寺

の
要
望
を
認
め
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

(5
)

し
、
同
日
付
の
太
政
官
符

(案
)
で
は
、
『
但
し
、
宮
城
修
理
の
間
は

修
理
職
の
入
造
を
聴
す
可
し
』
と
な

っ
て
い
て
、
官
牒
と
は
反
対
に

　

　

む

　

東
大
寺
の
要
望
を
拒
否
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
正
反
対
の

　

　

　

　

　

　

　

　

む

　

む

む

　

　

　

　

　

む

　

む

む

む

む

む

内
容
を
持

つ
太
政
官
牒
と
太
政
官
符
(案
)
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

史
学
研
究

法
の
公
式
論

に
よ
る
と
、
官
牒
は
原
本
が
保
存
さ
れ
て
い

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

る

の

に
、
官

符

は

写

し

(
案

文

)

し

か

な

く
、

し

か
も

、

官

符

(案

)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
は
、
他
に
も
明
白
に
誤
字
の
部
分
が
あ
る
か
ら
、
こ
の

『
但
・聴
』

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
そ
れ
ぞ
れ

『縦

・
勿
』
の
誤
字
で
あ
る
、

と
す
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
『
大
日
本
古
文
書

・
東
大
寺
文
書
』
も
こ
の
見
解
に
立

っ
て
官
符

(案
)
の
本
文
に
注
を
つ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
際

に
考
慮
を
要

(6
)

す
る
こ
と
」
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

博
士
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
後

に
触
れ
る
。
先
ず
、
赤
松
博
士
が

誤
字
部
分
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
部
分
は
、
平
安
遺
文

(昭
和
三

十
九
年
四
月
廿
日
訂
正
版
、
第

一
巻
三
九
九
頁
～
四
〇
四
頁
)
で
は
、

『
但

・
聴
』
と
な

っ
て
お
ら
ず

『
但

・
可
』
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、

こ
れ
は
赤
松
博
士
の
こ
の
論
文

の
校
正
の
過

程
に
お
け
る
単
純
な
校

(
7
)

正
洩
れ
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、
こ
れ
は
別
に
し
て
、
こ
の
他
に
も
誤

字
の
部
分
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
が
先
に
明
示
し
た

手
持
ち
の
平
安
遺
文
に
よ
り
検
索
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

「官
牒
」
に

『
余
』
と
略
し
て
い
る
の
に
、
「官
符
(案
)
」

で
は
、
『絵
』
と
正
字

で
書
か
れ
て
い
る
の
み
で
、
他
に
は
実
質
的

に
意
味
の
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
異
同
は
な
い
。

そ
こ
で
、
「官
符
」
が
案
文
で
あ

っ
て
、
原
本
よ
り
写
取
る
際
に
は

誤
写
の
お
こ
る
可
能
性
は
十
分
あ
る
訳
だ
が
、
し
か
し
、
単
な
る
誤

写
と
見
る
こ
と
は
む
し
ろ
問
題
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が

あ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
今
の
処
、
こ
の

一
字
の
相
違
だ
け
で
、
官
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符
(案
)
の
史
料
価
値
は
何
等
影
響
を
受
け
る
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。

文
書
史
料
だ
け
を
頼
り
に
法
史
を
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
場
合
、
そ

の
史
料
と
し
て
使
用
し
た
文
書
が
偽
文
書
で
あ
っ
た
場
合

に
は
、
嘘

の
法
史
を
書
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
反
面
、
そ
の
社

会
に
お

い
て
、
そ
の
偽
文
書
の
作
成
の
必
要
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
も
ま
た
、
立
派
な
法
史
上
の
事
実
で
も
あ
る
。

写
し
が
原
本
と
違

っ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
を
ど
う
扱
う
か
は
大
変

困
難
な

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
「太
政
官
符

(案
)」
が
同
日
付
の

「
太
政
官

牒
」
と
重
要
な
部
分
で
異
同
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
問
題

に
す
る
場
合
に
あ

っ
て
も
、
こ
の
平
安
遺
文
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「太

政
官
符

(案
)
」
を
例
に
み
て
も
、
そ
れ
は
も
と
も
と
別

に

「太
政
官

符
」
が
あ

っ
て
、
そ
れ
を
写
し
取

っ
て
作
成
し
た

「案
文
」
が
、
『
東

南
院
文
書

三
之
四
』
と
し
て
保
存
さ
れ
、
平
安
遺
文

に
収
録
さ
れ
た

も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

も
と
も

と
、
「官
牒
」
と

「官
符
」
は
重
要
部
分

に
お
い
て
異

っ
て

い
た
も

の
で
あ
っ
て
、
決
し
て

「官
牒
」
を
写
し
て

「官
符
(案
)」

を
仕
上
げ

た
も
の
で
は
な
い
と
見
る
の
が
正
し
い
見
方
で
は
な
か
ろ

う
か
。
ま

た
、
は
か
ら
ず
も

「官
符
」
を
写
し
、
「案
文
」
を
作
成
す

る
時
に
、
意
図
的

に
違

っ
た
内
容
に
写
し
替
え
た
と
す
る
と
、

こ
れ

も
ま
た
法
史
上
の
重
要
問
題
で
あ
る
。
単
な
る
誤
写
と
し
て
問
題
に

す
る
の
で
な
く
、

こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
の
周
辺
を
と
り
ま
く
法
的
状

況
を
問
う
の
が
小
稿
の
目
的

で
あ
る
。

前

篇一
、
天
徳
三
年
前
後
の
杣
の
状
況

「宮
木
ひ
く
、

い
つ
み
の
ぞ
ま
に
立
つ
民

の
」
と
よ
ん
だ
万
葉
集

(8
)

の
歌
は
、
泉
木
津

の
上
流
の
杣
か
ら
宮
城
の
料
材
を
曳
き
出
す
杣
人

ウ
タ

の
姿
を
詩

っ
た

一
節

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
杣
は
用
材
を
伐
り

出
す
た
め
の
山
林
で
、
古
く
は
慶
雲
三
年

(
七
〇
六
)
三
月
十
四
日

(9
)

の
詔
に
、
山
林
は
山
川
藪
沢
の
公
私
共
同
利
用
の
原
則
に
よ
っ
て
規

制
さ
れ
て
い
た
。
当
時
は
ま
だ
自
然
林
を
無

理
な
く
利
用
す
れ
ば
人

工
植
林
を
必
要
と
し
な
か

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
後
、
こ
の

公
私
土
ハ利

の
杣
利
用
形
態
は
令
制
も
継
承
し
て
い
た
。

当
時
は

ま

た
、
氏

々
の
祖
墓
と
百
姓
の
宅
の
周
囲
二
十
歩
か
ら
三
十
歩
に
限
っ

て
樹
木
を
栽
培
し
、
私
有
林
と
し
て
保
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
齢
ひゾ
平
安
期
に
入

っ
た
延
暦
十
七
年

(七
九
八
)
十
二
月
八
日
の

格
で
は
、
墓
地

・
牧
地

の
森
林
は
面
積
の
制
限

な
く
私
有
を
許
さ
れ
、

大
同
元
年

(
八
〇
六
)
八
月
廿
五
日
の
太
政
官
符
も
こ
れ
を
確
認
し

て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
律
令
制
の
ゆ
る
み
が
め
だ
ち
、
荘
園
制
の
発
達
が
顕
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著
に
な
り
始
め
る
仁
和
年
間

(八
八
五
～
九
)
に
な
る
と
、
元
興
寺

(11
)

等
が
杣
内

の
田
地

に
対
し
て
地
子
を
徴
収
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対

し
、
相
楽
郡
司
を
通
じ
て
百
姓
の
愁
訴
を
聞

い
た
問
山
城

国
民
苦
使
左
中
弁
平
秀
長
は
田
図
を
検
し
て
、
百
姓
の
訴
が
事
実

に

基
づ

い
て

い
る
こ
と
を
確
め
た
上
で
、
太
政
官
が
山
林
を
杣
と
し
て

諸
寺
に
寄

せ
た
の
は
、
修
理
の
料
材
を
採
取
す
る
た
め
で
、
百
姓
の

田
地
を
妨
げ
た
り
、
と
ど
め
る
た
め
で
は
な
い
と
し
、
諸
大
寺
は
地

子
徴
収
を
停
止
す
る
こ
と
、

一
方
百
姓
も
ほ
し
い
ま
ま
に
山
中
の
樹

木
を
伐
る
こ
と
は
禁
制
で
あ
る
と
の
二
つ
を
奏
請
し
、寛
平
八
年
(八

(12
)

九
六
)
四
月
二
日
の
太
政
官
符
を
得

て
施
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

東
大
寺
で
も
勅
施
入
さ
れ
た
板
蝿
杣

に
お
い
て
は
、
当
初
は
四
至
内

の
口
分
田
、
治
出
な
ど
に
対
す
る
支
配
権
は
ま
だ
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。と

こ
ろ
が
、
康
保
元
年

(九
六
四
)
に
な

っ
て
、
そ
の
四
至
内
に

(13
)

勘
解
由
使
長
官
朝
成
が
薦
生
牧
を
設
立
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の

時
、
在
地

の
名
張
郡
司
が
牧
の
敷
地
は
杣
の
四
至
内
で
あ
る
と
い
う

理
由
で
牧

の
立
券
を
拒
否
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
大
寺
は
名
張

な
　

郡
司
を
さ
と
し
て
牧
の
立
券
を
認
め
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ

は
、
杣
に
便
宜
の
地
は
、
杣
が
領
有
し
、
牧

に
便
宜
の
地
は
牧
が
領

掌
す
る
の
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
赤
松
博
士
は
説

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
東
大
寺
が
将
来
杣
の
荘
園
的
経
営
を
す
す
め

よ
う
と
す
る
場
△
口
に
利
用
出
来
る
と
の
深
慮
遠
謀
の
た
め
の
論
法
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
慶
雲
三
年

(
七
〇
六
)
の
詔
に
あ
る
山
林
の
公
私

共
利
の
原
則
に
則

っ
た
政
策
的
態
度
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
か

く
て
、
東
大
寺
は
令
制
の
山
林
共
利
の
立
場

を
守

っ
て
、
杣
、
牧
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
便
宜
の
土
地
を
各
自
に
領
有
す

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
予
想
外
に
も
、
在
地

の
郡
司
と
東
大
寺
か
ら

派
遣
さ
れ
た
寺
使
が
、
杣
の
四
至
内
の
排
他
的
支
配
を
主
張
し
た
こ

　め
　

と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
杣

の

一
円
的
領
有
を
希
望
し
て
い
る
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
の
ち
に
黒
田
荘
で
激
烈
と

な
る
公
領
の
寺
領

へ
の
囲
い
こ
み
の
兆
が
、

こ
の
時
す
で
に
郡
司

・

寺
使
の
間
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
殊

に
、
わ
ざ
わ
ざ
東
大
寺

か
ら
派
遣
さ
れ
た
寺
使
が
杣
内
に
他
人
の
所
領
を
認
め
な
い
と
い
う

先
の
薦
生
牧
設
立
の
と
き
の
態
度
と
い
い
、

ま
た

一
円
的
占
有
の
必

要
を
主
張
し
た
の
も
、
在
地
の
郡
司

・
刀
禰
ら
が
そ
れ
を
支
持
し
、

(16

)

そ
の
実
現
を
強
く
希
望
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
赤
松
博
士
は
こ
の
よ
う
な
在
地

の
郡
司

・
刀
禰
な
ど
の

(17
)

態
度
を

「
現
実
を
超
え
た
主
張
」
と
さ
れ
た
の
は
間
違
い
で
、
む
し

ろ
逆

の
評
価
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
天
徳

・
康

保
年
間

(九
五
七
～
六
七
)
に
は
杣
の
状
態
が
ど
う
な

っ
て
い
た
か

一一4一



を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
天
徳
三
年

(九
五
九
)
七
月
廿
五
日
の
東

大
寺
別
当
権
律
師
法
橋
上
人
位
光
智
等
の
奏
状
の
中
に
、

「蒙
勅
宣

之
後
、
旦
暮
只
焦
肝
、
出
入
無
他
念
、
寝
食
思
此
事
、
依
木
工
寮
支
度

(中
略
)
七
箇
国
可
造
進
之
由
、
給
官
符
先
了
、
而
件
九
箇
国
申
返

不
堪
之
由
、
無
造

一
枝
之
材
、
頻
錐
給
催
責
之
官
符
、
更
以
無
承
引

　　
　

之
国
司
、
諸
国
共
不
合
力
」
と
あ
る
。

こ
こ
伊
賀
国
だ
け
で
な
く
畿

内

・
近

国
で
は
既
に
、
自
然
の
山
林
は
他
国
に
材
木
を
出
す
余
裕
が

な
い
程
乱
伐
さ
れ
て
い
る
の
で
、
官
符
に
よ
る
官
営
工
事

の
た
め
で

あ

っ
て
も
、
合
力
出
来
な
い
と
国
司
自
身
か
ら
拒
否
し
て
来
た
の
で

　
む
　

あ
り
、
当
、
玉
滝
杣
で
も
元
は

「樹
木
生
繁
自
為
杣
山
」
い
た
が
、
多

(
20
)

勢
が
競

い
て
伐
採
す
る
た
め
、
「樹
木
漸
切
掃
、
墳
墓
作
露
地
」
と
い

う
状
態

で
、
も
と
も
と
、
こ
こ
は
元
実
先
祖
の
墓
地
と
し
て
樹
木
が

お
い
繁

っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
は
見
る
も
無
残
な
姿
と
な

っ
て
、

墓
地
が
露
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
い
く
ら
官
営
工
事
の
た
め

と
は
云
え
宝
塔
造
立
の
毎
に
、
料
材
数
千
の
材
木
を
こ
の
玉
滝
杣
か

　れ
　

ら
伐
り
出
さ
れ
て
は

「樹
木
漸
尽
、
残
木
非
茂
」
と
い
う
状
態
で
山

木
尽
き
果
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
い
く
ら
樹
木
繁
茂
し
て
い
た

山
林

で
も
、
自
然
に
増
殖
す
る
を
待

つ
か
、人
工
植
林
を
す
る
か
し
な

け
れ
ば
、
杣
を
有
用
に
維
持
出
来
な
い
の
は
自
然
の
理
で
あ
っ
た
。

在
地

の
郡
司

・
刀
禰
、
そ
れ
に
寺
使
ま
で
も
が
東
大
寺
の
意
向
に

反
し
て
も
杣
の

一
円
的
領
有
を
強
く
希
望

し
て
い
た
の
は
、
杣
山
の

樹
木
の
育
成

・
保
護
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「現
実
を
超
え
た

主
張
」
で
は
な
く
て
、
最
も

「現
実
的
主
張
」
で
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。

「杣
」
と
い
う
建
築
用
材
を
養
う
山
林
を
東
大
寺
に
用
材
を
採
取
す

る
た
め
に
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
東
大
寺

の

「消
費
の
み
の
た
め
の
所
有
」
と
在
地

の
人
々
の

「経
営
の
た
め

の
所
有
」、
こ
の
両
者

の
価
値
観
の
間
に

相
違
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。

既
に
見
た
よ
う
に
、
杣
に
対
す
る
令
制
は
原
則
と
し
て
公
私
共
利

の
扱

い
で
あ

っ
た
が
、
杣
山
の
経
営
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
私
人

の
所
有
目
的
と
し
て
の
杣

の
利
用
は
、
「宮
城
修
理
之
間
、
殊
に
官
符

　
お
　

を
給
ひ
造
用
せ
令
む
」
と
い
う
よ
う
に
官
符

に
よ
っ
て
、
そ
の
杣
が

私
林
で
あ
る
に
拘
ら
ず
公
然
と
樹
木
を
伐
採

し
て
来
た
こ
と
と
矛
盾

す
る
の
で
あ
る
。
当
時
は
官
営
工
房
で
あ

っ
た
木
工
寮

・
修
理
職
は

宮
城
の
建
築
工
事
だ
け
で
な
く
、
重
要
な
朝

臣
、
神
社
、
寺
院
な
ど
の

建
築
工
事
を
独
占
的

に
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
、

木
工
寮

・
修
理
職
は
私
領
の
杣
の
樹
木
を
建
築
用
材
と
し
て
伐
採
、

採
取
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
杣
の
公
私
共
利
の

原
則
が
公
私
共
妨
の
結
果
を
招
来
さ
せ
て

い
っ
た
こ
と
も
赤
松
博
士

(23
)

