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《
研
究
ノ
ー
ト
》

平
安
後
期
の
明
法
勘
文
に
つ
い
て

梅

田

康

夫

〔
目

次
〕
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は
じ
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に
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卿
議
定
制
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明
法
勘
文

三

平
安
後
期
に
お
け
る
明
法
勘
文
の
事
例

四

む
す
び
に
か
え
て

一

は
じ
め
に

平
安
期
の
法
曹
と
も
い
え
る
い
わ
ゆ
る
明
法
家
が
、
公
的
な
権
力
機
関
か
ら
の
諮
問
に
対
し
て
答
え
た
明
法
勘
文
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
、
ま
た
様
々
な
文
献
に
お
い
て
論
述
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
明
法
勘
文
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
考

察
を
加
え
、
そ
の
基
本
的
な
特
徴
や
機
能
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
布
施
弥
平
次
氏
の
古
典
的
な
研
究
で
あ
っ
た（
１
）。

そ
の
後
、
棚
橋
光

男
氏（
２
）や

上
杉
和
彦
氏（
３
）は

、
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
の
政
治
権
力
構
造
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
有
力
な
手
掛
か
り
を
与
え
る

も
の
と
し
て
明
法
勘
文
を
取
り
上
げ
詳
細
な
分
析
を
加
え
た
。
さ
ら
に
法
制
史
の
分
野
で
は
、
瀬
賀
正
博
氏（
４
）は

明
法
勘
文
の
成
立
経
過

や
そ
の
裁
判
手
続
き
上
に
お
け
る
機
能
に
つ
い
て
論
じ
、
長
又
高
夫
氏（
５
）は

明
法
勘
文
に
対
す
る
公
卿
の
対
応
や
法
家
問
答
と
の
関
係
に
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つ
い
て
検
討
を
加
え
た（
６
）。

ち
な
み
に
布
施
弥
平
次
氏
が
明
法
勘
文
を
勘
文
全
体
の
中
で
位
置
づ
け
て
夙
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に（
７
）、

明
法
家
が
関
与
す
る

勘
文
に
は
罪
名
勘
文
、
穢
勘
文
、
祥
瑞
勘
文
、
服
暇
勘
文
、
公
事
勘
文
、
着
�
勘
文
、
等
と
い
っ
た
よ
う
に
様
々
な
種
類
の
も
の
が
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
裁
判
や
訴
訟
と
の
関
係
で
は
罪
名
勘
文
と
公
事
勘
文
が
特
に
重
要
で
あ
り
、
そ
の
後
の
研
究
の
進
展
の
中
で
多
く

分
析
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
の
も
そ
れ
ら
の
明
法
勘
文
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
法
家
の
活
動
と
明
法
勘
文
の
全
体
を
考
察
す
る
た
め

に
は
、
罪
名
勘
文
と
公
事
勘
文
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
古
記
録
や
古
文
書
に
あ
ら
わ
れ
た
明
法
勘
文
の
全
体
を
総
覧
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

ま
た
、
明
法
勘
文
が
求
め
ら
れ
る
場
と
し
て
は
、
平
安
期
に
お
け
る
政
務
処
理
の
形
態
の
一
つ
と
し
て
左
近
衛
陣
で
行
な
わ
れ
る
陣

定
が
特
に
重
視
さ
れ
て
き
た（
８
）。し

か
し
、次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
近
年
に
お
け
る
公
卿
議
定
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
研
究
の
進
展
は（
９
）、

少
な
く
と
も
院
政
期
に
お
い
て
は
陣
定
と
は
別
種
の
公
卿
議
定
制
の
展
開
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
明
法
勘
文
は
公

卿
議
定
制
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
が
、
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
課
題
に
せ
ま
る
た
め
の
い
わ
ば
準
備
作
業
的
な
性
格
を
も
つ
試
み
で
あ
る
。
平
安
期
を
大
き
く
前
中
後
の

三
期
に
分
け
る
と
、
前
期
は
平
安
京
遷
都
の
八
世
紀
末
か
ら
延
喜
年
間
以
前
の
九
世
紀
ま
で
、
中
期
は
一
〇
世
紀
か
ら
摂
関
期
に
至
る

一
一
世
紀
末
ま
で
、
後
期
は
院
政
が
始
ま
る
一
一
世
紀
末
か
ら
平
安
末
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
い
う
平
安
後

期
と
は
、
白
河
、
堀
川
、
後
白
河
の
院
政
期
を
中
心
と
し
た
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
時
期
区
分
に
は
い
さ
さ
か
の
説
明

も
要
す
る
が
、
と
り
あ
え
ず
以
上
の
時
期
区
分
を
前
提
と
し
て
本
稿
で
は
平
安
後
期
の
院
政
期
に
焦
点
を
す
え
て
明
法
勘
文
の
事
例
集

積
と
分
析
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。

（
１
）

『
明
法
道
の
研
究
』
九
四
頁
以
下
。
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（
２
）

『
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
』
八
〇
頁
以
下
。

（
３
）

『
日
本
中
世
法
体
系
成
立
史
論
』
四
五
頁
以
下
。

（
４
）

「
明
法
勘
申
制
の
成
立
過
程
」（『
國
學
院
法
研
論
叢
』
二
四
号
、
三
頁
以
下
）、「
明
法
勘
文
機
能
論
」（『
法
制
史
研
究
』
四
九
号
、
八
五
頁
以
下
）。

（
５
）

「
院
政
期
明
法
学
説
の
形
成
」（『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
九
一
輯
、
七
三
頁
以
下
）。

（
６
）

な
お
鎌
倉
期
以
降
に
お
け
る
明
法
勘
文
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
田
中
修
實
『
日
本
中
世
の
法
と
権
威
』
三
頁
以
下
、
早
川
庄
八
『
中
世
に
生
き
る
律
令
―
―

言
葉
と
事
件
を
め
ぐ
っ
て
―
―
』
二
一
九
頁
以
下
、
等
が
あ
る
。

（
７
）

前
掲
書
九
六
頁
。

（
８
）

陣
定
に
つ
い
て
論
述
し
た
研
究
は
多
い
が
、
さ
し
あ
た
り
藤
木
邦
彦
『
平
安
王
朝
の
政
治
と
制
度
』
一
二
一
頁
以
下
、
棚
橋
前
掲
書
五
三
頁
以
下
、
大
津
透
「
摂

関
期
の
陣
定－

基
礎
的
考
察－

」（『
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
四
六
号
第
一
分
冊
（
人
文
社
会
科
学
系
）、
三
四
頁
以
下
）、
下
郡
剛
『
後
白
河
院
政
の
研

究
』
一
二
頁
以
下
、
等
を
参
照
。

（
９
）

代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
美
川
圭
『
院
政
の
研
究
』
四
一
頁
以
下
、
下
郡
前
掲
書
一
二
頁
以
下
、
等
を
参
照
。

二

公
卿
議
定
制
と
明
法
勘
文

平
安
期
の
公
卿
議
定
制
は
、
大
化
前
代
に
お
け
る
大
夫
（
ま
え
つ
ぎ
み
）
合
議
制
、
律
令
太
政
官
制
下
に
お
け
る
議
政
官
合
議
制
、

と
い
っ
た
政
策
立
案
と
政
務
遂
行
の
た
め
の
政
権
中
枢
構
成
員
に
よ
る
一
連
の
合
議
制
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
る
。
平
安
期
に
お
い

て
そ
の
最
も
代
表
的
な
形
態
が
陣
定
で
あ
っ
た
。
陣
定
は
、
天
皇
の
勅
を
受
け
て
上
卿
（
大
臣
）
が
主
宰
し
て
開
催
さ
れ
る
公
卿
の
合

議
形
態
で
あ
る
。
外
記
に
よ
り
参
議
以
上
の
す
べ
て
の
公
卿
が
召
集
さ
れ
、
多
く
は
左
近
衛
陣
に
て
合
議
を
行
な
う
が
、
そ
の
際
に
は

発
言
し
や
す
い
よ
う
に
下
位
の
参
議
か
ら
意
見
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
事
案
に
関
係
す
る
公
卿
は
退
席
す
る
、
等
と
い
っ
た
配
慮
が
な
さ

れ
て
い
た
。
提
出
さ
れ
た
意
見
は
多
く
の
場
合
そ
の
内
容
を
列
記
し
た
定
文
（
さ
だ
め
ぶ
み
）
と
い
う
形
で
ま
と
め
ら
れ
、
蔵
人
頭
よ

り
天
皇
に
上
奏
さ
れ
た
。
摂
関
期
に
お
い
て
陣
定
は
諸
国
申
請
雑
事
を
は
じ
め
国
家
の
重
大
事
か
ら
日
常
的
案
件
ま
で
多
種
多
様
な
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テ
ー
マ
に
つ
い
て
開
催
さ
れ
、
国
家
意
思
の
決
定
と
政
務
処
理
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
役
割
と
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
院
政
期
に

お
い
て
そ
の
開
催
回
数
は
次
第
に
減
少
し
、
政
務
全
体
に
し
め
る
位
置
も
低
下
す
る
傾
向
に
あ
る
と
は
い
え
、
権
門
間
の
所
領
相
論
を

は
じ
め
国
政
上
の
重
要
事
項
に
関
し
て
は
依
然
と
し
て
機
能
し
続
け
て
い
た
。
し
か
し
、
平
安
期
に
お
け
る
公
卿
議
定
制
の
あ
り
方
は

か
な
り
複
雑
で
あ
り
、
こ
の
陣
定
の
他
に
も
様
々
な
形
態
の
も
の
が
存
在
し
た
。
と
く
に
院
政
期
に
入
る
と
、
院
が
関
与
す
る
形
で
の

合
議
制
の
重
要
性
が
増
し
て
く
る
。
天
皇
、
摂
関
、
院
の
三
者
に
よ
る
鼎
立
状
況
の
な
か
で
、
陣
定
と
は
別
に
ど
の
よ
う
な
方
式
、
形

態
の
合
議
制
が
存
在
し
た
の
か
、
そ
の
類
型
や
性
格
付
け
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
議
論
が
あ
り
ま
だ
必
ず
し
も
十
分
な
解
明
が
な
さ
れ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
ま
と
ま
っ
た
形
で
体
系
的
な
考
察
を
加
え
て
い
る
美
川
圭
氏（
１
）お

よ
び
下
郡
剛
氏（
２
）の

研

究
を
参
照
し
つ
つ
、
後
の
論
述
に
必
要
な
範
囲
で
院
政
期
を
中
心
に
平
安
後
期
に
お
け
る
陣
定
以
外
の
公
卿
議
定
制
に
つ
い
て
ま
ず
概

略
を
述
べ
て
お
く
。

公
卿
議
定
制
を
類
型
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
い
く
つ
か
の
指
標
に
即
し
て
考
察
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
第
一
に
公

卿
議
定
を
主
導
す
る
権
力
主
体
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
院
政
期
以
降
に
お
い
て
は
天
皇
、
院
、
摂
関
の
三
つ
の
権
力
主
体
の
存
在
が
考

慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
第
二
に
、
公
卿
議
定
が
行
わ
れ
る
場
所
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
公
卿
が
召
集
さ
れ
る
か
否
か
が
ま

ず
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
召
集
さ
れ
る
場
合
に
は
そ
の
召
集
場
所
す
な
わ
ち
議
定
が
行
わ
れ
る
場
所
の
問
題
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
問

題
は
第
一
の
点
と
密
接
に
関
係
し
て
く
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
議
定
に
参
加
す
る
構
成
員
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
公
卿
の
選

定
が
行
わ
れ
る
か
否
か
、
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
選
定
が
な
さ
れ
る
場
合
、
現
任
公
卿
の
み
な
ら
ず
前
官
も
対
象
と
な
り

得
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
第
二
の
点
と
も
関
係
し
て
く
る
が
、
議
定
が
天
皇
の
面
前
で
行
わ
れ
る
か
否
か
、
摂
関
の
列

席
が
あ
る
の
か
否
か
、
と
い
っ
た
点
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
様
々
な
指
標
の
面
か
ら
公
卿
議
定
制
が
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
陣
定
を
核
と
し

て
そ
れ
以
外
の
様
々
な
形
態
を
類
型
化
し
て
い
く
方
法
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
陣
定
に
つ
い
て
上
記
の
指
標
を
あ
て
は
め
て
い
く
な
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ら
ば
、
そ
れ
は
天
皇
が
主
導
す
る
議
定
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
内
裏
の
近
衛
陣
で
行
な
わ
れ
、
そ
の
参
加
者
は
原
理
的
に
は
現
任
の
公

卿
全
員
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
天
皇
や
摂
関
が
立
ち
会
う
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
そ
の
他
の
公
卿
議
定
制
は
陣
定
と
は
異
な
っ
た

性
格
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
形
態
の
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
天
皇
が
主
導
す
る
公
卿
議
定
と
し
て
は
、
陣
定
以
外
に
御
前
定
と
殿
上
定
が
存
在
し
た
。
御
前
定
は
天
皇
の
面
前
で
、
す
な
わ

ち
内
裏
清
涼
殿
の
広
庇（
孫
庇
）で
行
な
わ
れ
、
殿
上
定
は
内
裏
清
涼
殿
の
殿
上
間
で
行
な
わ
れ
、
天
皇
の
出
御
は
原
則
と
し
て
な
か
っ