の
研

究

に
詳

し

い
。
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自
然

の
杣
か
ら
材
木
を
伐
り
出
し
て
、
建
築
用
材
を
得
る
こ
と
だ

け
を
考
え
る
と
、
令
制
の
公
私
共
利
の
原
則
は
誠
に
理
想
的
な
制
度

で
あ

っ
た
。
だ
が
、
事
実
は
自
然
林

の
伐
採
時
代
の
次
に
来
る
、
杣

の
経
営

と
い
う
問
題
を
考
え
る
と
杣
工
に
対
す
る
支
配
関
係
を
抜
き

に
し
て
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

も
と
も
と
杣
工
は
令
制
以
来
、
木
工
寮

・
令
外
の
修
理
職
と
い
う

官
衙
に
付
属
す
る
諸
司
田

・
職
分
田
を
給
付
さ
れ
て
い
た
。
身
分
は

官
営
工
房
に
属
す
る
工
匠
で
あ

っ
た
。
工
匠
と
い
っ
て
も
下
級
官
人

で
無
位

の
人
が
多
く
、
木
工

・
杣
工

・
瓦
工

・
鍛
冶
等
雑
多
で
あ

っ

た
け
れ
ど
も
、
本
質
は
皆
、
班
田
農
民
で
あ

っ
て
、
完
全
に
農
業
生

産
か
ら
自
立
し
て
い
な
い
状
態
が
長
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

か
か

る
状
態
で
、
な
お
も
長
期

の
上
番
勤
仕
に
出
ら
れ
た
の
は
、

(24
)

課
役
免
除
の
特
典
が
付
随
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
。
か
か
る

班
田
農
民
が
官
営
工
房
に
継
続
的

に
勤
仕
し
て
国
家
給
付
に
依
存
す

る
工
匠
と
く
に
、

杣
工
の
生
活
は

非
常
に
不
安
定
な

身
分
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
平
安
前
半
期
の
大
同
三

・
四
年

(八
〇
八

・
九
)
に
月

百
文
の
貨
幣
支
給
か
ら
、
日
別
二
升
の
現
米
支
給

に
変
更
さ
れ
、
そ

の
要
劇
料
が
、
さ
ら
に
元
慶
五
年

(
八
八
二
)
に
京
庫
か
ら
の
現
物

支
給
に
改
め
ら
れ
て
、
つ
い
で
加
地
子
経
営
を
内
容
と
す
る
広
大
な

諸
司
田

・
職
分
田

(要
劇
井
番
上
根
田
)
の
制
に
改
め
ら
れ
た
の
で

(25
)

あ
る
。
こ
れ
ら
職
分
田
等
の
官
司
田
は
、
郡
司
職
分
田
を
別
と
し
て

不
輸
租
田
で
、
当
初
の
支
配
形
態
は
加
地
子
収
納
に
と
ど
ま
っ
て
い

(26
)

た

の

で

あ

る

。
二
、
官
営
工
房
修
理
職
と
杣
工

い
ま
小
稿
で
問
題
と
し
て
い
る

「官
牒
」
・
「官
符
」
に
よ
っ
て
玉

滝
杣
の
東
大
寺

へ
の
寄
進
が
許
可
さ
れ
る
八
ケ
月
も
以
前
の
天
徳
三

年

(
九
五
九
)
四
月
五
口
に
国
司
藤
原
忠
厚

が
符
を
下
し
て
玉
滝
杣

(27
)

内
と
杣
周
辺
の

荒
田

五
〇
町
歩
の
開
発
を

許
可
し
て
い
る
。

こ
れ

は
、
杣
工
の
生
産
活
動
即
ち
、
材
木
の
伐
採
、
そ
し
て
筏
師
に
よ
る

造
運
、
木
屋
所
で
の
木
作
や
交
易
、
こ
れ
ら

一
連
の
活
動
は
、
当
時

既
に
、
自
主
的

に
行
わ
れ
て
い
た
証
拠
と
考

え
ら
れ
、
玉
滝
杣
に
も

そ
れ
ら
の
杣
工
等
の
居
住
の
場
と
食
料
確
保

の
必
要
も
あ

っ
て
当
初

か
ら
耕
地
が

付
属
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
も
の
と

推
定
さ
れ
て
い

(
28
)

る
。
し
か
し
、
杣
で
の
山
仕
事
と
田
畠
の
耕
作
と
は
必
ず
し
も
同
じ

サ
イ
ク
ル
で
ま
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
田
畠

は
年
間
を
通
じ
て
の
労

働
を
必
要
と
す
る
が
、
杣
の
仕
事
は
そ
の
行
程
巾
が
大
き
い
。
ま
た

六
ケ
月
前
、
天
徳
三
年

(九
五
九
)
六
月
五
日
に
、
修
理
職
は

「応
(
29
)

停
止
称
職
仰
入
交
寺
家
所
領
玉
滝
杣
造
運
数
千
材
木
事
」
と
い
う
牒

を
出
し
て
い
る
。
「修
理
職
の
仰
せ
」
と
称
し

て
と
い
う
表
現
か
ら
し
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て
、
表
向
き
修
理
職

の
命
で
あ
る
と
名
を
う

っ
て
い
る
い
わ
ば

「表

見
代
理
」
的
な
形
で
、
杣

へ
の
入
交
と
樹
木
の
採
取
を
し
て
い
る
者

が
い
た

の
で
、
そ
れ
ら
を
停
止
さ
れ
た
い
と
連
絡
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
玉
滝
杣
に
お
い
て
は
当
時
、
杣
周
辺
の
杣
工

・
住
人
ら

が
私
的

に
伐
採
を
し
、
そ
れ
ら
の
材
木
の
交
易
を
か
な
り
積
極
的

に

行

っ
て

い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
保
安
年
間

(
=

二
〇
～
三
)
の

こ
と
で
は
あ
る
が
、
在
地
慣
例
と
し
て
容
認
さ
れ
て
来

た
事
実
と
し

て
東
大
寺
は
真
木
山
村
に
つ
い
て
、
「杣
山
中
心
也
、
樹
木
漸
尽
、
今

成
荒
地
、
近
年
為
杣
工
居
住
、
始
所
令
開
発
也
、
因
弦
昌
泰

(
八
九

　　
　

八
～
九

〇
〇
)
以
往
公
験
之
中
、
無
其
名
也
」、

こ
れ
は
杣
の
経
営
と

そ
れ
に
必
要
な
杣
辺
の
荒
野
の
開
発
の
奨
励
を
意
図
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
示

し
て
い
る
。

杣
辺
で
は
片
荒
農
法
が

ま
だ

行
わ
れ
て
い
た

か
、
ど
う
か
の
確
証
は
な
い
が
、
杣
の
保
護
と
杣
辺
の
荒
野

の
開
発

の
奨
励
が
重
な
り
合

っ
て
い
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
国
司
忠
厚
は

翌
四
年

(九
六
〇
)
二
月
廿

二
日
に
も
符
を
下
し
て
玉
滝
、
内
保
、

　み
　

湯
船
、
靹
田
村
の
正
税

の
利
稲
を
免
除
す
る
こ
と
を
伝
え
た
。
そ
の

後
の
国
司
も
こ
れ
に
な
ら

っ
て
い
る
。
玉
滝
杣
が
東
大
寺
領
と
な

っ

た
の
に
並
行
し
て
、
そ
れ
に
付
属

の
耕
地
が
再
造
成
さ
れ
た
事
は
こ

れ
ら
の
事
実
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
歴
代
の
国
司
も
田
畠
等
耕
地
の

万
作

に
は
特
に
力
を
入
れ
て
奨
励
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の

結
果
、
そ
の
造
成
の
成
績
は
四
ケ
年
で
計

画
の
三
分
の

一
以
上
、
百

　
お
　

十
七
町
二
百
五
十
歩
に
及
ん
だ
と
さ
れ
て

い
る
。
先
の
保
安
年
間
の

史
料
に
も
あ
る
如
く
こ
の
造
成
再
開
発
の
主
体
は
勿
論
東
大
寺
だ
と

考
え
ら
れ
る
が
、

杣
の
経
営
に
は

杣
工
達

の
食
糎
確
保
の

た
め
の

「農
耕
の
奨
励
」
は
、
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
開
発
さ
れ
た
耕
地
が
国
免
地
と
し
て
杣
工
の
た
め
ば
か
り

で
な
く
、
杣
周
辺
の
住
人
で
新
た
に
杣
工
と
し
て
参
入
し
て
く
る
者

達
に
も
与
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

杣
工
が
官
司
工
房
の
構
成
員
と
し
て
所
属
し
て
い
た
の
は
木
工
寮

と
修
理
職
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
修
理
職
は
官
営
工
房
と

い
う
律
令
国
家
権
力
に
よ

っ
て
編
成
さ
れ
た
労
働
組
織
に
よ

っ
て
、

大
規
模
な
協
業
を
行
う
官
営
の
作
業
場
を
掌
理
す
る
機
構
で
あ
る
。

延
喜
年
間

(九
〇

一
～
九
二
二
)
に
令
外

の
官
と
し
て
設
け
ら
れ
た

も
の
で
、
同
じ
令
外
の

一
造
寺
官
司
で
あ
り
な
が
ら
省
に
匹
敵
す
る

彪
大
な
機
構

に
拡
大
さ
れ
た
造
東
大
寺
司
と
も
密
接
な
関
連
を
有
し

て
い
た
。
造
東
大
寺
司
に
は
管
理
機
構
で
あ
る
政
所
の
ほ
か
に
造
仏

所

・
木
工
所

・
鋳
所

.
造
瓦
所
等
が
所
属
し
、
出
先
機
関
と
し
て
造

石
山
院
所

・
造
春
山
所

・
造
薬
師
寺
所
な
ど
の
ほ
か
、
甲
賀
、
伊
賀
、

田
上
、
高
島
の
山
作
所
や
泉
津
の
木
屋
所
な
ど
を
擁
し
て
い
た
。

八
世
紀
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
令
外
の
手
工
業
関
係
の
官
司
は
造
東

7



大
寺
司

以
外

に
も
省

・
寮

・
職
を
称
す
る
も
の
等
多
数

に
の
ぼ
る
。

そ
の
う
ち
で
も
臨
時
編
成
の
官
司
が
圧
倒
的

に
多

い
け
れ
ど
も
造
宮

省
、
鋳
銭
司
、
内
匠
寮
そ
れ
に
問
題
の

「修
理
職
」
な
ど
の
よ
う
な

常
置
も
し
く
は
、
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
も
認

(33
)

め
ら
れ
る
。

律
令
期
の
官
営
工
匠
は
本
質
的

に
は
班
田
農
民
で
あ
り
な
が
ら
官

営
工
房

の
生
産
活
動

へ
の
参
加
に
よ

っ
て
本
来
の
生
活
基
盤
で
あ
る

農
耕
か
ら
引
離
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
そ
の
上
、
多
く
が
無
位
で
、

僅
か
の
例
外
を
除

い
て
五
位

に
達
す
る
道
を
閉
さ
れ
て
い
た
技
術
官

人
層
に
と

っ
て
俸
禄
が
か
れ
ら
の
必
要
を
充
分

に
満
た
す
も
の
で
も

な
か

っ
た
。
工
匠

の
大
部
分

は
在
京
の
下
級
官
人
群

に
含
ま
れ
、
仮

寧
令
の
在
京
諸
司
給
仮
条
に
お
い
て
も
五
月
と
、
八
月
に
そ
れ
ぞ
れ

(34
)

半
月
あ

て
田
暇
を
給
与
さ
れ
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
、
大
部
分
が
番
上

官
で
あ

る
た
め
、
拘
束
日
数
も
少
な
く
農
業
兼
務
も
可
能
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な

っ
て
は
い
た
が
、
実
際
上
の
運
営
は
必
ず
し
も
守
ら

ま
　

れ
ず
工
匠
は
決
し
て
恵
ま
れ
て
は
い
な
か

っ
た
。

先
進
的
な
畿
内
に
お
い
て
も
、
工
匠
家
族

の
家
内
奴
隷
制

へ
の
対

応
は
微
弱
で
働
き
手
の
官
営
工
房

へ
の
勤
仕
は
直
ち
に
農
業
労
働
力

の
不
足

を
招
く
こ
と
を
意
味
し
た
。
か
く
て
不
足
す
る
労
働
力
の

一

般
的
な

補
充
手
段
は

賃
租
経
営
に
よ
っ
た

も
の
と

推
測
さ
れ
て
い

蕊
)

る
。
し
か
し
、
賃
租
経
営
は
田
主
の
収
益
も
少
な
く
、
ま
た
直
接
経

営
で
も
労
働
力
の
貧
困
は
再
生
産
を
著
し
く
困
難
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
か
か
る
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、

一
抹
の
望
み
を
官
位
上
昇
に

か
け
、
私
部
を
貢
進
し
た
り
、
和
雇
に
よ
る
の
も
か
な
り
重
要
な
役

　
　
　

割
を
果
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
待
遇
や
労
働
諸
条
件
よ
り
推
し
て
、
官
営
工
房
の

勤
仕
を
彼
等
が
あ
え
て
忌
避
し
な
か
っ
た
主
た
る
理
由
と
し
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
の
は
、
官
営
工
房
の
勤
仕
に
、

一
般
班
田
農
民
に
課
せ

ら
れ
る
課
役
が
免
除
さ
れ
る
と
い
う
特
典
が
付
随
し
て
い
た
こ
と
に

よ
る
と
さ
れ
て
い
硲
酬
官
営
工
房
勤
仕
は
そ
の
家
族

に
決
し
て
有
利

な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
尚
、
当
時

の

課
役
の
重
さ
を
考
慮
し
た
場
合
、
そ
の
免
除
が
、
工
匠
を
含
む
弱
少

家
族

に
と

っ
て
農
民
と
し
て
の
再
生
産
を
確
保
す
る
た
め
の
或
る
程

　　
　

度
有
効
な
手
段
で
あ

っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
官
営
工
房
工
匠
の
生
活
形
態
は
平
安
期

(八
〇
〇

～

=

八
〇
)
を
通
じ
て
、
官
営
工
房
の
解
体
と
と
も
に
次
第
に
変

化
す
る
。
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
有
力
農
民
層
に
把
握
さ
れ

た
私
的
な
小
経
営
が
官
営
工
房
経
営
に
対
し
て
優
位
に
立

つ
傾
向
が

あ
っ
た
。
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中

一
、

篇杣
の
経
営
を
め
ぐ
る
東
大
寺
と
修
理
職

1
「作
手
」
の
集
積
と
雑
役
免
と
の
か
か
わ
り
ー

注
目

さ
れ
る
の
は
、
万
寿

二
年

(
一
〇
二
五
)
に
玉
滝
杣
使
と
し

て
活
躍
し
た
上
座
念
秀
が
中
心
と
な

っ
て
長
元
六
年

(
一
〇
三
三
)

に
板
蝿
杣
を
東
大
寺
領
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
で

あ
り
、

官
営
工
房
的
経
営
の
杣
か
ら
荘
園
制
経
営
体

に
改
組
し
た
事

(
40
)

実
で
あ

る
。

そ
れ
は
長
元
七
年

二

〇
三
四
)
七
月
+
六
日
の
太
政
官
符

(
弗
三

奉

に
よ
・
て
板
蝿
杣
の
住
人
と
エ
と
の
臨
時
雑
役
が
免
除
さ
れ

た
こ
と
で
も
理
解
で
き
る
。

十
世
紀
以
後

の
荘
園
が
そ
れ
以
前
と
比
べ
て
異
な
る
最
大
の
点

は

「田
堵

.
寄
人
」
な
ど
の
関
係
者
が
国
役

(臨
時
雑
役
)
を
免
除
さ

れ
る
特
典

に
浴
し
た
こ
と
で
、
彼
等
は
荘
民
と
し
て
特
定
さ
れ
、
公

　む
　

領
の
平

民
と
異
な
る
地
位
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
赤
松

博
士
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
板
蝿
杣
の
杣
工
が
こ
の
時
に
、
臨
時
雑
役