た
。
両
者
と
も
に
陣
定
と
異
な
っ
て
摂
関
も
参
加
し
、
ま
た
公
卿
の
選
定
も
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
御
前
定
は
除
目
や
造
宮

等
に
関
し
て
開
催
さ
れ
る
が
そ
の
頻
度
は
あ
ま
り
多
く
な
く
、
そ
し
て
合
議
の
方
式
自
体
は
陣
定
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
か

ら
、
広
い
意
味
で
は
陣
定
と
一
括
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
殿
上
定
は
寺
社
強
訴
に
関
係
し
て
開
催
さ
れ
、
次
に
述
べ
る

院
御
所
議
定
が
開
催
さ
れ
る
時
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
。

次
に
院
が
主
導
す
る
公
卿
議
定
と
し
て
は
、同
じ
く
院
御
前
定
と
院
殿
上
定
が
存
在
し
た
。両
者
を
総
称
し
て
院
御
所
議
定
と
い
い
、

寺
社
強
訴
に
関
係
す
る
場
合
等
に
多
く
開
催
さ
れ
た
。
院
御
前
定
の
実
例
は
あ
ま
り
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
院
の
御
前
で
開
催
さ

れ
、
摂
関
も
参
加
し
た
上
に
院
の
選
定
に
よ
り
前
官
の
参
加
も
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
院
殿
上
定
は
院
御
所
の
殿
上
で
か
な
り
頻
繁

に
開
催
さ
れ
、
摂
関
の
ほ
か
院
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
公
卿
も
参
加
し
た
。

摂
関
が
主
導
す
る
公
卿
議
定
と
し
て
は
、
殿
下
議
定
と
殿
下
直
廬
議
定
が
存
在
し
た
。
前
者
は
摂
関
邸
で
開
催
さ
れ
る
の
に
対
し
、

後
者
は
内
裏
の
摂
関
の
宿
所
で
開
催
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
摂
関
が
議
定
を
主
宰
し
、
摂
関
に
よ
り
参
加
公
卿
が
選
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
。
殿
下
直
廬
定
は
天
皇
が
幼
少
の
場
合
の
即
位
や
元
服
等
に
際
し
て
開
催
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
事
例
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。

以
上
に
述
べ
た
公
卿
議
定
の
類
型
は
、
い
ず
れ
も
議
定
に
参
加
す
る
公
卿
が
、
内
裏
、
院
御
所
、
摂
関
邸
の
い
づ
れ
か
に
召
集
さ
れ

て
開
催
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
形
態
と
全
く
異
な
る
の
が
在
宅
諮
問
と
い
う
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
在
宅
諮
問
と
は
、

後
白
河
院
政
期
に
入
っ
て
陣
定
の
い
わ
ば
代
替
的
措
置
と
し
て
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
公
卿
へ
在
宅
の
ま
ま
諮
問
す
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る
方
式
で
あ
る
。
一
口
に
し
て
言
え
ば
持
ち
回
り
会
議
方
式
の
採
用
で
あ
る
。
在
宅
諮
問
に
お
い
て
は
、
公
卿
の
参
集
を
妨
げ
る
物
忌
、

病
気
、
高
齢
と
い
っ
た
諸
要
因
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
ひ
い
て
は
陣
定
に
お
い
て
か
な
り
厳
格
に
守
ら
れ
て

い
た
現
員
公
卿
の
参
集
と
い
う
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。

以
上
、
公
卿
議
定
制
の
諸
類
型
に
つ
い
て
そ
の
形
態
的
な
側
面
か
ら
筆
者
な
り
の
整
理
を
述
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な

問
題
を
扱
い
ど
の
よ
う
な
性
格
と
特
徴
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
理
解
す
る
の
に
困
難
な
問
題
が
つ
き

ま
と
う
。
こ
れ
ら
の
公
卿
議
定
は
い
ず
れ
も
公
的
な
い
し
半
ば
公
的
な
形
で
の
国
家
意
思
の
形
成
に
関
与
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
必
ず
し
も
そ
う
し
た
側
面
ば
か
り
で
は
な
く
い
わ
ば
私
的
な
権
門
の
一
つ
と
し
て
の
活
動
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能

な
面
も
な
い
で
は
な
い
。
太
政
官
合
議
の
直
接
的
系
譜
を
引
く
陣
定
は
最
も
公
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
そ
の
よ
う
な
面
を
考
え

る
必
要
は
殆
ど
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
例
え
ば
殿
下
議
定
に
お
い
て
は
摂
関
家
の
利
害
関
心
に
基
づ
く
運
営
が
当
然
に
想
定
さ
れ
得

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
在
宅
諮
問
の
方
式
は
他
の
公
卿
議
定
制
と
は
全
く
異
な
っ
た
形
の
政
務
運
営
で
あ
り
、
そ
の
方
式
に
つ
い
て
は
私

的
な
個
別
的
な
形
で
の
運
用
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
公
卿
議
定
制
の
各
類
型
が
有
す
る
性
格

と
特
徴
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
扱
う
案
件
と
の
関
連
で
、
例
え
ば
国
家
的
大
事
に
関
わ
る
問
題
を
扱
う
か
否
か
と
い
っ
た
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ

か
な
り
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
前
述
し
た
よ
う
に
こ
れ
ま
で
明
法
勘
文
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
陣
定
と
の
関
連
で
し
か
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。し
か
し
、院
政
期
に
お
い
て
は
陣
定
と
並
立
す
る
形
で
院
御
所
議
定
が
重
要
性
を
増
し
て
く
る
の
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
他
の
様
々
な
公
卿
議
定
制
の
解
明
が
進
ん
で
き
た
中
に
お
い
て
、
明
法
勘
文
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
が
あ
ら

た
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殿
上
定
、
院
御
所
議
定
、
殿
下
議
定
、
殿
下
直
廬
議
定
、
在
宅
諮
問
等
に
お
い
て
、
明
法
勘
文

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
な
い
の
か
、
が
ま
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
そ
れ
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
ど
の
よ
う
な
案
件
、
議
題
と
の
関
連
で
求
め
ら
れ
て
い
た
の
か
、
が
次
に
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
作
業
を
経
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て
は
じ
め
て
、
平
安
後
期
、
院
政
期
に
お
け
る
明
法
勘
文
の
全
体
像
の
一
環
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
１
）

前
掲
書
四
一
頁
以
下
。

（
２
）

前
掲
書
四
二
頁
以
下
。

三

平
安
後
期
に
お
け
る
明
法
勘
文
の
事
例

応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）、
白
河
天
皇
が
譲
位
し
院
政
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
以
降
、
一
時
的
に
堀
川
天
皇
や
二
条
天

皇
に
よ
る
親
政
が
み
ら
れ
た
時
期
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
譲
位
し
た
上
皇
が
実
際
上
の
権
力
を
握
る
院
政
が
一
般
的
な
政
治
形
態
と

な
っ
た
。
こ
の
院
政
期
の
政
務
の
中
で
明
法
勘
文
は
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
か
、
以
下
と
り
あ
え
ず
便
宜
的
に
白
河
院

政
期
、
鳥
羽
院
政
期
、
後
白
河
院
政
期
の
三
期
に
分
け
て
考
察
を
加
え
る
。

（
１
）
白
河
院
政
期
の
明
法
勘
文

ま
ず
、
白
河
院
政
期
に
お
け
る
明
法
勘
文
の
事
例
を
本
稿
末
尾
の
資
料
１
に
掲
げ
る
。
白
河
法
皇
が
大
治
四
年
（
一
一
二
九
）
に
崩

御
す
る
ま
で
三
〇
年
余
と
最
も
期
間
が
長
く
、
明
法
勘
文
の
事
例
も
多
く
み
ら
れ
る
。
古
記
録
に
は
勘
申
者
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の

で
個
人
名
ま
で
判
明
す
る
の
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
範
囲
で
は
勘
申
者
は
左
衛
門
少
志
中
原
資
清
を
除
い
て
全
て
明
法
博
士
で

あ
っ
た
。
中
原
資
清
は
長
治
二
年
（
一
一
〇
四
）
に
明
法
博
士
と
な
る
が
、
そ
の
法
解
釈
技
術
は
大
変
優
れ
て
い
た
よ
う
で
明
法
博
士

に
な
る
以
前
か
ら
勘
文
を
進
め
て
い
た（
１
）。

当
時
の
明
法
博
士
と
し
て
は
惟
宗
国
任
と
中
原
範
政
が
在
任
し
て
い
た
が
、
と
り
わ
け
国
任
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の
法
解
釈
に
は
い
ろ
い
ろ
と
難
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
資
料
１
の
２２
、
２３
の
事
例
の
よ
う
に
い
づ
れ
も
そ
の
解
釈
が
退
け
ら
れ
て
い

る（
２
）。

明
法
博
士
で
は
な
い
中
原
資
清
が
勘
問
を
進
め
た
背
景
に
は
そ
の
よ
う
な
問
題
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

次
に
こ
の
時
期
の
明
法
勘
文
の
内
容
を
み
て
み
る
と
、
や
は
り
最
も
多
い
の
は
犯
罪
の
処
断
や
赦
の
適
否
等
に
関
す
る
罪
名
勘
文
で

あ
っ
て
全
体
の
約
半
数
の
二
六
件
を
数
え
る
。
意
外
に
も
次
に
多
い
の
が
穢
勘
問
で
一
六
件
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る（
３
）。

所
領
相
論
や

訴
訟
に
つ
い
て
の
理
非
を
勘
申
す
る
公
事
勘
文
も
多
く
一
〇
件
あ
る
。
あ
と
は
服
暇
勘
文
二
件
が
目
に
つ
く
く
ら
い
で
、
そ
れ
以
外
の

内
容
の
明
法
勘
文
が
明
白
な
形
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

明
法
勘
文
が
提
出
さ
れ
た
公
卿
議
定
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
陣
定
が
最
も
多
く
二
〇
件
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
罪
名
勘
文

で
あ
り
、基
本
的
に
史
料
上
に
明
確
な
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
場
合
も
含
め
て
、罪
名
勘
文
は
陣
定
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
資
料
１
の
４９
は
院
の
仰
せ
に
よ
っ
て
明
法
博
士
信
貞
が
召
集
さ
れ
、
勘
文
結
果
は
院
に
奏
上
さ
れ
て
い
る
の
で
、
院
御
所
議
定

に
お
い
て
罪
名
勘
文
が
求
め
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
犯
罪
内
容
が
太
上
天
皇
に
対
す
る
呪
詛
行
為
と
い
う
こ
と
か
ら
そ
の
よ

う
な
取
扱
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
明
法
勘
文
が
院
御
所
議
定
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。院
御
所
議
定
と
し
て
は
、他
に
穢
に
つ
い
て
の
勘
文
が
四
件
存
在
す
る
。

所
領
相
論
等
の
公
事
勘
文
に
つ
い
て
は
史
料
的
に
古
文
書
類
が
多
く
勘
申
内
容
は
詳
し
く
わ
か
る
が
、
公
卿
議
定
と
の
関
連
は
必
ず
し

も
明
確
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
多
く
は
奉
勅
の
官
宣
旨
に
基
づ
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
表
に
は
記
入
し
て
い
な
い
が

従
来
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
れ
も
陣
定
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
殿
下
議
定
と
推
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
穢
勘
文
が

二
件
、
服
暇
勘
文
が
一
件
あ
る
。
事
案
の
内
容
と
し
て
国
家
全
体
に
関
わ
る
重
大
事
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

よ
う
な
処
置
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
殿
下
議
定
に
お
い
て
も
明
法
勘
文
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
白
河
院
政
期
に
お
い
て
は
、
陣
定
以
外
の
場
に
も
明
法
勘
文
が
進
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
や
は
り
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事
案
の
性
格
と
種
類
に
よ
っ
て
公
卿
議
定
の
形
態
も
変
化
す
る
の
で
あ
り
、
明
法
勘
文
も
そ
れ
に
対
応
し
た
形
で
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
資
料
１
の
４４
で
は
、
院
御
所
議
定
と
陣
定
の
二
種
類
の
公
卿
議
定
が
同
一
の
事
件
に
つ
い
て
開
催
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
が
、こ
れ
は
犯
罪
の
処
断
と
穢
の
認
定
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。穢
に
つ
い
て
は
一
一
月
四
日
に
院
御
所
で
問
題
に
な
り
、

明
法
博
士
三
善
信
貞
に
対
す
る
召
問
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
明
国
の
穢
な
し
と
す
る
議
論
に
よ
っ
て
翌
日
、
翌
々
日
も
決
着
が
つ
か
な

か
っ
た
。
よ
う
や
く
八
日
に
な
っ
て
殺
害
さ
れ
た
男
の
随
身
物
が
明
国
宅
に
あ
る
こ
と
が
検
非
違
使
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
、
三
善
信

貞
の
ほ
か
参
集
し
た
公
卿
の
意
見
に
よ
っ
て
穢
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
、
罪
名
に
つ
い
て
は
一
一
月
一
九
日
に
陣
定
が
開
催

さ
れ
、
お
そ
ら
く
は
三
善
信
貞
で
は
な
い
法
家
の
勘
文
に
基
づ
い
て
佐
渡
へ
の
流
罪
が
決
定
さ
れ
た
。
か
く
し
て
穢
に
つ
い
て
は
院
御

所
議
定
に
お
け
る
穢
勘
文
に
基
づ
い
て
、罪
名
に
つ
い
て
は
陣
定
に
お
け
る
罪
名
勘
文
に
基
づ
い
て
、そ
の
決
定
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。（