を
免
除

さ
れ
た
こ
と
は
重
要
な
意
義
を
も

っ
て
い
る
。
ま
た
博
士
が

先
に
言

わ
れ
た

「板
蝿
杣
が
東
大
寺
所
領
と
し
て
確
定
す
る
」

と
云

う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
杣
の
四
至
内
の
田
地
が
寛

和
二
年

(九
八
六
)
の
郡
の
検
田
所
の
勘
進
に
あ
る
よ
う
に
自
立
し

た
私

の
所
領
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
上
座
念
秀
の
努
力
に

よ

っ
て
東
大
寺
が
買
収
或
い
は
其
の
他
の
方
法
で
、
し
か
も
当
時
存

在
し
て
い
た

『国
郡
裁
定
』
の
慣
行
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「作
手
」
(耕
作
権
)
の
集
積
を
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
人
身
的
支

配
権
を
獲
得
し
た
状
態
を
云
う
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
状
態
を
示
す
好
個
の
史
料

は
先
述
の
長
元
七
年

(
一

〇
三
四
)
七
月
十
六
日
の
大
和
国
司
並
び
に
伊
賀
国
司
に
宛
て
た
太

政
官
符
で
あ
る
。
(B
三
・

一
七
三
九
)

応
免
除
勅
施
入
東
大
寺
所
領
板
蝿
杣
住
人
等
臨
時
雑
役
事
、

四
至

(略
)

　

右
、
得
彼
寺
去
六
月
廿
七
日
奏
状
弥
云
々
、
件
板
蝿
杣
已
得

河
下
之
便
、
為
寺
家
大
切
也
者
、
右
大
臣
宣
、
奉

勅
、
宜
下

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

コ

知
彼
国
、
免
除
住
人
井
工
等
臨
時
雑
役
、
但
四
至
内
耕
作
私
所

領
、
仮
権
門
威
、
沽
却
要
人
輩
、
早
覚
公
験
而
令
進
官
任
其
文

契
弁
定
理
非
者

赤
松
博
士
は
こ
の
史
料
を
検
討
さ
れ
て
重
要
な
指
摘
を
な
さ
れ
て

　れ
　

い
る
。
赤
松
博
士
の
ご
指
摘
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
取
り
上

げ

る
と
、
①
の
部
分
は
板
蝿
杣
の
住
人

・
工
等
が
国
役
で
あ
る
臨
時
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雑
役
が
免
除
さ
れ
る
事
に
な

っ
た
法
的
根
拠
を
示
す
。
杣
も
勿
論
山

林
な
る
故
、
令
制
に
あ
る
山
川
藪
沢
の
公
私
共
利
の
原
則
に
の
っ
と

り
、
ま

た
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
杣
に
便
宜
の
地
は
杣
が
、
牧
に
便
宜
の

地

は
牧
が
、
所
有
す
る
と
い
う
例
が
示
す
よ
う
に
、
律
令
国
家
は
寺

社
荘
園
領
主
に
宗
教
的
国
家
行
政
担
当
者
と
し
て
の
経
済
的
基
盤
と

し
て
高
級
特
権
領
主
権
を
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
の

「板
蝿
杣
已
得
河
下
之
便
、
為
寺
家
大
切
也
」
、
こ
れ
が
「右
大

臣
宣
、
奉

勅
、
宜
下
知
彼
国
」
と
続
く
官
符
の
告
知
形
式
か
ら
み

て
、
形
式
的
に
し
ろ

「便
宜
之
地
」
と
い
う
具
体
的
条
件

「
己
得
河

下
之
便
」
こ
と
が
太
政
官
か
ら
下
知
を
受
け
る
法
的
要
件
に
な
っ
て

い
る
。
勿
論
、
こ
の
史
料
が
語
る

「
河
下
之
便
」
と
い
う
の
は
、
こ

の
字
面
が
示
す

「交
通
の
便
」

の
み
で
な
く
、
む
し
ろ
、
政
治
的
、

経
済
的
支
配
上
の
利
益
が
下
知
の
条
件
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
か
か

る
杣
の
持

つ
政
治
的
、
経
済
的
機
能
は
寺
家
に
と
っ
て
経
営
上
、
大

切
、
且

つ
有
用
な
土
地
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
後
に
検
討
す
る
史

料
で
あ
る
が
、
天
喜
四
年

(
一
〇
五
六
)
閏
三
月
廿
六
日
、
伊
賀
国

司
の
受
領
し
た
太
政
官
の
宣
旨
(旭

㌣

七
八
九
)
に
、
「協

雑

　

む

　

む

　

　

む

　

む

　

　

　

　

　

　

　

む

　

　

む

　

　

木
井
庄

々
所
出
土
産
物
、
多
支
大
破
修
理
、
依
是
、
不
入
国
使
、
不

　

　

　

む

む

　

　

　

　

　

　

　

　

仰
国
役
か
免
除
雑
役
」
と
あ
り
、
或
い
は
、
ま
た

「以
件
庄
所
出
之

物
・。
充
肺
海
花
会
布
旛
捧
修
恐
伶
粋
、、
伽
匙
、
滴
却
帥
働
、
恥
伽
爵

む役
也
」
と
あ

っ
て
、
此
等
の
官
宣
旨
に
見
え
る
太
政
官
の
免
除
下
知

の
条
件

に
は
、

一
貫
し
て
社
会
経
済
上
の
現
実
の
事
由
が
見
受
け
ら

れ
る
。
以
上
の
史
料
か
ら
解
る
よ
う
に
、
そ
の
杣
を
活
用
さ
せ
、
宗

教
的
国
家
行
政
機
構
で
あ
る
東
大
寺
の
経
済
的
基
盤
を
維
持
す
る
た

め
に
板
蝿
杣

の
経
営
に
従
事
す
る
周
辺
の
住
人
と
専
業
者

「杣
工
」

に
対
す
る
臨
時
雑
役
は
免
除
す
る
と
云
う
の
で
あ
る
。

問
題
は
む
し
ろ
、
②
の
方
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
、
杣
工
と

或

い
は
杣
作
業

に
従
事
す
る
住
人
等
が
東
大
寺
以
外
の
権
門
と
の
間

に
、
田
堵

・
寄
人
の
よ
う
な
関
係
が
生
れ
、

そ
れ
が
た
め
、
杣
の
四

至
内
で
争

い
の
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
と
予
想

し
て
、
そ
の
権
利
関
係

の
法
的
判
断
基
準
を
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
太
政
官
と
し

て

「作
手
」
も
含
め
て
、
私
の
所
領
は
公
験
主
義
を
基
準
に
す
る
こ

と
を
明
確
に
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
残
さ
れ
て
い
る

史
料
よ
り
見

る
限
り
、
こ
の
公
験
を
用
い
て
の

「作
手
」
の
売
買
は

長
元
年
間
を
は
る
か
に
遡
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
の
時
期
に
あ
ら

た
め
て
、
公
式
に
宣
言
し
た
の
は
「作
手
」
の
も

つ
耕
作
権
は
勿
論
、

そ
の
貸
借
権
に
つ
い
て
も
ま
だ
相
論
の
生
ず

る
余
地
が
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

赤
松
博
士
は
、
こ
の
但
書
に
つ
い
て
は
、
次
の
様
に
解
さ
れ
て
い

寧

先
ず
最
初
④

「私
の
所
領
」
と
は

(B

一
・

二
八
〇
)
に
示
さ
れ
て
い
る
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板
蝿
杣

内
に
あ
る
東
大
寺
領
以
外
の
百
姓
口
分
田

・
私
田
地
な
ど
の

巨
多
の
存
在
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
指
す
と
さ
れ
る
。
@
「
権

門
の
威
」
と
は
、
参
照
史
料
は
な
い
が
、
宗
教
的
権
威
の
よ
う
な
も

の
を
推
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
従

っ
て
、
⑳
の

「
要
人
」
も

寺
家
の
要
人
と
解
さ
れ
、
そ
の
意
味
か
ら

「杣
工
」
を
指
し
て
い
る

と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
史
料
か
ら
、
当
時
、
「板
蝿
杣

の
要
人

11
杣
工
が
杣
内
の
私
領
を
買
得
蓄
積
を
始
め
た
」
こ
と
を
推

測
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
官
符
の
但
書
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
赤
松
博

士
の
言
わ
れ
て
い
る

「
四
至
内
、
耕
作
私
所
領
、
仮
権
門
威
、
沽
却

要
人
」
と
い
う
点
で
あ
る
。

当
時
、

「私
の
所
領
」
と
し
て
耕
地
に

生
成
し

つ
つ
あ

っ
た

「
作
手
」
の
買
得
と
そ
の
集
積
を
も
く
ろ
み
、へ

そ
れ
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は

「作

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

手
」
の
獲
得
が
、
或
い
は

「作
手
」
の
貸
借
権

の
獲
得
が
、
雑
役
免

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

獲
得
と

い
う
人
身
支
配
権
獲
得
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
事
実
は
み
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

が
せ
な

い
。

こ
れ
は
、
領
主
支
配
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら

ヘ

ヘ

へ

む

　

　

　

む

む

　

む

む

　

む

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

で
あ
る
。
事
実
上
の
人
身
的
支
配
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な

っ
て
始
め

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

む

む

む

む

　

　

　

　

む

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
、
臨
時
雑
役
免
除
等
の
法
的
公
事
支
配
権
が
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ

か
。
こ
の
よ
う
な
杣
支
配
の
展
開
は
、
杣
の
荘
園
化
で
あ
り
、
杣

の

荘
園
的
経
営
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

は
、
後
世
、
戦
国
期
に
盛
行
す
る
土
豪
に
よ

る
下
作
職
集
積
に
よ
る

コ

職
支
配
」
と
同
質
の
こ
と
に
相
違
な

い
。
注
目
す
べ
き
は
こ
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
作
手
」
の
移
動
が
人
身
支
配
"
雑
役
免
除
特
権
付
与
の
前
提
と
し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
重
要
な
関
連
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
、
②

の
但
書
の
部
分
は
、
重
要
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
た
だ
こ
の
史
料

が
語

っ
て
い
る
現
実
の
意
味
は
も

っ
と

深
刻
な

意
味
を

も

っ
て

い

た
。
そ
れ
は
、
東
大
寺
の
杣
経
営
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
、
修
理
職
に

よ

っ
て
も
官
衙
領
の
形
成
を
も
く
ろ
ん
で
活
動
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
官
衙

(修
理
職
)
と
私
領
主

(杣
工
)
と
の
結
合

に
よ
る

杣
経
営
と
い
う
形
で
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
赤

松
博
士
の
云
う

「権
門
の
威
を
仮
り
、
要
人

に
沽
却
す
る
」
は

「修

理
職
の
威
を
仮
り
杣
工
に
沽
却
す
る
」
こ
と
だ
と
理
解
出
来
る
の
で

あ
る
。

公
験

に
よ
る

「作
手
」

の
売
買
は
、
平
安
遣
文
で
見
る
限
り
長
暦

元
年

(
δ

三
七
)
王
某
田
地
売
券

(砧
仁
陽
)
ま
で
下
ら
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
実
際
は
も

っ
と
早
く
寛
弘
年
間

(
一
〇
〇
四
～

一
一
)
に

は
既

に
作
手

の
観
念
が
定
着
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
(
B
二
・

四
六
二
)

従

っ
て
、
そ
れ
以
前
よ
り
公
験

に
よ
ら
な
い
売
却
行
為
が
行
わ
れ
て

い
た
と
も
推
測
出
来
る
。

赤
松
博
士
の
言
わ
れ
る

所
有
し
て

い
る

「作
手
」
を
売
却
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、賃
借
し
て
い
る
「作
手
」

一一11一



を
非
合
法

に
、
従

っ
て
、
権
門
の
威

(修
理
職
の
威
)
を
仮
り
て
、

要
人

(
私
領
主
ー1
杣
工
)
と
称

せ
ら
れ
る
者
に
売
却
す
る
こ
と
は
、

当
時
、
当
然
あ
り
得
た
訳
で
、

こ
の
史
料
の
但
書
を
反
対
解
釈
す
れ

ば
、
未

だ
合
法
的
に
売
却
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
賃
借

「
作
手
」
だ

か
ら
こ
そ
、
権
門
の
威
を
仮
り
て
実
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従

っ

て
、
こ
の

「耕
作
私
所
領
」
の
沽
却

は
当
時
未
だ
法
慣
行
と
し
て
合

法
化
さ
れ
て
い
な
い
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
当
時
は
賃
借

作
手
は
未
だ
、
後
に
触
れ
る

『国
郡
裁
定
』
に
よ

っ
て
移
譲
の
自
由

を
公
認
す
る
原
則
の
成
立
す
る
ま
で
に
成
熟
し
て
い
な
か

っ
た
と
考

え
ら
れ

る
。
即
ち
、
少
し
の
ズ

レ
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ

で
太
政
官
は
や
は
り
従
前
よ
り
の
公
験
主
義
を
固
守
し
て
ゆ
こ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
但
書
の
示
す
社
会
的
事
実
を
も
う
少
し
具
体
的

に
推
測
す

る
と
、

官
衙
で
あ
る
官
営
工
房
修
理
職
の
威
を
仮
り
て
、
官
衙
所
属

の
杣
工
で
あ
る
要
人
は
杣
周
辺
の
私
所
領
の
「
作
手
」
・
賃
借
「作
手
」

し
て
い
る
住
人
か
ら
そ
の

「
作
手
」
権
を
買
収
す
る
。
注
目
さ
れ
る

の
は
、
只
、
そ
の
権
利
を
買
収
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
現
実

の

「作

む

手
」
(下
作
手
と
も
云
え
る
も
の
)
は
元
の
作
手
や
そ
の
賃
借
人
に
貸

与
し
て
お
く
と
い
う
譲
渡
担
保
物
権
的
な
形
体
を
と
っ
て
支
配
す
る

こ
と
が
、
人
身
支
配
権
掌
握

の
前
提
と
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ

れ
が
先
述
し
て
来
た
雑
役
免
除
特
権
を
獲
得
す
る
法
的
条
件
で
は
な

か
っ
た
か
と
予
想
さ
れ
る
。

こ
れ
と

同
様
な
こ
と
が

東
大
寺
側
で
も
現
わ
れ
た
。

長
暦

四
年

(
一
〇
四
三
)
に
か
つ
て
、
東
大
寺
別
当
で
あ

っ
た
深
観
が
藤
原
実

(44
)

遠
の
所
領
で
あ
っ
た
箭
川
荘
を
買
収
し
た
事
実
で
あ
る
。

こ
れ
は
勿

論
、
か
つ
て
玉
滝
杣
使
念
秀
が
杣
の
維
持
発
展
即
ち
、
杣
の
荘
園
的

展
開
の
た
め
に
は
、
付
属
耕
地
を
確
保
し
、

そ
の
耕
地
を
賃
借
し
て

い
る
作
手
住
人
を
自
己
の
支
配
下
に
置
き
、
寺
家
が
彼
等
住
人
等
の

臨
時
雑
役
の
免
除
を
獲
得
し
て
始
め
て
、
杣

の
健
全
な
荘
園
的
経
営

が
可
能

に
な

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
今
回
の
場
合
も
、
こ
の
先
例
に

倣

っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
東
大
寺
側
の
杣
の
荘
園
的
経
営
の
展
開
運
動
開
始
時

に
、
東
大
寺
と
対
抗
的
な
立
場
に
あ
っ
た
の
が
官
衙
の

一
つ
で
あ
る

官
営
工
房
修
理
職
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
更

に
賃
借

「作
手
」
の
分

化
定
着
と
、

「
国
郡
裁
定
」
と
い
わ
れ
る
所

謂

「
国
例
」
と
の
ズ

レ

に
太
政
官
は
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
か
か
る
二
つ
の
意
味
で
、
但
書
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
従