２
）
鳥
羽
院
政
期
の
明
法
勘
文

鳥
羽
院
政
期
に
お
け
る
明
法
勘
文
の
事
例
に
つ
い
て
は
、本
稿
末
尾
の
資
料
２
に
掲
げ
て
あ
る
。事
例
数
は
か
な
り
減
少
し
て
い
る
。

個
人
名
の
わ
か
る
勘
申
者
は
す
べ
て
明
法
博
士
で
あ
る
。
勘
申
内
容
か
ら
み
る
と
、
罪
名
勘
文
が
三
件
、
公
事
勘
文
が
八
件
と
、
比
率

的
に
白
河
院
政
期
と
逆
転
し
た
現
象
が
み
ら
れ
る
。
穢
勘
文
や
服
暇
勘
文
は
、
史
料
の
遺
存
状
況
等
の
問
題
も
あ
る
が
皆
無
で
あ
る
。

た
だ
そ
の
他
の
種
類
の
勘
文
と
し
て
、
資
料
２
の
３
の
よ
う
な
着
所
に
か
か
わ
る
も
の
や
、
資
料
２
の
９
の
よ
う
な
親
子
関
係
に
か
か

わ
る
も
の
は
、
法
家
問
答
と
の
連
動
を
思
わ
せ
る
。
議
定
類
型
は
明
確
に
わ
か
る
も
の
は
全
て
陣
定
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
み

え
な
い
。
そ
の
他
の
も
の
も
罪
名
、
所
領
、
訴
訟
に
関
す
る
も
の
で
、
お
そ
ら
く
陣
定
の
場
に
持
ち
出
さ
れ
る
性
格
の
も
の
と
理
解
し

て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
陣
定
以
外
の
公
卿
議
定
と
の
関
係
は
、
明
瞭
な
形
で
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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（
３
）
後
白
河
院
政
期
の
明
法
勘
文

後
白
河
院
政
期
に
お
け
る
明
法
勘
文
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
の
資
料
３
に
掲
げ
て
あ
る
。
事
例
数
は
さ
ら
に
減
少
し
て
一

〇
件
で
あ
る
。
個
人
名
の
わ
か
る
勘
申
者
は
い
ず
れ
も
明
法
博
士
で
は
あ
る
が
、
明
法
道
、
明
法
学
の
衰
退
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勘
申
内
容
か
ら
み
る
と
、
罪
名
勘
文
が
五
件
、
公
事
勘
文
が
五
件
と
、
ち
ょ
う
ど
二
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外

の
種
類
の
明
法
勘
文
は
見
あ
た
ら
な
い
。
議
定
類
型
も
陣
定
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
資
料
３
の
４
と
５
は
少
し
特
殊
で
あ
る
。
前
者

は
勧
学
院
政
所
下
文
、
後
者
は
僧
湛
慶
等
の
解
文
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
権
門
内
で
の
処
置
に
関
わ
る
性
格
を
有
し
て
い

る
。
後
者
は
厳
密
に
は
公
卿
議
定
に
該
当
し
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
公
的
と
は
い
え
な
い
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
明

法
勘
文
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
個
人
や
官
司
が
い
わ
ば
私
的
な
形
で
明
法
家
に
法
的
回
答
を
求
め
る
法
家
問
答
と
の
境
界

が
曖
昧
化
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（
４
）。

（
１
）

布
施
前
掲
書
二
二
一
・
二
頁
参
照
。
資
料
１
の
２２
に
み
え
る
中
原
輔
清
も
同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）

資
料
１
の
９
に
お
い
て
も
国
任
の
解
釈
に
公
卿
層
は
不
安
を
感
じ
た
の
か
、
国
任
の
勘
問
内
容
を
検
非
違
使
中
原
範
政
に
見
せ
て
確
認
を
し
て
い
る
。

（
３
）

犯
罪
行
為
は
一
種
の
穢
れ
を
世
の
中
に
惹
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
穢
勘
文
は
罪
名
勘
文
と
密
接
に
関
わ
る
場
合
が
あ
る
。
資
料
１
の
３９
で

は
、
贖
銅
と
中
祓
が
勘
申
内
容
に
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
明
法
勘
文
は
罪
名
勘
文
と
穢
勘
文
の
両
者
の
性
格
を
具
有
す
る
と
い
え
る
。
ま
た
４４
に
お

い
て
も
罪
名
と
穢
が
セ
ッ
ト
で
勘
文
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）

棚
橋
光
男
氏
は
、
資
料
３
の
５
に
つ
い
て
法
家
問
答
と
し
て
理
解
し
て
い
る
（
前
掲
書
一
一
四
・
五
頁
）。

四

む
す
び
に
か
え
て

極
め
て
不
十
分
な
形
で
は
あ
る
が
、
平
安
後
期
、
院
政
期
に
お
け
る
明
法
勘
文
の
事
例
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
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い
え
る
貧
し
い
結
果
を
最
後
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
第
一
に
、
従
来
、
明
法
勘
文
は
陣
定
と
の
関
連
の
み
で
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
確
か
に
そ
の
関
係
は
密
接
で
は
あ
る
に
せ
よ
、

そ
れ
以
外
の
公
卿
議
定
と
の
関
連
も
決
し
て
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
白
河
院
政
期
の
み
で
し
か
も
数
は
少
な
い
が
、
院
御
所
議
定

や
殿
下
議
定
の
場
に
明
法
勘
文
が
求
め
ら
れ
こ
と
が
あ
っ
た
。

第
二
に
、
明
法
勘
文
の
事
例
は
院
政
期
の
経
過
と
と
も
に
減
少
し
、
明
法
の
個
人
名
の
表
出
も
少
な
く
な
っ
て
い
く
傾
向
が
み
ら

れ
、
そ
れ
は
明
法
道
、
明
法
学
の
衰
退
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
公
卿
議
定
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
案
件
は
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
・
形
態
に
よ
っ
て
概
略
定
ま
っ
て
お
り
、
明
法
勘
文
も
そ
れ

に
対
応
し
た
形
で
進
め
ら
れ
た
。

以
上
が
本
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
主
な
こ
と
で
あ
る
が
、
今
後
さ
ら
に
史
料
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
殿
上
定
、
殿
下
直
廬

議
定
、
在
宅
諮
問
等
と
明
法
勘
文
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
追
究
し
、
当
時
の
政
務
処
理
の
中
で
期
待
さ
れ
果
た
さ
れ
た
明
法
勘
文
の
機

能
や
役
割
に
つ
い
て
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。

【
追
記
】
本
稿
は
、
平
成
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
萌
芽
研
究
）「
前
近
代
日
本
に
お
け
る
法
曹
に
つ
い
て
」
に
よ
る
研
究

成
果
の
一
端
で
あ
る
。
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資
料
１

白
河
院
政
期
の
明
法
勘
文

勘
申
年
次

勘
申
者

勘

申

内

容

議
定
類
型

典

拠

１

寛
治
六
年

（
一
〇
九
二
）

明
法
博
士

惟
宗
国
任

五
体
不
足
の
穢
に
つ
い
て
勘
申

（
殿
下
議
定
）

「
中
右
記
」
寛
治
六
年
五
月
一
九
日
条

２

寛
治
六
年

（
一
〇
九
二
）

明
法
博
士

惟
宗
国
任

藤
原
仲
実
、
藤
原
為
房
の
犯
罪
に
関
す

る
罪
名
勘
申

陣
定

「
中
右
記
」
寛
治
六
年
九
月
二
八
日
条

３

寛
治
六
年

（
一
〇
九
二
）

法
家

円
禅
権
少
僧
都
の
触
穢
に
つ
い
て
勘
申

「
後
二
条
師
通
記
」
寛
治
六
年
一
一
月
四

日
条

４

寛
治
七
年

（
一
〇
九
三
）

明
法
博
士

前
大
宮
司
国
房
に
つ
い
て
罪
名
勘
申

「
百
練
抄
」
寛
治
七
年
三
月
二
四
日
条

５

寛
治
七
年

（
一
〇
九
三
）

法
家

掌
侍
已
下
に
つ
い
て
罪
名
勘
申

「
百
練
抄
」
寛
治
七
年
六
月
五
日
条

６

寛
治
七
年

（
一
〇
九
三
）

法
家

前
宮
司
大
中
臣
国
房
に
つ
い
て
罪
名
勘

申

「
後
二
条
師
通
記
」
寛
治
七
年
三
月
二
九

日
条

７

寛
治
七
年

（
一
〇
九
三
）

明
法
博
士

惟
宗
国
任

触
穢
に
つ
い
て
勘
申

「
後
二
条
師
通
記
」
寛
治
七
年
五
月
一
〇

日
条

８

寛
治
七
年

（
一
〇
九
三
）

明
法
博
士

惟
宗
国
任

東
寺
と
成
願
寺
と
の
所
領
相
論
に
つ
い

て
理
非
を
勘
申

「
平
安
遺
文
」
一
三
一
八
号
、「
東
寺
百

合
文
書
」
ほ
函
二
号

９

寛
治
七
年

（
一
〇
九
三
）

明
法
博
士

惟
宗
国
任

罪
名
勘
申
（
検
非
違
使
中
原
範
政
に
確

認
）

陣
定

「
後
二
条
師
通
記
」
寛
治
七
年
八
月
二
〇

日
条
、
同
二
一
日
条
、
同
二
二
日
条

１０

寛
治
七
年

（
一
〇
九
三
）

近
江
国
司
及
び
官
掌
義
行
・
史
部
某
丸

に
つ
い
て
罪
名
勘
申

陣
定

「
中
右
記
」
寛
治
七
年
八
月
二
二
日
条

１１

寛
治
七
年

（
一
〇
九
三
）

明
法
博
士

中
原
章
重

神
宮
領
内
住
人
の
罪
科
に
と
も
な
う
名

田
私
領
の
没
官
に
つ
い
て
勘
申

「
平
安
遺
文
」
一
三
二
一
号

１２

寛
治
七
年

（
一
〇
九
三
）

明
法
博
士

惟
宗
国
任

近
江
守
為
家
朝
臣
の
罪
科
に
つ
い
て
勘

申

陣
定

「
中
右
記
」
寛
治
七
年
八
月
二
六
日
条
、

同
二
七
日
条
、「
後
二
条
師
通
記
」
寛
治

七
年
八
月
二
七
日
条
、
同
二
八
日
条
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１３