っ
て
、
但
書
に
云
う
「
権
門
」
は
官
衙
司
で
あ

る
修
理
職
と
な
ろ
う
。

こ
こ
に
小
稿
の
基
本
的
問
題
関
心
で
あ
る
東
大
寺
の
杣
経
営
と
修
理

職
の
官
衙
領
的
支
醗
の
対
立
が
あ

っ
た
。
杣

の
経
営
管
理
を
管
掌
す

一 一12-一



る
官
司

で
あ
る
修
理
職
は
水
運
の
便

の
よ
い
杣

に
わ
い
て
は
魚
の
水

を
得
た
如
く
活
躍
し
易

い
領
域
で
も
あ
っ
た
。

天
喜
元
年

(
一
〇
五
三
)
三
月
廿
七
日
、
伊
賀
国

に
ド
さ
れ
た
太

政
官
符

(案
)
(望

一
)
に
、

へ

加
之
、
経
数
年
庄
、
伊
勢
大
神
宮
六
十
六
町
免
田
、
東
大
寺
玉

ヘ

へ

　り

む

む

む

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

滝

杣

・
修
理
職
杣

・
平
柿
免
田
弐
拾
町
也
、
如
此
住
人
従
庄
田

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

外

入
作
公
田
、
不
弁
進
官
物
、
不
勤
仕
公
事
、

と
あ
り
、
更

に
、
寺
家
の
奏
状
の
内
容
と
し
て

「
去
年
も
上
奏
を
経

て
庄
園

の
乱
立
を
停
止
す
る
官
符
が
下
さ
れ
た
が
、
猶
も
そ
れ
ぞ
れ

本
家
の
威
を
仮
り
て
官
物
の
催
促
に
従
わ
ず
、
伊
賀
国
四
郡
土
ハ、
寺

社
高
家

そ
れ
ぞ
れ
の
庄
園
の
乱
立
に
あ
っ
て
、
官
物
は
殆
ん
ど
無
に

等
し
い
」
と
の
請
文

に
よ
る
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
伊
賀
国
で
は
、

東
大
寺
所
領
の
杣
は
玉
滝
杣

・
板
蝿
杣

(黒
田
庄
)、
そ
れ
に
修
理
職

高
様
の
杣
の
三
箇
所
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
(望

¢

そ
れ
に

む

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

続

い
て
、
「件
杣
等

(三
箇
所
の
杣
)
縁
辺
郷
邑
之
住
人
等
、
錐
各
権

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

杣
人
称
号
、
実
是
境
内
之
州
民
也
、
其
耕
作
田
畠
皆
悉
公
地
之
上
、

為
私
人
之
伝
領
自
風
聞
候
歎
」、
「加
之
彼
玉
滝
杣
脚
井
靹
田
、
湯
船

箸
潔

か
舞

怠

番

」
(佃
三
う

と
い
う
注
目
す
べ
き
事
実
も

見
出
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
見
て
も
、
東
大
寺
所
領
の
玉
滝
杣

.
黒
田

・

板
蝿
杣
そ
れ
に
修
理
職
杣
等
に
は
杣
周
辺
の
住
人
が

「杣
人
」
の
地

位

に
認
め
ら
れ
て
い
る
特
権

(雑
役
免
除
)
を
利
用
し
て
、
公
地
を

耕
作
し
、
そ
れ
を
相
伝
の

「作
手
」
と
称
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

尤
も
、

こ
れ
ら
の
住
人
は
勝
手
に
杣
人
の
称

号
を
悪
用
し
て
い
る
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

で
は
な
く
、
も
と
も
と
彼
等
は
杣
司
が
召
雇

っ
て
い
る
周
辺
の
住
人

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

達
な
の
で
あ
る
。
彼
等
は
杣
自
体
が
東
大
寺

の
所
有
か
、
官
司
修
理

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

職
の
管
掌
か
は
問
わ
な
い
。
只
、
杣
辺
の
住

人
は
農
耕
と
杣

の
仕
事

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

が

一
体

と

な

っ
て

い

て
、

そ

れ

に
従

事

出
来

る

こ
と

は
、

年
間

を

通

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

じ
て
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
基
盤
と
し
て
の
仕
事
の
在
り
方
か
ら
見

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ
ば
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
史
料
は

そ
の
傍
証
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。天
喜
四
年
(
一
〇
五

六
)
三
月
+
日
の
玉
滝
杣

・
湯
船
等
四
村
工
等
解

(B
三
・

七
六
七
)
に
よ
る

と
、
東
大
寺
所
領
杣

・
修
理
職
杣
等
の
村
々
の
工
匠
等
(杣
工
等
)
は

農
耕

に
従
事
し
な
が
ら
杣
の
例
役
を
勤
仕
し

て
い
た
が
、
国
司
が
住

宅
を
焼
払
い
、
耕
作
中
の
田
畠
を
損
滅
さ
せ
た
の
で
寺
役
を
勤
め
ら

れ
な
い
と
し
て
東
大
寺
政
所

へ
訴
え
出
て
い
る
。
こ
の
中
で
(
B
三

・

七
六
七
)

「速
令
杣
工
等
安
土
各
々
村
々
」
ら
れ
た
い
と
願
出
て
い
る
こ
と
か

ら
み
て
、
農
耕
を
伴

っ
た
村
々
に
お
け
る
生
活
が
基
盤
と
な

っ
て
杣

工
と
し
て
の
職
務
が
勤
仕
出
来
る
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
場
合
、
私
領
主
と
し
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て
の
杣

工
が

「作
手
」
を
賃
貸
し
て
耕
作
さ
せ
て
い
る
杣
夫
の
場
合

も
含
め

て

「
工
等
」
と
云

っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
(
B
三
・

七
六
八
)
に
よ
る
と
、郡
司

・
書
生
か
ら
造
宮
材
木
の
造
進

を
命
ぜ
ら
れ
た
の
を
免
除
し
て
欲
し
い
と
散
位
為
時
が
東
大
寺
に
願

出
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見

る
と
、
散
位
と
い
う
官
位
か
ら
し
て
、
こ

れ
は
も

と
修
理
職
所
属

の
杣
工

(
工
匠
)
が
現
在
東
大
寺
領
の
杣
に

(45
)

勤
仕
し
て
い
る
。
つ
ま
り
荘
公
両
属
状
態
が
部
分
的
、

つ
ま
り
杣
工

の
上
層
部

に
残
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を

東
大
寺
政
所
を
通
じ
て
国
司
に
申
請
し
、
造
宮
材
木
の
造
進
の
免
除

を
は
か

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
寺
院
の
雑
役
免
特
権
付
与
の
法
的
根
拠

何
故
、
長
元
七
年

(
一
〇
三
四
)
、
長
暦
二
年

(
一
〇
三
八
)
に
臨

時
雑
役

免
除
が
認
め
ら
れ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
何
に
対
し
て
免

除
さ
れ

た
か
は
、
こ
の
際
に
明
確
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

当
時

は
、
官
司
工
匠
で
あ
る
本
杣
工
と
そ
れ
を
助
け
る
住
人

・
杣

夫
等
と
は

一
団
と
な

っ
て
杣
の
材
木
を
伐
採
し
て
い
た
も
の
と
想
像

さ
れ
る
。
東
大
寺
、修
理
職
は
共
に
杣
経
営
上
か
ら
本
杣
工
の
外
に
、

雑
役
夫

と
な
る
杣
人
夫
を
周
辺
の
村
々
よ
り
雇
い
来
る
こ
と
を
要
し

た
。
そ
の
場
合
の
条
件
と
し
て
は
、
本
杣
工
に
準
ず
る
好
条
件
を
与

え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
雑
役
免
の
対
象
に
も
し
た
と
想
像
さ

れ
る
。

他
方
、
住
人
側
か
ら
し
て
も
、
雑
役
免
除
と
い
う
特
別
待
遇
を
得

る
た
め
に
、
進
ん
で
杣
人
夫

に
雇
わ
れ
、
「
杣
人
」
で
あ
る
と
自
称
し

(46
)

て
来

た
の
で
あ
る
。

本
来
、
東
大
寺
は
総
国
分
寺
と
し
て
律
令
国
家
よ
り
官
寺
と
し
て

封
戸
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
営
管

理
し
て
来
た
。
い
う
な

(47

)

れ
ば
、国
家
財
政
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
来

た
の
で
あ
る
が
、先
掲
史

料
(B
三
・
七
八
七
、

七
八
九
、
七
九
〇
)
に
も
あ
る
よ
う
に
、
寄
進
さ
れ
た
寺
家
杣
よ
り

荘
民
に
材
木
の
採
進
と
夫
役
を
提
供
さ
せ
、
修
理
も
勤
仕
さ
せ
て
来

た
の
で
あ
る
か
ら
、
若
し
、
国
役
と
し
て
の
臨
時
雑
役
を
住
人

・
工

等

に
課
せ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
忽
ち
、寺
家
の
修
理
工
事

に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
理
由
に
よ
り
杣
工
井
に
杣

住
人
に
対
し
て
は
臨
時
雑
役
の
勤
仕
を
免
除

さ
れ
た
い
と
願
出
て
、

そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、東
大
寺

・
興
福
寺
は
太
政
官
の
承
認
を
う
け
、

国
司
か
ら
臨
時
雑
役
を
免
除
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
裏
面
か

ら
み
れ
ば
、
臨
時
雑
役
賦
課
特
権
を
特
典
と
し
て
獲
得
し
た
の
で
あ

る
。
寺
社
が
荘
園
領
主
と
い
う
高
級
特
権
領
主
と
し
て
、
封
戸
の
給

付
か
ら
脱
脚
し
、
独
立
し
は
じ
め
る
と
同
時

に
、
寺
社
経
営
も
自
前
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で
修
理
費

を
賄
う
代
り
に
、
夫
役

・
材
木
等
を
獲
得
す
る
た
め
に
、

杣
周
辺

・
荘
園
内

・
四
至
内
の

「住
人

・
工
等
」
に
対
し
て
臨
時
雑

役
の
賦
課
特
権
を
寺
社
は
分
与
さ
れ
る
。
即
ち
免
除
し
て
も
ら
う
理

由
が
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

但
し
、
こ
の
雑
役
免
除
、
く
わ
し
く
云
え
ば
、
国
役
と
し
て
の
臨

時
雑
役
免
除
は
、
年
貢

・
所
当
の
免
除
と
異
な
り
、
即
ち
同
じ
く
太

政
官
、
或

い
は
勅
宣
に
よ
る
本
免
田
と
は
違

っ
て
、
在
地
で
被
付
与

客
体
で
あ
る
寺
社

・
高
家
等
が
臨
時
雑
役
免
除
を
与
え
る
状
態
に
あ

る
か
否

か
、
或
い
は
、
そ
れ
だ
け
の
特
権
を
付
与
す
る
政
治
的
価
値

が
あ
る
か
、
ど
う
か
は
国
司
の
判
断
に
か
か
っ
て
い
た
。
即
ち
、
付

与
条
件

を
も

っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
国
司
の
承
認
に
ま
つ
こ
と
に

(48
)

な
っ
て

い
た
。
そ
の
意
味
で
も
、
臨
時
雑
役
免
除
は

「国
免
」
に
当

る
の
で
あ
る
。
国
司
の
管
轄
下
に
あ
る
国
役
を
勅
旨
で
、
太
政
官
が

或
い
は
ま
た
、
国
司
自
身
が
そ
の
必
要
を
認
め
た
場
合
に
免
除
が
認

め
ら
れ

る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
中
止
、
撤
回
廃
止
権
は
国
司
自
身
の

手

に
あ

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
別
の
意
味
が
あ

っ
た
。
折
角
太
政
官

が
認
め
た
雑
役
免
除
を
国
司
が
撤
回
し
て
、
太
政
官
で
国
司
と
寺
社

が
相
論

を
繰
返
す
こ
と
は
決
し
て
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

三
、
雑
役
免
と
荘
園
的
人
身
支
配

東
大
寺
な
ど
寺
社
本
所
等
の
荘
園
領
主
は
そ
れ
ぞ
れ
各
自
の
持

つ

理
由
に
よ

っ
て
国
役
賦
課
の
免
除
特
権
を
得

て
荘
民
、
は
て
は
公
民

ま
で
も
そ
の
対
象
と
し
て
人
身
支
配
を
充
実

さ
せ
、
ひ
い
て
は
そ
の

住
人
の
耕
作
権
乃
至
田
地
を
荘
領
に
組
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

右
の
様
な
状
況
を
示
す
貴
重
な
史
料
が
あ
る
。
延
久
三
年

(
一
〇

七

一
)
九
月
廿
日
の

「
興
福
寺
大
和
国
雑
役
免
坪
付
帳
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
大
和
国
の
東
西
諸
郡
を
併
せ
て
十
六
郡
の
庄
々
の
田
畠
に
つ

い
て
の
不
輸
免
、
雑
役
免
内
訳
明
細
帳
で
あ
る
。
内
実
は
雑
役
免
田

畠
の
割
合
が
全
体

の
八
五
%
以
上
を
占
め
て

い
る
。

「雑
役
免
田
畠

(
二
百
七
十
八
力
)

千
五
十
五
町
五
反
十
八
歩
、
三
百
四
十
五
町

一

一
歩
、
神

(
勤
力
)
(高
力
)

(家
力
)

社
仏
寺
諸
司
要
劇
田
畠
地
子
各

[
U
目

家
、
雑
役
勤
寺

[
H
〔

(
B
九

・
四
六
三

九
、
四
六
四
〇
)
と
あ

.
て
、
神
社

・
仏
寺
並
藷

司
要
留

畠
の

大
部
分
の
雑
役
免
除
権
は
興
福
寺
が
持

っ
て

い
た
。
そ
の
内
、
修
理

職
田
畠

は

(地
子
を
徴
収
し
て
い
た
官
司
田
)
坪
別
に
見
て
も
、

一

町
前
後
、
し
か
も
、
二

・
三
箇
所
し
か
見
出

し
得
な
い
。

こ
れ
は
修

理
職
に
地
子
を
貢
納
す
る
他
方
で
、
雑
役
を
興
福
寺
に
勤
仕
す
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
修
理
職
を
含

め
た
官
司
に
地
子
を
納
め
る
農
民
は
、
同
時

に
寺
家
に
そ
れ
も
大
和
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国
で
は
大
部
分
が

興
福
寺
に
対
し
て
雑
役
を
負
担
す
る
寄
人
で
あ

り
、
寺
家

・
官
司

い
ず
れ
に
と

っ
て
も
完
全
な
領
主
的
支
配
を
実
現

出
来
て

い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
が
、
荘
園
化
と
い
う
点
か
ら

み
れ
ば

、人
身
に
対
す
る
課
役
を
支
配
し
て
い
る
寺
家
側
に
有
利
で
、

大
和
国

で
は
興
福
寺
の
例
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
で
は
、
す
で

に
殆
ん
ど
寺
家
の
領
主
権
に
含
み
こ
ま
れ
つ
つ
あ

っ
た
も
の
と
見
ら

お
　

れ
て
い
る
。

こ
の
た
め

官
司
田
で
あ
る

修
理
職
田
も

含
め
て
多
く

は
、寺
院

に
雑
役
の
賦
課
権
を
付
与
さ
れ
て
雑
役
免
田
と
化
し
、寺
領

荘
園
形
成
の
主
要
な
足
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

他
面
、
官
司
自
身
が
官
司
田
の
加
地
子
支
配
か
ら
進
ん
で
荘
園
制

的
な
支

配
を
内
容
と
す
る
官
衙
領
を
展
開
さ
せ
る
途

は
極
め
て
険
し

い
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
太
政
官
が
寛
治
七
年

(
一
〇
九
三
)

八
月
廿

一
日
の
近
江
国
野
州
荘
に
つ
い
て
近
江
国
司
に
下
し
た
官
符

(案
)
(
ヨ
罫

九
)
所
収
の
同
八
月
+
四
口
の
法
花
寺
の
奏
状

に
、

む

む

む

　

む

件
庄
本
免
田
百
十
八
町
、
往
古
国
司
敢
無
収
公
、
称
修
理
職
寄

む

　

む

む

　

む

む人
、
敢
不
弁
済
地
利
、
望
請
且
准
傍
例
、本
免
之
内
六
十
四
町
余

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

被
優
免
、
且
修
理
職
寄
人
耕
作
被
停
止
者
、
権
大
納
言
源
朝
臣

経
信
宣
、
奉

勅
、
宜
仰
彼
国
、
令
弁
申
件
子
細
者
、
就

宣
旨

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

状
、
謹
検
案
内
、
件
庄
勅
施
入
官
省
符
之
処
也
、
寺
家
所
訴
尤

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

む

む

む

む

　

　

　

む

　

　

有
謂
、
任
本
免
数
可
被
免
除
鰍
、
但
至
干
修
理
職
寄
人
耕
作
段

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

者
、
非
国
之
所
知
、
可
被
下
知
本
職
職
者
、
同
宣
、
奉

勅
、
件

庄
宜
仰
彼
国
、
任
国
司
陳
状
、
早
令
免
除
者
、件
寺
申
下

宣
旨

之
後
、依
申
請
髄
以
領
掌
、是
則
中
津
庄

四
至
之
外
也
、
(中
略
)

寄
事
於
修
理
職
寄
人
、申
下

宣
旨
之
後

、注
入
庄
領
内
荒
田
之

ヘ

へ

条
、未
知
其
理
、但
彼
寺
称

勅
施
入
、
此
庄
又
官
省
符
也
、錐
有

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

先
格
、
依
後
符
被
改
易
、
最
前
之
例
也
、
然
則
早
被
下

宣
旨
、

将
随
裁
断
者
、
権
左
中
弁
源
朝
臣
基
綱
伝
宣
、
大
納
言
源
朝
臣

経
信
宣
、
奉

勅
、
宜
仰
彼
寺
、
令
弁
申
件
子
細
者
、
謹
所
請

　　
カ
　

如
件
、
抑
就

宣
旨
状
、
案
事
情
、
至
専
寺
領
、
口
為
官
省
符

む

む

　

む

　

む

む

む

む

む

　

む

庄
、
然
而
近
代
被
免
除
坪
々
、
載
代
々
口
免
判
、
而
其
残
今
半

　

　

　

　

　

む

　

む

　

　

む

む

　

口
口
口
例
所
申
請
也
、
又
修
理
職
渡
守
為
[
口
全
不
出
地
子
、

む

む

む

む

む

む

拘
[
〕

蒙
裁
許
宣
旨
[
H
]
門
院
申
状
者
、
一

職

寄
作
暗
下
[
口
口
事
情
、
件
条
全
無
実
也
、
(後
略
)

と
あ
る
。
こ
れ
は
他
領
の
荘
公
民
が
官
司
修
理
職
に
雑
役
を
勤
仕
し

て
寄
人
化
し
、
荘
園
領
主

へ
の
地
子
の
貢
納
を
対
捏
す
る
数
少

い
貴

重
な
史
料
で
あ
る
。
こ
の
野
州
荘
の
場
合
、
地
理
的
に
見

て
、
杣
よ

り
発
達
し
た
荘
と
見
ら
れ
る
だ
け
に
、
往
古

よ
り
杣
工
を
指
導
す
る

官
衙
修
理
職
の
管
掌
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
杣
工
等
は

そ
の
修
理
職
の
下
で
、

「木
作
を
構
え
、
及
び
材
を
採
り
」
、

「
樹
木

お
　

を
斬
伐
し
、
工
匠
に
施
す
可
し
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
作
業
に
従
事
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し
て
・い
た
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
権
大
納
言
源
経
信
卿
の
宣
旨
も
、

低
垂
予
惨
恐
聯
評
ル
紳
価
既
都
・
恥
爵
ぎ
肺
矩
・
恥
伽
悔
緬
加

恥
歎

と
あ
り
、
ま
た
宣
旨
に
但
書
き
を
付
し
て
い
る
こ
と
は
稀
で
は
な
い

が
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
の
場
合
も
、
太
政

官
は
修
理
職
の
寄
人
の
耕
作
し
て
い
る
田
地
が
、
所
謂

「作
手
」
の

保
有

に
関
わ

っ
て
、
官
営
工
房
と
し
て
の
修
理
職
と
い
う
立
場
か
ら

の
固
有

の
支
配
を
公
認
す
る
と
い
う
判
断
を
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

荘
公
民
は
そ
の
特
権
的
立
場
に
寄
生
す
る
た
め
に
修
理
職
に
雑
役

を
勤
仕

し
て
寄
人
化
し
、
伐
採
跡
を
開
発
し
耕
地
と
す
る
こ
と
に
精

を
出
し
て
い
た
。
か
く
て
住
人
等
と
し
て
の
荘
公
民
は
荘
園
領
主

へ

の
地
子
貢
納
は

一
切
せ
ず
に
、
専
ら
樹
木
を
植
林
し
、
且

つ
伐
採
し

て
修
理
職
所
属
の
工
匠
等
に
用
材
確
保
の
協
力
を
し
て
お
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
時
は
荘
公
民
が
荘
公
両
属
か
ら
荘
公
分
属

(
51
)

に
入

っ
た
時
代
で
あ
っ
た
の
で
、
寺
家

・
官
司
い
ず
れ
に
と
っ
て
も

完
全
な
領
主
的
支
配
を
も
ち
得
な
か

っ
た
。

し
か
し
、
杣
の
よ
う
に
場
所
に
よ

っ
て
は
、
む
し
ろ
修
理
職
に
よ

る
官
衙
的
支
配
が
侵
透
し
た
所
も
あ

っ
た
。
こ
の
南
近
江
野
州
荘
に

お
い
て
、
ま
た
南
接
す
る
伊
賀
、
大
和

の
国
々
で
は
、
律
令
期
以
来
、

杣
と
水
運
の
支
配
を
足
場
に
周
辺
の
荘
民
の
寄
人
行
為
を
利
用
し
た

と
い
う
よ
り
も
、
太
政
官
の
指
令
で
修
理
職

に
依
存
し
な
が
ら
、
主

導
的
立
場
で
工
匠
活
動
を
行

っ
て
来
た
杣
工

の
生
活
は
史
料
が
語
る

歴
史
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
様
々
の
条
件
を
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

官
営
営
繕
工
房
た
る
修
理
職
は
木
工
寮
と
共

に
、
全
国
的
な
規
模
と

技
術
で
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時

に
、
用
材
を
育
て
、
そ

れ
を
伐
採
す
る
と
い
う
特
別
な
職
能
か
ら
す
れ
ば
、
畿
内
の
平
坦
な

む

　

む

　

　

　

む

む

む

む

む

　

農
村
に
散
在
す
る
官
司
田
よ
り
も
、
杣
地
帯

た
る
南
近
江
や
伊
賀
国

む

　

む

　

　

む

　

む

　

　

む

　

　

む

　

　

　

む

　

　

　

む

　

　

名
張
郡
、
阿
拝
郡
、
そ
れ
に
大
和
国
諸
郡
が
よ
り
重
要
な
経
済
的
基

　

　

む

む

　

む

　

む

む

　

む

　

む

　

　

む

　

む

む

む

む

　

　

　

　

盤
と
認
識
さ
れ
、
太
政
官

に
よ

っ
て
も
官
営

工
房
と
し
て
の
修
理
職

む

　

　

　

　

む

　

む

　

む

　

む

む

　

　

む

む

む

む

む

　

　

む

む

　

の
存
続
の
必
要
か
ら
保
護
、
発
展
に
力
を
貸
す
必
要
が
あ
っ
た
と
思

　

　

む

わ
れ
る
。

か
く
て
、
十

一
世
紀
前
後
即
ち
、
平
安
後
期
に
お
け
る
官
営
工
房

と
し
て
の
修
理
職
の
財
源
の
変
貌
は
、
従
来

の
官
司
田
(修
理
職
田
)

の
地
子
収
入

へ
の
依
存
か
ら

一
歩
進
み
、
荘
園
制
の
発
展
に
順
応
せ

ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
従

っ
て
、
官
営
工
房
と
し
て
の
修
理
職
は
杣

所
の
維
持

に
必
要
な
技
術
者
官
司

・
杣
工
は
そ
の
生
活
を
支
え
る
村

落
、
な
ら
び
に
原
料
生
産
地

(杣
山
)
な
ど

の
確
保
の
た
め
に
補
助
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労
働
力
h
或
い
は
、
杣
工
予
備
軍
と
し
て
の
杣
人

.
工
夫
等
に
な
り

う
る
杣

周
辺
の
農
耕
民
の
支
配
と
、
そ
し
て
、
荘
公
両
民
の
支
配
を

通
じ
て
木
津

・
木
屋
所
の
設
置
や
、
材
木
を
中
心
と
す
る
交
易
経
済

の
支
配

に
も
力
を
注

い
で
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら

に
、
直
営
方
式
か
ら
修
理
職
の
支
配
領
域
内
に
発
達
し
は
じ

め
た
在

地
の
手
工
業
か
ら
も
間
接
的
に
収
取
す
る
方
向
も
生
じ
て
く

る
の
で
あ
る
。
か
か
る
状
況
も
含
め
て
、
以
上
の
よ
う
な
社
会
的
生

産
状
況
が
小
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
天
徳
三
年
の
太
政
官
牒
と
太
政

官
符
(案
)
の
決
定
意
思
の
付
加
条
件
の
相
異
、
特

に
伊
賀
国
司
に
、

但
書
の
内
容
決
定
の
権
限
を
移
譲
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
と
同
時
に
、
修
理
職
保
護
と
自
立
性
を
保
証
す
る
政
策
決
定

も
国
司

の
権
限
に
よ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

後

、

篇平
安
中
期
の
荘
園
領
主
東
大
寺

・
受
領
国
司
と

、.閑
Φ
言
舅

o
h
零
ユ
8
.、
(「令
状
返
還
権
」
)

前
節
ま
で
は
、
天
徳
三
年

(
九
五
九
)
十
二
月
廿
六
日
の

「太
政

官
牒
」

と

「太
政
官
符
(案
)」
が
、
同
じ
案
件
で
あ
る
伊
賀
国
名
張

郡
玉
滝
杣
の
寄
進
と
、
そ
の
杣
支
配
に
つ
い
て
の
太
政
官
の
決
定
意

　

思
の
通
告
内
容
に
お
い
て
、
何
故
態
々
付
加
条
件
と
し
て
「
縦
云
々
」

と
、
「但
云
々
」
を
設
け
た
の
か
。
し
か
も
そ
れ
は
重
要
な
要
件
を
示

す
部
分
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
文
言

の
間
に
、
大
き
な
相
異

点
が
あ
る
の
は
何
故
か
。
そ
の
政
治
的
、
経
済
的
社
会
背
景
を
調
べ

て
来
た
。

次
は
、
残
さ
れ
た
問
題
を
扱
う
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
の
ほ

う
が
重
要
で
あ
り
、
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
先
ず
、
「官
符

(案
)
」

は
誤
写
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
序

の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
再
考
し
て

み
る
と
、

第

一
に
、
古
文
書
学
の
立
場
か
ら
字
体
を
見
て
、
筆
写
の
段
階
で

誤
写
の
可
能
性
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
は
赤
松
博
士
は
否
定
な
さ

(52
)

っ
て

い

る
。

原

本

を
写

真

で
観

察

す

る
限

り
、

「
縦

云

々
」
と

「
但

云

々
」
の
両

　

む

文
言
を
混
同
し
た
も
の
と
到
底
見
ら
れ
な
い
し
、
「勿
」
と

「可
」
の

双
方
の
文
字
の
場
合
も
全
く
同
じ
で
、
原
本

と
比
較
す
れ
ば
混
同
し

た
も
の
と
見
る
余
地
は
無

い
。

で
は
、
第
二
に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
、

こ
の
太
政
官
符

の
作
成

さ
れ
た
天
徳
三
年
(九
五
九
)十
二
月
廿
六
日
当
時
或
い
は
、
以
後
、

こ
の
官
符
に
基
づ
い
て

「案
文
」
を
作
成
し
た
折
に
、
④
案
文
作
成
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者
が
誤
写
し
た
場
合
と
、
@
そ
う
で
な
い
が
、
異
同
が
あ
る
場
合
が

考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
場
合
に
も
、
更

に
両
様
の
場
合
が
予
想
さ
れ

る
。
㈲
故
意
に
、
し
か
も
誤
写
に
見
せ
か
け
て
、
私
的
に
原
本
と
異

っ
た
文

言
に
入
れ
替
え
る
場
合
と
、
㈲
案
文
作
成
者
が
自
己
の
固
有

の
権
限

に
基
づ
い
て
、
意
識
的
に
異

っ
た
法
的
条
件
を
付
加
す
る
目

的
で
、
原
本
と
異

っ
た
文
言
を
挿
入
す
る
場
合
が
あ
る
。

最
後

に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
小
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
両

文
書
の
異
同
に
関
し
て
基
本
的
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
こ
の
小
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
「
太
政
官
符
」
が

「
案

文
」

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

申
し
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、

「太
政
官

符

(案
)
」
は
原
本
で
あ
る
太
政
官
符
を
正
本
と
し
て
写
し
作
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
正
当
且
つ
、
通
常
で
あ
ろ
う
。

小
稿

で
問
題
に
し
て
い
る
こ
の
場
合
、
そ
の
太
政
官
符
の
正
本
で

あ
る
原
本
が

存
在
し
て
い
な
い

こ
と
が
先
ず

問
題
と
な
る
。

そ
こ

で
、
最
初
か
ら
正
本

(原
本
)
が
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る

の
は
、
律
令
法
制
の
弛
緩
し
た
段
階
に
あ

っ
て
も
、
法
制
史
の
観
点

か
ら
も
、
古
文
書
学
上
の
研
究

に
よ

っ
て
も
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ

る
。只

、
敢
え
て
、
当
時

の
法
制
上
の
文
書
作
成
手
続
か
ら
み
て
、
例

外

の
場
合
あ
り
と
仮
定
し
て
、
「太
政
官
牒
」
を
原
本
と
し
て

「太
政

官
符
(案
)
」
を
作
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能

で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
公
式
様
文
書
手
続
で
「案
文
」

が
作
成
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
ま
ず
考
え
に
く

い
。
唯
、
し
か
し
、
公

式
に
は
符
を
下
す
べ
き
な
の
に
、
牒

の
様
式

を
転
用
し
て
太
政
官
か

ら
寺
社
等
に
宛

て
て
出
す
場
合
や
、
移
の
形
式
が
牒
や
符
の
手
続
に

(53
)

転
用
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
見

れ
ば
、
か
か
る
場
合
が

あ
り
得
な
か
っ
た
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

律
令
制
度
は
奈
良
朝
時
代
を
も

っ
て
、発
達
の
頂
点
と
し
て
、平
安

朝
時
代
に
入
る
と
早
く
も
弛
緩
と
破
綻
を
示

し
は
じ
め
る
。
政
治
機

関
運
営
の
具
体
的
手
段
で
あ
る
公
文
書
の
様
式
や
発
給
手
続
き
が
こ

う
し
た
政
治
機
構
と
政
治
形
態
の
変
化
に
無
関
係
で
あ
り
得
な
い
。

新
設
の
蔵
人
所
、
検
非
違
使
庁
の
地
位
の
強
化
に
と
も
な

っ
て
、

新
様
式
の
文
書
が
生
ま
れ
、
そ
の
効
力
を
次
第
に
大
き
く
し
て
ゆ
く
。

朝
廷
政
治
の
中
心
は
律
令
官
制
の
最
高
機
関

で
あ

っ
た
太
政
官
か
ら

(54
)

蔵
人
所

に
、
ま
た
刑
部
省
以
下
の
実
権
も
検
非
違
使
庁

に
移

っ
た
。

か
く
て
、
古
い
公
式
様
文
書
の
多
く
は
、

そ
の
実
質
的
機
能
を
新

様
式
文
書
に
移

っ
て
形
式
化
し
、
あ
る
も
の
は
、
全
く
消
滅
し
、
あ

る
も
の
は
、
名
称
だ
け
が
他
に
転
用
さ
れ
、

あ
る
も
の
は
、
単
な
る

(
55
)

儀
礼
的
文
書
と
し
て
残
存
す
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
。

一19一



蔵
人
所
の
新
設
に
よ
っ
て
、
詔
書
や
勅
書

に
代

っ
て
宣
旨
や
弁
官

下
文

(
官
宣
旨
)
が
発
布
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
は
公
式
様

文
書
に
お
け
る
太
政
官
か
ら
出
る
官
符
、
官
牒
に
当
る
文
書
で
あ

っ

て
、
か
つ
官
符
、
官
牒
の
よ
う
に
対
象
(受
取
者
)
が
律
令
官
制
上
、

管
下
の
役
所
か
否
か
に
よ
り
符
と
牒

の
区
別
を
つ
け
、
八
省
や
諸
国

な
ら
官
符
で
あ
り
、
神
社
寺
院
な
ら
官
牒
と
い
う
よ
う
に
せ
ね
ば
な

ら
な
い
の
に
対
し
て
、

一
律
に
下
文
で
す
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た

様
式
や
手
続
き
の
簡
便
さ
も
大
い
に
影
響
し

て
、
朝

廷
政
治
が
太
政
官
政
治
か
ら
職
事
(蔵
人
)
・
弁
官
中
心
の
政

治
に
移
行
し
た
。

こ
の
よ
う
な
変
化
に
伴
い
官
宣
旨

(弁
官
下
文
)

が
次
第

に
官
符
、
官
牒
に
と

っ
て
代
る
よ
う
に
な
っ
た
。

符
に
限
定
し
て
見
る
と
、
日
付
と
責
任
者
の
署
名
の
前
後
関
係
が

重
要
で
あ

っ
て
、
他
の
文
書
で
は
、
こ
と
ご
と
く
日
付
が
先
で
、
署

名
が
後

で
あ
る
の
に
符
は
、
そ
の
逆
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
特
徴

(56
)