嘉
保
元
年

（
一
〇
九
四
）

法
家

前
帥
伊
房
卿
お
よ
び
縁
坐
に
つ
い
て
罪

名
勘
申

陣
定

「
百
練
抄
」
嘉
保
元
年
三
月
六
日
条
、
同

五
月
二
五
日
条

１４

嘉
保
元
年

（
一
〇
九
四
）

明
法
博
士

惟
宗
国
任

参
川
守
源
惟
清
等
の
上
皇
呪
詛
事
件
に

つ
い
て
罪
名
勘
申

陣
定

「
中
右
記
」
嘉
保
元
年
八
月
一
七
日
条

１５

嘉
保
二
年

（
一
〇
九
五
）

明
法
博
士

菅
原
有
眞
・

惟
宗
国
任
、

道
志
中
原
範

政

治
部
卿
服
暇
に
つ
い
て
本
姓
方
に
よ
る

べ
き
か
養
方
に
よ
る
べ
き
か
勘
申

殿
下
議
定

「
中
右
記
」
嘉
保
二
年
五
月
六
日
条

１６

永
長
元
年

（
一
〇
九
六
）

諸
道
勘
文

陣
定

「
中
右
記
」
永
長
元
年
八
月
一
六
日
条

１７

承
徳
元
年

（
一
〇
九
七
）

明
法
博
士

中
原
範
政

庄
住
民
の
役
夫
工
使
に
対
す
る
濫
行
に

つ
い
て
赦
の
適
否
を
勘
申

「
中
右
記
」
承
徳
元
年
二
月
六
日
条

１８

承
徳
元
年

（
一
〇
九
七
）

法
家

二
条
殿
南
築
垣
上
に
置
か
れ
た
死
人
の

骨
の
処
置
、
穢
に
つ
い
て
勘
申

「
中
右
記
」
承
徳
元
年
三
月
六
日
条

１９

康
和
元
年

（
一
〇
九
九
）

左
衛
門
少
志

中
原
資
清

東
寺
と
成
願
寺
と
の
所
領
相
論
に
つ
い

て
理
非
を
勘
申

「
平
安
遺
文
」
一
四
一
〇
号
、「
東
寺
百

合
文
書
」
イ
函
三
号

２０

康
和
元
年

（
一
〇
九
九
）

明
法
博
士

中
原
範
政

東
寺
と
成
願
寺
と
の
所
領
相
論
に
関
す

る
中
原
資
清
の
主
張
を
批
判

「
平
安
遺
文
」
一
四
一
二
号
、「
東
寺
百

合
文
書
」
い
函
一
号

２１

康
和
元
年

（
一
〇
九
九
）

左
衛
門
少
志

中
原
資
清

中
原
範
政
の
相
博
田
に
関
す
る
勘
注
に

つ
い
て
批
判

「
平
安
遺
文
」
一
四
一
七
号
、「
東
寺
百

合
文
書
」
ト
函
三
号

２２

康
和
二
年

（
一
一
〇
〇
）

明
法
博
士

惟
宗
国
任
・

中
原
輔
清

焼
亡
の
触
穢
に
つ
い
て
勘
申
（
輔
清
に

道
理
あ
り
）

殿
下
議
定

「
殿
暦
」
康
和
二
年
二
月
八
日
条

２３

康
和
四
年

（
一
一
〇
二
）

明
法
博
士

惟
宗
国
任
・

中
原
範
政

前
対
馬
守
源
義
親
お
よ
び
所
従
に
つ
い

て
罪
名
勘
申
（
国
任
の
勘
文
は
前
後
相

違
、
範
政
の
勘
文
は
法
意
に
合
致
）

陣
定

「
中
右
記
」
康
和
四
年
七
月
六
日
条
、
同

九
日
条
、「
伝
暦
」
康
和
四
年
一
二
月
二

七
日
条
、
同
二
八
日
条
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２４

康
和
四
年

（
一
一
〇
二
）

明
法
博
士

二
人

前
対
馬
守
源
義
親
縁
坐
者
お
よ
び
前
肥

後
守
高
階
基
実
に
つ
い
て
赦
の
適
否
を

勘
申

陣
定

「
中
右
記
」
康
和
四
年
一
二
月
二
七
日
条

２５

康
和
四
年

（
一
一
〇
二
）

左
衛
門
権
少

尉
兼
明
法
博

士
中
原
範
政

摂
津
国
長
渚
御
厨
を
め
ぐ
る
鴨
御
祖
社

と
故
皇
太
后
宮
職
と
の
相
論
に
つ
い
て

理
非
を
勘
申

「
平
安
遺
文
」
一
六
六
〇
号
、
内
閣
文
庫

所
蔵
摂
津
国
古
文
書

２６

康
和
五
年

（
一
一
〇
三
）

明
法
博
士

中
原
範
政
、

左
衛
門
志

中
原
資
清

神
祇
権
大
副
大
中
臣
輔
弘
、
太
神
宮
前

祢
宜
荒
木
田
宣
綱
等
に
つ
い
て
罪
名
勘

申
（
範
政
の
勘
申
に
対
し
て
公
卿
よ
り

非
難
）

陣
定

「
本
朝
世
紀
」
康
和
五
年
四
月
六
日
条
、

同
五
月
二
〇
日
条
、
同
八
月
二
〇
日
条
、

「
中
右
記
」
康
和
五
年
四
月
六
日
条
、
同

五
月
二
〇
日
条

２７

長
治
元
年

（
一
一
〇
四
）

伊
勢
祭
主
親
定
に
よ
る
人
夫
殺
人
と
神

衣
祭
闕
怠
に
つ
い
て
罪
名
勘
申

陣
定

「
中
右
記
」
長
治
元
年
七
月
一
三
日
条
、

「
百
練
抄
」
長
治
元
年
七
月
一
三
日
条

２８

長
治
元
年

（
一
一
〇
四
）

罪
名
勘
文

陣
定

「
中
右
記
」
長
治
元
年
九
月
七
日
条

２９

長
治
二
年

（
一
一
〇
五
）

明
法
博
士

太
宰
府
権
帥
季
仲
等
が
竃
門
宮
に
て
日

吉
神
人
を
殺
害
し
た
こ
と
に
つ
い
て
赦

の
適
否
を
勘
申

陣
定

「
中
右
記
」
長
治
二
年
五
月
四
日
条
、
同

六
月
二
日
条
、「
百
練
抄
」
長
治
二
年
六

月
二
日
条

３０

長
治
二
年

（
一
一
〇
五
）

明
法
博
士

中
原
資
清

一
宮
御
服
事
に
つ
い
て
勘
申

「
殿
暦
」
長
治
二
年
一
一
月
一
〇
日
条

３１

嘉
承
元
年

（
一
一
〇
六
）

紀
伝
明
法
博

士
并
権
帥
大

江
卿

加
茂
社
焼
亡
に
よ
り
廃
朝
す
べ
き
か
否

か
、
触
穢
に
つ
い
て
勘
申

「
大
日
本
古
文
書
」
家
わ
け
四
ノ
五
（
石

清
水
文
書
）
宮
寺
縁
事
抄
第
二
八

３２

嘉
承
元
年

（
一
一
〇
六
）

明
法
博
士

加
茂
社
預
眞
久
等
に
つ
い
て
罪
名
勘
申

「
大
日
本
古
文
書
」
家
わ
け
四
ノ
五
（
石

清
水
文
書
）
宮
寺
縁
事
抄
第
二
八

３３

嘉
承
二
年

（
一
一
〇
七
）

人
々
争
論
の
事
に
つ
い
て
明
法
勘
文

陣
定

「
中
右
記
」
嘉
承
二
年
三
月
二
六
日
条
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３４