で
あ
る
。

一
般
に
公
式
様
文
書
の
官
庁
文
書
に
は
必
ず
官
印
が
捺
さ

れ
た
。

こ
の
官
印
は
主
と
し
て
、
そ
の
文
書
が
確
実
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
た
め
捺
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
官
印
の
あ
る
正

文
と
、

な
い
案
文
と
の
証
明
能
力
の
差
が
当
時
で
も
あ
っ
た
と
考
え

(
57
)

ら
れ
て
い
る
。

小
稿

に
問
題
と
し
て
い
る
文
書
の

一
方
で
あ
る

「
太
政
官
符
」
は

案
文
で
あ
る
上
に
、
以
上
の
古
文
書
学
上
の
所
説
か
ら
す
れ
ば
、
公

式
様
文
書

に
お
け
る

「太
政
官
符
」
の
様
式

と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
即
ち
日
付
が
先
で
、
署
名
が
後
に
な

っ
て
い
る
。

普
通
官
符
を
下
す
相
手
が
複
数
で
あ
れ
ば
、
そ
の
数
に
応
じ
て
幾

通
か
を
作
り
、
宛
名
の
省
司
ご
と
に

一
通
宛

を
ド
し
た
の
で
あ
る
。

そ
う
で
な
く
て
、
㈲
法
令
、
命
令
の
布
達
、
㈲
訴
訟
の
証
拠
文
書
、

◎
所
領

の
分
割
移
転
、
⑪
後
日
の
控
、
㈲
紛
失
状
の
作
製
の
場
合
は

そ
の
原
本

の
写
し
を
作
成
し
て
こ
れ
を
使
用

し
た
。

こ
れ
ら
の
場
合
、
そ
の
写
し
は
、
文
書
そ
の
も
の
の
本
質
的
効
力

に
基
づ
い
て
作
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
写
し
を
特
に
、
「案
文
」
と
称

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
作
成
に
も
以
下

の
様
な
要
件
を
必
要
と

す
る
。

㈲
の
法
令
、命
令
の
布
達
に
は
朝
廷
か
ら

五
畿
七
道
諸
国
に
下
し
、

各
国
の
国
司
は
そ
の

「
案
文
」
を
多
数
作
成
し
て
こ
れ
を
国
内
に
領

下
し
た
。
㈹
の
訴
訟
の
証
拠
文
書
を
法
廷
に
出
す
場
合
も
、
普
通
は

(58
)

証
拠
文
書
の
「
案
文
」
を
訴
状
や
陳
状
に
添
え

て
提
出
す
る
。
但
し
、

特
に
、
正
文
を
提
出
す
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
は
勿
論
正
文
を

(
59
)

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
裁
判
所

へ
提
出
さ
れ
た
証
拠
文

書
の

「案
文
」
は
訴
状
と
共
に
受
理
者
で
あ

る
裁
判
所
側

に
伝
わ
る

場
合
と
、
差
出
者
に
返
付
さ
れ
て
、
そ
こ
に
伝
わ
る
場
合
が
あ
る
。
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更

に
裁
判
所
側
は
訴
状
以
下
添
付
書
類
の
写
し

(案
文
)
を
作
成
し

て
被
告

に
送
付
す
る
か
ら
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
第
二
の
案
文
が
被

告
側
に
伝
わ
る
。
他
、
⑥
の
所
領
の
分
割
移
転
、
⑪
後
日
の
控

(校

正
案
文

)、
㈲
紛
失
状

の
作
製
等
の
場
合
の
写
し
は
、
「
案
文
」
と
し

て
は
正
本

に
準
ず
る
効
力
が
あ
っ
た
。

承
保
三
年

(
一
〇
七
六
)
三
月
廿
三
日
の
官
宣
旨

(弁
官
下
文
)

(
B
三
・

=

二
八
)
に
、

応
早
且
進
上
証
文
、
且
解
申
由
緒
、
末
寺
伊
勢
国
多
度
神
宮
寺

事
、

右
、
得
延
暦
寺
去
年
九
月
十

一
日
解
状
弥
、
去
八
月
廿
八
日
宣

旨
像
、
権
中
納
言
藤
原
泰
憲
宣
、
奉

勅
、
件
神
宮
寺
依
為
末

寺
、
欲
領
知
之
処
、
称
寺
家
別
院
押
妨
之
由
、
東
寺
所
訴
申
也
、

　

む

む

む

む

　

　

　

　

　

　

　

　

伽
被
尋
問
子
細
之
日
、
為
寺
家
別
院
之
官
符
、
錐
副
進
案
文
、

　

む

む

　

　

む

　

む

　

　

　

　

　

　

　

む

む

む

む

む

む

む

猶
非
無
其
疑
、
宜
仰
彼
寺
、
髄
令
進
上
正
文
者
、
侃
官
符
正
文
令

む

　

進
上
者
、
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
実
季
宣
、
奉

勅
、
件
寺
為
末

　

　

む

　

寺
之
由
、
宜
仰
彼
寺
、
且
進
上
証
文
、
且
解
申
由
緒
者
、
寺
宜

承

知
、
依
宣
行
之
」

こ
の
史
料
は
延
暦
寺
と
東
寺
が
伊
勢
国
多
度
神
宮
寺
を
そ
れ
ぞ
れ

が
自
寺

の
別
院
で
あ
る
と
主
張
し
て
争

っ
て
い
る
相
論
を
左
弁
官
は

延
暦
寺

に
対
し
て
多
度
神
宮
寺
が
延
暦
寺
の
別
院
で
あ
る
こ
と
を
証

　

　

　

　

む

む

む

　

む

　

　

　

　

　

む

　

　

む

　

む

む

　

　

明
す
る
太
政
官
符
を
訴
訟
文
書
に
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
を
命
じ

む

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

た
と
こ
ろ
、
延
暦
寺
は
太
政
官
符
の
案
文
を
提
出
し
て
来
た
の
で
、

む

む

む

む

　

　

む

む

む

む

　

む

　

む

　

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ど

う

も

疑

わ

し

い

と

い

う

こ

と

に

な

っ
て
、

改

め

て
官

符

の
原

本

を

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

提
出
す
る
よ
う
延
暦
寺
に
命
じ
た
。
こ
の
命
令
が
右
史
料

に
見
え
る

八
月
廿
八
日
の
宣
旨
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
延
暦
寺
は
官
符
の
正
文
を

提
出
し
ま
す
と
い
う
解
状
を
奉

っ
た
。
そ
こ
で
今
度
は
東
寺
に
対
し

て
も
証
文

(太
政
官
符
で
あ
ろ
う
)
の
提
出

と
詳
し
い
末
寺
た
る
の

由
緒
書
を
提
出
す
る
旨
宣
旨
を
下
し
た
。
左
弁
官
で
こ
の
勅
旨
を
受

け
て
、
こ
れ
を
宣
旨
と
し
て
東
寺

に
下
し
、

そ
の
施
行
を
命
じ
た
の

で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

右
の
史
料
か
ら
は
末
寺
の
帰
属
を
正
当
づ
け
る
法
的
限
拠
は
、
そ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

　

れ
を
許
容
す
る
と
の
太
政
官
符
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
解
る
。
そ
れ

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

　

む

む

　

　

　

　

　

む

む

　

　

　

　

　

む

は
太
政
官
符
の
正
文
そ
の
も
の
に
証
拠
能
力
を
認
め
て
い
る
の
で
あ

る
。し

か
し
、
公
式
様
文
書
の
官
庁
文
書
で
あ
る
太
政
官
符

の
特
徴
、

特

に
、
寺
院
が
宛
先
の
場
合
は
「官
牒
」
を
下
す
の
で
あ

っ
て
、
「官

符
」
を
下
す
例
に
な

っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
右
の
承
保

三
年
の
官
宣
旨
で
は
延
暦
寺
、
東
寺
双
方
に
証
文
と
し
て

「太
政
官

符
」
の
正
文
の
提
出
を
命
じ
、
延
暦
寺
は
提
出
し
ま
す
と
い
う
解
状

を
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
事
情
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
。
こ
れ

も
ま
た
全
く
不
明
で
あ
る
。
た
だ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
官
符
や
官

牒
に
代

っ
て
普
及
し
て
来
た
宣
旨

(弁
官
ド
文
)
と
同
類
の
院
庁
下

文
に
、
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

天
養

三
年

(
一
一
四
五
)
七
月
九
日
の
院
庁
下
文
に
、

　

む

院
庁
下
、
信
濃
国
小
川
御
庄
公
文
等
、

む

　

　

む

　リ

ムリ

ハ　

む

　

みり

む

ロリ

む

む

可
停
止
平
維
綱
妨
、
任
預
増
証
ド
知
、
令
致
沙
汰
下
司
職
事

(60
)

(以
下
本
文
共
略
)
(吉
田
文
書
)

こ
れ
は
、
鳥
羽
法
皇
の
院
庁
か
ら
下
さ
れ
た
も
の
で
、
信
濃
国
小
川

庄
の
預
所
増
証
の
訴
え
に
よ

っ
て
、
平
維
綱

の
濫
妨
を
停
止
せ
し
め

た
も
の
で
あ
る
。
増
証
は
本
来

こ
の
荘
園
の
相
伝
の
領
主
で
あ

っ
た

が
、
こ
れ
を
最
勝
寺
に
寄
進
し
て
自
ら
預
所
と
な

っ
て
い
る
。
そ
こ

で
こ
の
下
文
は
維
綱
の
非
法
の
沙
汰
を
停
止
し
て
増
証
の
命
令
通
り

下
司
職
を
沙
汰
せ
し
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
文
書
の
下
達

の
対
象
は
形
式
上
は
小
川
荘
の
公
文
等
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
命
令
な
り
、
任
命
な
り
を
当
該
地
域
の
関

係
職
員

に
知
悉
せ
し
め
る
と
い
う
意
味
で
公
文
あ
て
に
命
ず
る
形
を

　

む

　

む

　

　

　

　

む

む

む

　

む

む

む

む

　

と

る

の

で

あ

る

が
、

実

際

に
は

こ

の
下

文

は
、

こ

の
下

文

に

よ

っ
て

　

　

　

　

む

　

　

む

　

　

　

　

　

　

　

む

　

む

　

　

む

む

む

「下
司
職

を
沙
汰
す
る
権
利
を
保
証
さ
れ
た
増
証

(預
所
)
に
交
付

　

　

さ

れ

る

の

で

あ

る
。

こ

の
下

文

に
よ

っ
て
、

権

利

を

得

る

の

は
増

証

な
の
だ
か
ら
、
増
証
こ
そ
、

こ
の
下
文
を
与

え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現

に
こ
の
よ
う
に
、
荘
園
事
務
を
代
行
し
て

い
る

「
公
文
等
」
を
下
文
の
宛
先
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
所
謂

「
施

行
の
符
」
を
出
す
こ
と
を
略
し
て
い
る
場
合

に
当
る
の
で
あ

っ
て
、

直
接
院
庁
か
ら
現
地
、
こ
こ
で
は
小
川
荘
の
現
地
代
官
、
『公
文
等
』

に
下
文
を
宛
て
下
す

文
書
形
式
を

と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従

っ

て
、
こ
の
場
合
は
預
所
増
証
は

一
旦
院
庁
下
文
を
受
領
す
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
下
文

に
は
何
等
自
己
の
権
限
に
基
づ
く
変
改
な
ど
を
加
え

ず
、
院
庁
ド
文
そ
の
も
の
を
有
姿
の
ま
ま
で
、
現
地
公
文
の
下
に
伝

達
し
、
執
行
を
催
促
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
と
は
対
象
的
に
、
伊
賀
国
を
管
掌
し
て
い
る
の
は
、
伊
賀
国

司
で
あ
り
、
国
役
賦
課
の
免
除
の
施
行
を
行

っ
て
い
る
の
も
国
司
で

あ
る
。
従

っ
て
、
太
政
官
か
ら
東
大
寺
に
対

す
る
寄
進
に
つ
い
て
認

許
す
る
告
知
を
下
す
場
合
も
、
伊
賀
国
司
の
同
意
の
も
と
に
下
さ
ね

(61
)

ば
な
ら
な
い
状
況
が
徐

々
に
強
化
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
実

は
こ
の
よ
う
な
政
治
背
景
が
あ

っ
て
、
別
に
国
司
に
対
し
て
下
さ
れ

た
遵
行
の
た
め
の
太
政
官
符
は
国
司
自
身

の
権
限
に
も
と
つ

い
て
国

司
自
身
が
執
行
状
と
し
て
太
政
官
符
の

「案
文
」
を
作
成
し
東
南
院

に
宛
て
た
の
が
当
該
案
件
の
(輩

む

で
あ
ろ
乞

従

.
て
文
書

体
は
、
官
符
の
案
文
な
る
故
に
正
に

「官
符
」
と
い
う
表
題
を
用

い
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ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
し
か
し
宛
先
に
着
眼
す
る
と
牒
の
形
式
を

と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
日
付
が
先
で
署
名
が
後

の
形
式

を
も

っ
た
太
政
官
符
案
が
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ

れ
が
小

稿
で
問
題
に
し
て
い
る
天
徳
三
年
十
二
月
廿
六
日
の

『
官
符

(案
)
』

で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

二
、

案

文

作

成

権

と

""閑
㊦
言

昌

o
h

ヨ
暮

o
り℃、

(
「
令

状

返

還

権

」
)

次
に
、

「案
文
」
は
何
故
作
成
さ
れ
た
か
。
古
文
書
学
上
の
検
討
は

別
に
考
え

ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
今
、
小
稿
で
問
題
に
し
て
い
る

「
太
政

官
符
案
」
は
誰
に
よ
っ
て
、何

の
目
的

で
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
、

所
謂
、
古
文
書
学

に
適
し
な
い
政
治
、
行
政
法
上
の

「
案
文
」
作
成

の
目
的
と
、
そ
の
存
在
形
態
を
究
明
す
る
手
が
か
り
を
得
る
の
も
こ

の
研
究

の
今

一
つ
の
目
的
で
も
あ

っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
具
体
的
な
も
の
は
な
か
な
か
得
が
た
い
。
た
だ
前

節
の
所
論

を
補
強
す
る
に
役
立

つ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
史
料

に
出
逢
う

こ
と
は
出
来
た
。
そ
れ
は
佐
伯
弘
次
氏

に
よ

っ
て
紹
介
さ

あ
　

れ
て
い
る
次
の
諸
史
料
と
そ
の
研
究
で
あ
る
。

郡
代
大
村
重
継
は
文
亀
三
年
(
一
五
〇
三
)
、
安
楽
平
新
城
衆
の
知

行

に
つ
い
て
、
守
護
代
杉
武
連
と
の
談
合
が
命
ぜ
ら
れ
、
永
正
六
年

(
一
五
〇
九
)、
安
楽
平
城
衆
飯
田
四
郎

の

「
御
奉
公
之
趣
」
を
守
護

大
内
氏

(
国
主
)
に
注
進
し
、
ま
た
感
状
に
添
え
て
副
状
を
出
し
て

い
る
。

こ
の
郡
代
大
村
重
継
は
同
じ
城
衆
で
あ
る
榊
村
領
主
、
山
形

兵
部
丞

へ
の
奉
書
の
遵
行
を
行
な
う
に
際
し
て
、

(
杉
)

o

o

O

O

O

O

O

O

O

O

O

(63
)

従
興
長
対
重
継
書
状
、
為
御
披
見
、
案
文
写
進
之

と
あ

っ
て
、
こ
の
書
状
と
共
に
、
筑
前
守
護
代
よ
り
、
惣
村
の
小
領

む

　

む

主
層

・
百
姓
ら
と
の
祭
礼
役
に
つ
い
て
の
相
論

に
つ
い
て
の
奉
行
人

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

(
64
)

奉
書

の
「案
文
」
を
作
成
し
、
城
衆
山
形
氏
に
伝
達
し
て
い
る
事
実
が

あ
る
。

ま
た
、

む

む

　

　

　

　

(前
略
)
彼
御
法
度
事
、
去
年
享
禄
弐
年
三
月
廿
四
日
被
定
置

む

む

壁
静

鱒
瀞
、
恥
か

・
興
垂
壊
樹

(中
略
)、
如
此

上
意
恭
於
被

在
之

　

む

仰
候
上
者
、
各
又
弥
別
而
御
城
番
等
御
馳
走
肝
要
候
、
就
其
奉

　
　
　
　

カ
　

む

む

む

む

　

　

む

　

　

　

　

む

書
井
興
重
・武
助
書
状
等
銘
々
重
継
以
裏
封
進
之
候
、
恐
々
謹
言

七
月
十
九
日

御
城
衆
各
中

『
重

継

遅

65
)

。
。
半

先
ず
、
こ
の
重
継
書
状
(施
行
状
)
は
「
案
文
」
で
あ
る
。
裏
に
重
継

佐
と
あ
っ
て
、
帥
帥
憂
録
い
石
い
か
。
右
の
重
継
書
状
に
見
え
る
「墨

半
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書

一
巻
」、

こ
れ
も
榊
文
書
に
現
存
し
て
い
て
、

こ
れ
も
ま
た

「
案

如
」
で
、
裏

に

「
杉
興
重
曜
」
、
「野
田
興
方
佐
」
と
大
内
氏
奉
行
人

半

半

の
裏
書
が
あ
る
。

　

　

　

む

　

む

む

　

む

こ
の
よ
う
に
、
郡
代
大
村
重
継
は
壁
書
、
奉
書
、
興
重
、
武
助
書

　状

(遵
行
状
)
等

一
揃
の
文
書
の

「
案
文
」
乃
至

「
再
案
文
」
を
作

成
し
、
各
裏
封
し
て
、
七
月
十
九
日
付
副
書
の

「
案
文
」
を
添
え
て

城
衆
に
伝
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
郡
代
大
村
重
継
の
行
為

を

「
大
村
重
継
が
城
衆
の
愁
訴
の
言
上
や
大
内
氏
と
城
衆
間
の
文
書

(66
)

伝
達
に
お
い
て
重
要
な
機
能
を
果
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
え
た
」

と
佐
伯
氏
は
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

む

む

む

　

　

ま
た
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
書
状
等
銘

々
重
継
以
裏
封

む

　

進
之
候

」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
内
氏
か
ら
宛
送
ら
れ
て
来
た
公
文

書
そ
れ
ぞ
れ
の

「案
文
」
を
作
成
し
て
、
そ
の
裏
に
署
名
捺
印

(在

判
)
す

る
。
こ
れ
を
九
州
で
は
当
時

〈
裏
封
〉
す
る
と
言

っ
て
い
た

こ
と
が
解
る
。

更
に
、
安
楽
平
城
衆
に
対
す
る
大
内
氏
発
給
文
書
の
伝
達
と
、
そ

れ
に
郡
代
大
村
興
景
が
如
何
に
関
与
し
た
か
に
つ
い
て
、
佐
伯
氏
は

「
天
文

六
年

(
一
五
三
七
)
に
大
村
兵
庫
助

・
御
城
衆
中
宛
の
正
月

廿
三
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
状
は
案
文
で
あ
り
」
裏
に

『興
景

(花

o

o

(67
)

押

)
』

と
あ

っ
て
、

郡

代

大

村

興
景

が
裏

封

し

て

い
る

。
」

と

い
う
。

そ
し
て

「
こ
の
文
書
は
安
楽
平
城
衆
山
形
氏

の
家
文
書
と
し
て
伝
来

さ
れ
」
て
来
た
。
そ
れ
は

「
こ
の
文
書
の
正
文
が
最
初
城
督
大
村
興

む

　

む

　

　

む

む

　

景
に
伝
達
さ
れ
、
興
景
の
手
に
よ
っ
て

〈
案
文
〉
が
作
成
さ
れ
、
裏

む

　

む

む

む

む

　

　

　

　

　

む

　

　

　

む

　

　

　

　

　

封
が
な
さ
れ
て
」
、

他
の
文
書
の

「
案
文
」

と
共
に

「
山
形
氏
に
伝

o

o

o

(
67
)

達
さ
れ
」
、

同
じ
く
山
形
家
文
書
と
な

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
佐
伯

氏
は
こ
れ
ら
の
手
続
に
よ
っ
て
、

「
大
村
興
景
は
城
衆
の
戦
功
を
大

内
氏
に
注
進
し
、
大
内
氏
か
ら
の
発
給
文
書
を
城
衆
に
伝
達
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
内
氏
と
安
楽
平
城
衆

(在
国
の
大
内
氏
家
臣

と
し
て
の
小
領
主
達
)
を
連
結
す
る
機
能
を

果
し
て
い
た
。」
と
い

抱最
後
に
、
大
内
氏
が
在
地
領
主
領
の
原
告
、
上
座
坊
が
愁
訴
し
た

株
田
の
下
地

・
土
貢
の
上
座
坊

へ
の
打
渡
を
郡
代
、
深
野
筑
後
守

に

む

　

命
じ
た
大
内
氏
奉
行
人
連
署
状
は

「
御
郡
代
深
野
筑
後
守
殿
裏
判
」

と
い
う
端
裏
書
が
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
こ
で
は

「
案
文
」
が
作
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
更
に
、
別
の
郡
代
深
野
宛
奉
行
人
連
署

状
の
紙
背

に
も
、
深
野
の
も
の
と
思
わ
れ
る
花
押
が
あ
る
。
こ
れ
は

こ
れ
ら
の
文
書
を
封
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
手
続
は
郡
代
が
上
座
坊
に
伝
達
す
る
際

の
普
通
の
手
続
様
式
で

(
68
)

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
諸
史
料
は
佐
伯
氏
の
紹
介
に
か
か
る
貴
重
な
史
料
の

一
部
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で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
小
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
天
徳
三
年

(九
五

九
〉
十

二
月
廿
六
日
の
太
政
官
符
案
の
解
釈

に
重
要
な
示
唆
を
与
え

て
く
れ

る
も
の
で
あ
る
。

在
地
土
豪
に
出
自
を
持

つ
こ
と
の
多

い
郡
代
は
、
或
る
時
は

「
郡

司
」
.
「
郡
奉
行
人
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
郡
内
下
地

・
土
貢

の
管
理

・
郡
帳
作
成
、
そ
れ
に
寺
社
領
や
人
給
に
際
し
、
こ
れ

に
下
地

を
打
渡
し
、
閾
所
地
の
管
理
等
、
更
に
、
城
役

・
郡
代
雇
夫

も
行
う
職
務
権
限
を
も

つ
と
い
わ
れ
、
具
体
的
に
は

「郡
単
位
の
段

銭
等
の
課
役
賦
課
を
行
い
、
ま
た
徴
収
し
た

「
公
米
」
や
軍
事
行
動

(69
)

に
必
要

な
馬
等
を
管
理
し
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
在
地
に
対
す
る
裁
判
権
に
つ
い
て
も
、
郡
代
は
惣
的
結
合

を
し
て

い
る
村

々
の
み
な
ら
ず
郡
内
諸
郷
全
体
に
わ
た
り
法
的
強
制

力
を
も
ち
、
村
落
共
同
体
の
排
他
的
な
権
益
を
保
障
し
て
い
る
の
も

郡
代
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
は
軍
事
力
を
背
景

に
し

た
も
の
で
あ

っ
て
、
村
落
間
、
村
落
と
寺
社
間
の
裁
判
権
も
有
し
て

い
た
。

そ
し
て
、
守
護
大
内
氏
の
安
堵
状
の
裏
封
を
し
て
い
る
の
も

お
　

郡
代
で
あ

っ
た
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

更
に
、
重
要
な
こ
と
は
郡
代
は
大
内
氏
発
給
文
書
の
伝
達
及
び
城

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

衆
の
戦
功

・
課
役
勤
仕
の
注
進
を
行

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

へ

　

　

む

　

　

む

む

　

　

　

む

む

む

む

む

　

む

む

む

む

む

む

む

む

は
守
護

の
使
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
自
立
し
た
封
建
的

む

　

　

む

　

　

　

む

　

　

　

む

む

　

　

　

む

　

　

　

　

む

　

　

　

む

特
権
領
主
と
し
て
の
独
立
性
を
明
確
に
し
な
が
ら
行
動
し
て
い
た
の

ゆ
伽
か
。
ひ
加
加

纂

如
〉
伶
晩
8

〈
　
　

裏
封
〉
ゆ
勘
ど
碑
弛
律
惣
ざ

む

む

む

　

　

む

め

む

む

な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
そ
の
意
味
か
ら
も
郡
代
は

一
個

の
国
人
領
主
で
あ
る
と
同
時

に
、
大
内
氏
の
封
臣
で
も
あ
っ
た
と
い

(
71
)

う
こ
と
で
あ
る
。

在
地
領
主
宛
の
奉
行
人
奉
書
を
例
に
と
る
と
、
奉
行
人
↓
郡
代
↓

在
地
領
主
と
い
う
径
路
で
伝
達
さ
れ
る
が
、

こ
の
文
書

(奉
書
等
)

の
裏
に
は
郡
代
の
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
郡
代
宛

の

文
書
に
も
郡
代
自
ら
裏
封
し
て
郡
内
寺
社

・
在
地

へ
の
伝
達
機
能
を

あ
　

担

っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
伝
達
方
式
で
確
認
出
来
る
こ
と

は
、
大
内
氏
か
ら
在
地

へ
の

「
下
知
状

・
奉
書
」
(「令
状
」)
は

一
旦
、
在
地
の
郡
代

へ
伝
達

さ
れ
、
郡
代
の
と
こ
ろ
で

「
下
知
状

・
奉
書
」
の

「
案
文
」
が
作
成

さ
れ
て
、
そ
の

「
案
文
」
の
裏
に
郡
代
の
花
押

(在
判
)
が
据
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
を
経
て
在
地
領
主

に
伝
達
す
る
方
式
が
存

む

む

む

む

む

在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「令
状
」
の
〈案
文
〉

む

む

　

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

　

　

　

　

　

む

　

む

と

〈裏
書
〉
と
が
組
合
さ
れ
て
始
め
て

〈
裏
封
〉
す
る
と
い
う
こ
と

む

　

む

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

文
書
の
内
容
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
が
効
力
を
発
す
る
の
は
、
問

註
所
の
裁
許
が
あ
る
か
、
留
守
所
が
承
認
す

る
外
に
、
そ
れ
に
関
係
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す
る
権
力
者
が

そ
の
文
書
の

紙
背
に
加
判
し
て
く
れ
る
こ
と

で
あ

る
。

こ
の
第
三
の
場
合
の
よ
う
な
書
札
礼
の
様
式
を
称
し
て

「裏

ヲ

(
73
)

封
ズ
ル
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
。

確
か

に
、
「裏
ヲ
封
ズ

ル
」
こ
と
と
、
「裏
書
」
と
は
書
札
礼
と
し

て
見
る
と
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合

の

「
裏
ヲ
封
ズ
ル
」

は
熟
語

で
表
現
す
る
と
、
朝
倉
教
景
承
判
状

(『敦
賀
郡
古
文
書
』
)

に
あ
る
。

(
ウ
ラ
ヲ

フ
ジ
ウ
オ

ワ

ン
ヌ
)

去
永
正
十
八
年
二
月
十
日
永
阿
弥
寄
進
状
封
レ
裏

詑
、

価
寺

務
不
可
有
相
違
之
状
、
如
件
、

正
月
什
七
日

教
景

(花
押
)

こ
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
佐
伯
論
文

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
史
料
の
殆
ん
ど

ウ

ラ
フ
ウ

は

「
裏
封

」
す
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「封
裏
」
と

コ
畏
封
」
に
こ

だ
わ
る
の
は
、
研
究
以
前
の
問
題
か
も
知
れ
ぬ
が
、
先
に
見
た
佐
伯

氏
紹
介

の
史
料
を
見
る
限
り
、

「裏
封
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
領
主
権

力
自
身
の
意
思
表
現
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
封

裏
」
11
裏
書
と
は
法
的
、
社
会
的
意
味
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
裏
封

」
は
書
状
等
の

「
案
文
」
作
成
の
権
限
を
持

つ
領
主
、
先
の

史
料
で
言

え
ば
郡
代
で
あ
る
が
、
彼
の
権
力
的
意
思
表
示
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
示
す
と
き
に
使
う
様
式
で
あ
ろ
う
。

「
封
裏
」
⊥
畏
書
は
、
書
札
の
内
容
は
自
己

(領
主
11
郡
代
)
の

意
思
で
は
な
い
が
、
そ
の
内
容
を
維
持
保
証
す
る
と
い
う
意
思
表
示

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
両
者
は
文
書
様
式
を
異

に
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
こ
こ
に
指
摘
し
、
取
り
上
げ
て
い
る

「
裏
封
」
は

先

に
も

一
言
し
た
よ
う
に
、
郡
代
自
身
宛
下
付
さ
れ
た

「
令
状
」
を

写
し
、
「案
文
」
を
作
成
し
、
そ
の

「案
文
」
に
自
ら
裏
判
す
る
。
即

ち
、
「案
文
」
作
成
と
、
そ
の

「案
文
」
に

「
裏
判
」
す
る
。
こ
の
二

つ
の
行
為
が
組
合
さ

っ
て
、
は
じ
め
て

《
裏
封
》
す
る
と
い
わ
れ
、

封
建
的
領
主
権
力
の
意
思
表
示
に
衣
替
え
さ
れ
て
、
下
級
領
主
等
に

伝
達
さ
れ
る
仕
組
に

な
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い

る
。

こ
れ
を
佐
伯
氏
は

「
私
文
書
と
し
て
の

『案
文
』
に
公
的
性
格

を
付
与
し
た
も
の
で
、
『裏
封
』
す
る
守
護
代

(郡
代
)
の
公
的
性
格

　　
　

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
考
え
方
は
む
し
ろ
逆
で
あ

っ
て
、
次
に
説
明
す
る

中
世

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
特
権
領
主
の

「
令
状
返
還
権
」
と
そ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
性
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
封
建
制
度
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

モ

ヘ

ヘ

モ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

む

む

む

　

む

む

む

む

お
け
る
封
建
関
係
は
私
契
約
が
基
本
で
あ
る
。
公
文
書
を
態
々
私
文

む

　

む

　

　

　

　

　

む

　

む

む

む

む

む

　

　

む

　

　

　

む

む

書
た
る

「
案
文
」
に
作
り
替
え
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
に

む

む

　

む

む

　

む

　

　

む

む

　

む

む

　

む

む

む

む

む

　

　

　

裏
判
即
ち
、
文
書
の
裏

に
花
押

(在
判
)
を
据
え
る
。
こ
の
手
続
を

む

む

む

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

《裏
封
す
る
、》
と

い
う
の
で
あ
っ
て
、

公
文
書
で
あ
る
国
王
令
状
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あ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

モ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ぬ

ヘ

ヘ

へ

の
命
令

意
思
を
自
己

(郡
代
等
)
の
権
力
意
思
内
容

に
変
改
し
て
在

も

ぬ

も

ヤ

ヘ

ヘ

へ

も

ぬ

へ

も

も

へ

地
の
領
民
乃
至
領
主
に
伝
達
す
る
。
従

っ
て
、
「案
文
」作
成
は
封
建

制
度
に
お
け
る
領
主
の
権
力
意
思
の
表
現
と
し
て
は
相
当
に
意
味
の

重
い
も

の
が
あ
り
、
時

に
、
そ
の
内
容
の
変
改
す
る
権
限
も
封
建
領

主
権
力

に
含
ま
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

封
建
制

の
特
徴
は
、
家
臣

(特
権
領
主
)
に
自
立
性
の
あ
る
こ
と

に
あ
る
。
国
王
と
封
建
特
権
領
の
領
主
と
の
間
に
お
い
て
、
特
権
領

の
領
民

(原
告
)
に
対
す
る
国
王
の
令
状
を
伝
達
す
る
場
合
、

一
旦
、

そ
の
領
民
を
し
て
彼
が
居
住
す
る
領
域
支
配
を
す
る
特
権
領
主
を
介

し
て
送
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
国
王
令
状
を
そ
の
ま
ま
ズ

バ
リ
使
者
と
し
て

伝
達
す
る

の
で
は
な
く
て
、

こ
の
時
、

そ
の
領

主
は

「
国
王
令
状
」
の
写
し

(案
文
)
を
作
成
し
、
そ
れ
を
封
じ
て

(秘
密

に
し
て
)
(「裏
封
し
て
、
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
)
領
民
等

に
伝
達
さ
れ
る
。
こ
の
際
、
只
、
単
に
写
し

(O
o
題
)
を
作
成
す
る

の
で
は

な
く
て
、
特
権
領
主
と
し
て
合
意
し
う
る
内
容
に
変
改
す
る

権
限
も
含
め
て
、
自
己
の
権
限
に
お
い
て
ー

「案
文
」
(O
o
冨
)
作

成
及
び
そ
の
変
改
さ
れ
た

〈案
文
〉
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
を
保
証
す

ア
カ

シ

る
証
と
し
て
、
裏
判
し
て
1

領
民
等
に
伝
達
す
る
こ
と
が
出
来

る

関
係

に
あ

っ
た
。

換
言
す
れ
ば
、
特
権
領
の
領
主
は
封
建
領
主
と
し
て
封
建
国
王
の

絶
対
支
配
を
受
け
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
あ
る
部
分
の
自
立

(特

権
の
分
有
)
を
も

っ
て
、
即
ち
、
特
権
領
の
領
主
の
特
権
を
容
認
し

た
約
束
の
も
と
で
義
務
を
果
す
の
で
あ
る
。

公
式
様
文
書
の
手
続
と
し
て
こ
れ
を
み
た
場
合
、
国
王
の

「
公
文

書
」
で
あ
る
令
状
を

「
案
文
」
作
成
と
い
う
操
作
を
通
じ
て
、
私
文

書

に
作
り
変
え
て
、
そ
し
て
自
己
が
権
力
的

当
事
者
と
し
て
保
証
す

ア

カ
シ

る
と
い
う

証

で
あ
る
裏
判
を
し
て

(〈
裏
封
〉
し
て
)、
在
地
に
伝
達

す
る
。

こ
の
よ
う
な
特
権
領
主

(封
建
領
主

11
封
建
家
臣
)
に
特
権

を
認
め
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
組
織
構
…造
を
も

っ
て
い
る
国
家
を
封

建
国
家
と
い
う
。

中
世
は
か
か
る
国
家
構
造
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
の
出
来
る
点

で
は
洋
の
東
西
を
問
わ
な
い
と
い
え
る
。
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
中
世
に
お

け
る
プ
ラ
ン
タ
ジ
ェ
ネ
ッ
ト
王
朝
期
の
王
権

と
封
建
諸
侯
権
力
と
の

間
で
顕
著
な
争
点
を
形
づ
く
る
国
王
令
状

(芝
馨
①)
1

こ
れ
は
日

本
法
史
で
は
、
太
政
官
符
、
同
官
牒
、
そ
れ
に
官
宣
旨
(弁
官
下
文
)

等
に
当
る
と
思
わ
れ
る
が
、
1

の
発
給
と
執
行
の
問
題
は
幻
o言
ヨ

o
{
♂
<
匿
。・
(令
状
返
還
権
)
の
問
題
と
し
て
封
建
制
の
存
在
を
象
徴
す

る
特
権
諸
侯
領
の

「
不
入
権
」
の
争
点
の
核
心
と
な
っ
て
い
魏
酬

王
権
の
発
給
に
係
る

「令
状

(乏
葺
ω)」

を
封
建
諸
侯
が
ど
の
よ

う
に
受
容
す
べ
き
か
に
封
建
制
の
本
質
が

み
ら
れ
る
。

従

っ
て
、
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図
o
ε
旨

oh
名
降
ω
(令
状
返
還
権
)
の
成
立
は
荘
園
領
主
や
国
司

(守

護
)、
郡

司

(地
頭
)、
郡
代

に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
国
王
令
状
を
当

該
封
建
諸
侯
領
内
で
、
国
王
の
代
官

(使
者
)
自
ら
執
行
す
る
こ
と

な
く
、
当
該
特
権
領
主
所
領

の
代
官

に
手
渡
し
、
執
行
を
委
任
す
る

と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ

っ
た
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン

・
ロ
ウ

「令
状
」
の
原
型
は

「
権
限
開

封
」
の
令
状
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
令
状
の
存
在
の
意
味

は
令
状
受
領
者
で
あ
る
領
主
の
所
領
内
の
原
告
に
、
こ
の
原
告
の
領

主
が
公

正
な
取
扱

い
を
す
る
よ
う
国
王
が
領
主
に
命
ず
る
こ
と
と
引

替
え
に
、
国
王
の

「介
入
禁
止
」
の
特
権
を
そ
の
領
主
に
向

っ
て
尊

重
す
る

こ
と
に
あ
る
。

し
か
し
、
他
方
、
こ
れ
に
並
行
し
て

「
封
絨
令
状
」
の
進
歩
が
み

ら
れ
、
領
主
の

「介
入
禁
止
」
特
権
の
有
無
に
関
係
な
く
、

シ
ェ
リ

ー
フ
に
対
し
て

「
封
絨
令
状
」
が
宛
て
ら
れ
た
。

「封
絨
の
」
(「
秘

密
の
」
)
令
状
と

「
開
封
の
」
(「公
開
の
」
)
の
令
状
、
何
れ
を
選
択

(76
)

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

っ
た
。

ま
た
、

こ
の

「令
状
」
そ
の
も
の
を
直
接
特
権
領
の
保
有
者
で
あ

(77
)

る
領
主

に
送
付
す
る
と
い
う
便
宜
な
解
決
法
も
と
ら
れ
た
。
こ
れ
は

日
本
法
史
と
し
て
先
述
し
た

「
施
行
之
符
」
を
略
し
て
直
接
在
地
領

主
代
官

(公
文
等
)
に
宛

て
ら
れ
た
形
式
を
と
る
院
庁
下
文
と
類
似

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
「令
状
」
そ
の
も
の
の
代
り
に
シ
ェ
リ
ー
フ
か
ら
「令
状
」

の
転
写
文
書

(「
案
文
」
)
を
特
権
領
の
領
主
に
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

シ
ェ
リ
ー
フ
を
裁
判
執
行
の
責
任
か
ら
免
除

す
る
様
式
も
行
わ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
こ
の
様
な
簡
易
な
便
法
に
は
、
特
権
領
の
被
告
は

「
令
状
」
の
原
文
が
変
更
さ
れ
て
い
る
と
苦
情
を
述
べ
て
い
る
例
も

(78
)

み
ら
れ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
明
確
な
史
料
は
得
て
い
な
い
が
、

こ
の
点
、
日
本
法
史
に
お
け
る
戦
国
期
に
、

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
事

が
な
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
西
欧
中
世
、
特

に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
世

の
特
権
領
主
代
官
ベ
イ
リ
フ
の

図
①ε
日

Oh
<
《腎
ω
(令
状
返
還
権
)

と
い
う
権
能
は
封
建
制
度
に
お
け
る
封
建
領
主
特
権
の
象
徴
的
権
能

と
し
て
封
建
領
主
権
の
成
立
に
関
連
し
て
、
最
近
注
目
さ
れ
て
い
る

(79
)

こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
封
建
領
主
権

の
存
在
形
態
の
特
徴
は
、

日
本
法
史
に
お
け
る
領
主
特
権
領
の
封
建
関
係
の
存
在
形
態
の
成
熟

に
伴

っ
て
生
ず
る
過
程
の
実
態
に
類
似
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

只
、
日
本
の
場
合
、
武
家
に
よ
る
封
建
国
家
形
成
の
中
心
と
な
っ

た
地
頭
御
家
人
は
国
衙
系
在
地
武
士
、
所
謂

「
在
庁
官
人
」
で
あ
っ

た
と
い
う
事
実
か
ら
し
て
も
、
彼
等
は
単
に
律
令
官
制
の
末
端
組
織
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で
あ

っ
た

の

で

は

な

く

、

む

し

ろ

在

庁

自

身

既

に
、

別

名

体

制

の
成

立

に

み
ら

れ

る

よ

う

に
封

建

的

特

権

領

主

と

し

て

の
実

体

を

も

っ
て

い

た
も

の

で

あ

り

、
更

に
、

受

領

国

司

の
在

地

に

お

け

る
活

動

と
考

え

あ

わ

せ
、

日
本

に
お

け

る
封

建

社

会

並

び

に

そ

の
政

治

機
構

の
成

立

を
考

え

る

に
当

っ
て
無

視

し
得

な

い
事

実

が

あ

る

と

思

う
。

〔注
〕

(
1
)

(
B

一
・
二
七
三
)
と
い
う
記
号
は
平
安
遺
文
第

一
巻

二
七
三
号
を
指

す
、

以
下
同
じ
。

(
2
)

中
村
直
勝
博

士
著

「伊
賀
国
黒
田
荘
」
(
『
荘
園

の
研
究

』
所
収
、
昭

和

一
四

)

竹
内

理
三
博

士
著

「荘

の
発
展

と
荘
民

の
生
活
」

(『
日
本
上
代
寺
院
経

済
史

の
研
究
』
所
収
、
昭
和
九
)

清
水

三
男
氏
著

「
東
大
寺
領
伊
賀
国
黒
田
荘
」

(『中

世
荘
園

の
基
礎
構

造
』
所
収
、
昭
和

三
二
)

赤
松
俊
秀
博
士
著

「
杣
工
と
荘
園
」

(
『古
代
中
世
社
会
経
済
史
研
究
』

所
収
、
昭
和

四
七
)

入
間

田
宣
夫
氏
稿

「黒
田
荘
出
作
地
帯

に
お
け
る
作
手

の
成
立
と
諸
階

層
」

(『
文
化
』

29
1

3
、
昭
和

四
〇

)

赤
堀
又
次
郎
氏
稿

「伊
賀

国
玉
滝

の
杣
」
(『
中
央
史
壇
』
13
1

8
、昭
和

二
)

(
3
)

平
安
遺
文
第

一
巻

二
七

二
号

又
書

(
4
)

赤
松
俊
秀
博
士
、
前

掲
書
、

尚
、

「史
林
」

44
-

1

・
2

・
3

(
5
)

(

)内

は
筆
者
註
以
下
同

じ

(
6
)

赤
松
俊
秀
博
十
前
掲
書
、
尚
、

「史
林
」

44
-

1
、
九
頁
、
参
照

(
7
)

平
安
遺
文
第

一
巻

二
七
二
号
文
書
参
照

(
8
)

萬
葉
集
十

一
-

二
六
四
五

「宮
木

ひ
く
、

い
つ
み
の
ぞ
ま
に
立

つ
民

の
や
す
む
時
な
く
恋
わ
た
る
か
も
」

(未
知
作
者
)

(
9
)

「山
野
藪
沢
江
河
池
沼
事
」

(「
類
聚
三
代
格
」
巻
十
六
)

(
10
)

同
右

(
11
)

寛
平

八
年

四
月

二
日
太
政
官
符

「
応
改

定
判
給
占
荒
田
井
閑
地
之
例

事

」
(
「類
聚

三
代
格
」
巻
十
六
)

(
12
)

同
右

(
13
)

平
安
遺
文
、
第

一
巻

二
七
八
号
文
書

「伊
賀
国
名
張
郡
司
解
案
」

(
14
)

平
安
遺
文
、
第

一
巻

二
八

一
号
文
書

「
東
大
寺
告
書
案
」

(
15
)

平
安
遺
又
、
第

一
巻

二
七
九
号
文
書

「
大
和
国
都

介

締

刀

禰

等

解

案
」

ノヘ ノへ 　 ノへし

27262524
))))

((((((((

2322212019181716
))))))))

赤
松
俊
秀
博
十
前
掲
書
、
ー

「史
林
」
4

八
頁

同
右

平
安
遺
文
、
第

一
巻
二
七
二
・
二
七
三
号
文
書

平
安
遺
文
、
第

一
巻
二
七
一
号
文
書

同
右

註
(18
)参
照

註
(19
)参
照

赤
松
俊
秀
博
士
、
前
掲
書
参
照

浅
香
年
木
氏
著

『
日
本
古
代
手
工
業
史
の
研
究
』
二
八
六
頁
参
照

同
右
、
二
八
九
頁
参
照

日
本
史
辞
典

(創
元
社
)
昭
和
32
版
、

二
=

頁
以
下
参
照

平
安
遺
文
、
第
五
巻

一
九
九
八
号
文
書
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(
28
)

赤
松
俊
秀
博
士
前
掲
書

一
六

三
頁
以
下
参
照

(
29
)
(
30
)
(
31
)
註

(
27
)
に
同

じ

(32
)

註

(
28
)
に
同
じ

(
33
)
(
34
)
(
35
)
(
36
)
(
37
)
(
38
)
(
39
)

浅
香
年
木
氏
前
掲
書

、
二
八
〇
頁
～

二
八
六
頁

参
照

(
40
)
赤
松
俊
秀
博
士
前
掲
書
、
尚
、

「
史
林

」
44
1

1
、
一
〇
頁
以
下
参
照

(
41
)

右
同

博
士
稿

「鎌
倉
仏
教

の
課

題
」
(
『史
学
雑
誌

』
67
-

7
)
三

〇
頁
参
照

前
掲
書

頁
参
照
、
尚
、

「史
林
」
44
-

1
、

一
四
頁
参
照

(
42
)
(
43
)

同
右

(
44
)

同

頁
参
照

(
45
)

同
博
士
前
掲
書
、
尚

、
「史
林
」

44
-

3
、

六

一
頁
以
下
参
照

(
46
)

平
安
遺
文
、
第

三
巻
七

二
七
号
文
書

(
47
)

西
岡
虎
之
助
博
士
著

『
荘
園
之
研
究
』

(下

の

一
)
二
五
頁
以
下
参
照

(
48
)

同

右

二
六
頁
参
照

(
49
)

浅
香
年
木
氏
前
掲
書
、

二
八
七
頁
参
照

(
50
)

令
集
解

(
巻
五
)
職
員
令

(
国
書
刊
行
会
本
第

一
巻

)

一
三
五
頁

(
51
)

赤
松
俊
秀
博
士
前
掲
書
、
尚
、
「
史
林
」

44
1

3
、

六

一
頁
参
照

(
52
)

赤
松
俊
秀
博

士
前
掲
書
、
尚
、

「史
林
」

44
1

1
、

九
頁

(
53
)
(
54
)

佐
藤
進

一
博
士
著

『
古
文
書
学
入
門
』
七
六
頁
以
下
参
照

(
55
)

同

右

七
七
頁
以
下
参
照

(
56
)
(
57
)

同

右

六
五
頁
参
照

(
58
)

同

右

=
二
頁
参
照

(
59
)

後
述
に
引
用
の
史
料
、
承
保
三
年
三
月
廿

三
日
、
弁
官
下
文
(
「東
寺

文
書
」
・
射

)
(佐
藤
進

一
博
士
、
前
掲
書
、

八
五
頁
以
下
に
引
用
)

(
60
)

佐
藤
進

一
博
士
、
前
掲
書
、

九

二
頁
以
下
に
引
用

(
61
)

林
屋
辰
三
郎
博
士
著

「
中
世
社
会

の
成
立
と
受
領
層
」
(
『
古
代
国
家

の
解
体
』
所
収

)

一
九

一
頁

以
下
参
照

(
62
)
佐
伯

弘
次
氏
稿

「大
内
氏

の
筑
前
国
郡
代
」

(『
九
州
史
学
』
六
九
号
)

一
二

頁

以
下
参
照

(
63
)

大
永

五
年
十

二
月

十
四
日
、
大
村
重
継
書
状

(『
永
田
秘
録

』
八
七
)

(
64
)

佐
伯
弘
次
氏
前

掲
論
文
、

二

一
頁

以
下
参
照

(
65
)

榊

文
書

(
66
)

佐
伯
弘
次
氏
前
掲
論
文
、

二
二
頁
参
照

(
67
)

同

右

二
六
頁
参
照

(
68
)

同

右

三
〇
頁
以
下
参
照

(
69
)

同

右

二
一二
頁
参
照

(
70
)

同

右

二
五
頁
参
照

(
71
)

同

右

二
七
頁
～
三
四
頁
参
照

(
72
)

同

右

三

一
頁
参
照

(
73
)
中
村
直
勝
博
士
著

『
日
本
古
文
書
学
』

(下
)
一
〇

二
五
頁
参
照

(
74
)
佐
伯
弘
次
氏
稿

「大
内
氏

の
筑
前
国
守
護
代
」
(『
九
州
中
世
史
研
究
』

第

二
輯

)
三
〇
六
頁

(
57
)

赤
沢
計
真
氏
稿

「
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
封
建
国
家

の
権
力
構
造
」
(
『新

し

い
歴
史
学

の
た
め
に
』

一
五
〇
号
)
三
頁
以
下
参
照

(
76
)
(
77
)
(
㎎
)
(
79
)

同

右

一30-一