嘉
承
二
年

（
一
一
〇
七
）

香
椎
宮
犯
人
の
罪
名
に
つ
い
て
明
法
勘

文
、
大
神
宮
鹿
斃
死
の
穢
に
つ
い
て
法

家
勘
文

陣
定

「
中
右
記
」
嘉
承
二
年
五
月
一
九
日
条
、

「
永
昌
記
」
嘉
承
二
年
五
月
二
五
日
条

３５

嘉
承
二
年

（
一
一
〇
七
）

明
法
博
士

信
貞

焼
亡
の
穢
に
よ
り
奉
幣
を
立
て
な
い
こ

と
に
つ
い
て
勘
申

「
殿
暦
」
嘉
承
二
年
四
月
五
日
条

３６

天
仁
元
年

（
一
一
〇
八
）

豊
受
宮
祢
宜
範
平
に
つ
い
て
罪
名
勘
申

陣
定

「
中
右
記
」
天
仁
元
年
三
月
二
〇
日
条

３７

天
仁
元
年

（
一
一
〇
八
）

伊
賀
国
六
ケ
山
を
め
ぐ
る
太
神
宮
神
戸

と
興
福
寺
末
寺
伝
法
院
と
の
相
論
に
つ

い
て
理
非
を
勘
申

陣
定

「
中
右
記
」
天
仁
元
年
六
月
九
日
条

３８

天
仁
二
年

（
一
一
〇
九
）

義
綱
に
つ
い
て
罪
名
勘
申

「
殿
暦
」
天
仁
二
年
二
月
二
九
日
条

３９

天
永
元
年

（
一
一
一
〇
）

春
日
社
預
中
臣
信
経
の
御
社
穢
に
つ
い

て
贖
銅
と
中
祓
を
勘
申

「
殿
暦
」
天
永
元
年
三
月
一
七
日
条

４０

天
永
元
年

（
一
一
一
〇
）

法
家

齋
宮
野
宮
の
中
の
流
産
穢
に
つ
い
て
勘

申

「
殿
暦
」
天
永
元
年
九
月
四
日
条

４１

天
永
二
年

（
一
一
一
一
）

明
法
博
士

三
善
信
貞

五
体
不
具
の
穢
に
つ
い
て
勘
申

（
殿
下
議
定
）

「
殿
暦
」
天
永
二
年
三
月
六
日
条

４２

天
永
二
年

（
一
一
一
一
）

法
家

穢
に
つ
い
て
勘
申

院
御
所
議
定

「
殿
暦
」
天
永
二
年
三
月
一
二
日
条

４３

天
永
二
年

（
一
一
一
一
）

伊
勢
外
宮
内
人
度
会
清
時
に
つ
い
て
罪

名
勘
申

陣
定

「
中
右
記
」
天
永
二
年
五
月
一
四
日
条
、

「
長
秋
記
」
天
永
二
年
五
月
一
四
日
条

４４

天
永
二
年

（
一
一
一
一
）

明
法
博
士

三
善
信
貞

下
野
守
源
明
国
の
所
従
が
左
衛
門
尉
源

為
義
の
郎
党
を
殺
害
し
た
件
に
つ
い

て
、
穢
お
よ
び
罪
名
を
勘
申

院
御
所
議
定
、

陣
定

「
殿
暦
」
天
永
二
年
一
一
月
四
日
条
、
同

六
日
条
、
同
七
日
条
、
同
八
日
条
、「
中

右
記
」
天
永
二
年
一
一
月
一
九
日
条

４５

天
永
二
年

（
一
一
一
一
）

八
幡
所
司
円
秀
に
よ
る
傍
官
殺
害
に
つ

い
て
罪
名
勘
申

陣
定

「
中
右
記
」
天
永
二
年
一
一
月
一
九
日
条

４６

天
永
三
年

（
一
一
一
二
）

明
法
博
士

三
善
信
貞

祈
年
祭
の
供
物
の
猪
鹿
が
斃
死
し
た
こ

と
に
よ
る
穢
に
つ
い
て
勘
申

院
御
所
議
定

「
殿
暦
」
天
永
三
年
二
月
四
日
条
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４７

天
永
三
年

（
一
一
一
二
）

明
法

非
常
赦
に
つ
い
て
勘
申

陣
定

「
殿
暦
」
天
永
三
年
四
月
一
七
日
条

４８

永
久
元
年

（
一
一
一
三
）

明
法
博
士

等

堀
河
院
改
葬
後
の
公
卿
勅
使
に
つ
い
て

勘
申

（
院
御
所
議

定
）

「
殿
暦
」
永
久
元
年
閏
三
月
一
四
日
条

４９

永
久
元
年

（
一
一
一
三
）

明
法
博
士

安
倍
信
貞

南
京
得
業
経
覚
と
隆
観
の
太
上
天
皇
呪

詛
に
つ
い
て
罪
名
勘
申

（
院
御
所
議

定
）

「
殿
暦
」
永
久
元
年
六
月
七
日
条
、
同
八

日
条

５０

永
久
三
年

（
一
一
一
五
）

山
口
・
早
川
庄
牧
を
め
ぐ
る
譲
与
・
処

分
の
法
理
に
つ
い
て
勘
申

「
平
安
遺
文
」
二
一
七
七
号

５１

永
久
五
年

（
一
一
一
七
）

明
法

大
神
宮
三
十
日
穢
に
つ
い
て
勘
申

院
御
所
議
定

「
殿
暦
」
永
久
五
年
九
月
一
二
日
条

５２

元
永
元
年

（
一
一
一
八
）

明
法

中
宮
方
の
五
体
不
具
穢
に
つ
い
て
勘
申

「
殿
暦
」
元
永
元
年
五
月
二
八
日
条
、
同

二
九
日
条

５３

保
安
三
年

（
一
一
二
二
）

山
口
・
早
川
庄
を
め
ぐ
る
大
江
仲
子
と

有
経
の
相
論
に
つ
い
て
理
非
を
勘
申

「
平
安
遺
文
」
二
一
七
七
号

５４

保
安
四
年

（
一
一
二
三
）

明
法
博
士

兼
左
衛
門
志

中
原
朝
臣

明
兼
、

明
法
博
士

但
馬
介
三
善

朝
臣
信
貞

玉
瀧
杣
内
の
三
ケ
村
を
め
ぐ
る
東
大
寺

と
越
前
守
平
朝
臣
忠
盛
の
相
論
に
つ
い

て
理
非
を
勘
申

「
平
安
遺
文
」
一
九
九
八
号
、
同
四
一
一

四
号

資
料
２

鳥
羽
院
政
期
の
明
法
勘
文

勘
申
年
次

勘
申
者

勘

申

内

容

議
定
類
型

典

拠

１

大
治
四
年

（
一
一
二
九
）

左
衛
門
志

明
法
博
士

中
原
朝
臣

明
兼

黒
田
庄
を
め
ぐ
る
伊
賀
国
司
と
東
大
寺

と
の
相
論
に
つ
い
て
理
非
を
勘
申

「
平
安
遺
文
」
二
一
四
七
号
、
内
閣
文
庫

所
蔵
伊
賀
国
古
文
書
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２

天
承
元
年

（
一
一
三
一
）

法
家

弥
勒
寺
訴
訟
と
の
関
連
で
嶋
領
住
人
が

犯
し
た
本
宮
使
の
陵
礫
・
殺
害
や
官
使

へ
の
対
捍
・
殺
害
等
に
つ
い
て
罪
名
勘

申

陣
定

「
長
秋
記
」
天
承
元
年
八
月
一
九
日
条

３

天
承
元
年

（
一
一
三
一
）

明
法

参
議
雅
兼
と
従
三
位
基
隆
の
着
所
の
上

下
に
つ
い
て
叙
位
次
第
に
よ
る
べ
し
と

勘
申

陣
定

「
長
秋
記
」
天
承
元
年
八
月
一
九
日
条

４

長
承
元
年

（
一
一
三
二
）

土
御
門
地
を
め
ぐ
る
権
天
文
博
士
安
倍

兼
時
と
右
京
亮
安
倍
泰
親
と
の
相
論
に

つ
い
て
理
非
を
勘
申

陣
定

「
中
右
記
」
長
承
元
年
五
月
一
五
日
条
、

「
長
秋
記
」
長
承
元
年
五
月
一
五
日
条

５

長
承
元
年

（
一
一
三
二
）

伊
勢
所
領
を
め
ぐ
る
亀
卜
得
業
生
兼
長

と
進
士
盛
範
と
の
相
論
に
つ
い
て
理
非

を
勘
進

陣
定

「
中
右
記
」
長
承
元
年
五
月
一
五
日
条
、

「
長
秋
記
」
長
承
元
年
五
月
一
五
日
条

６

長
承
二
年

（
一
一
三
三
）

大
判
事
兼

明
法
博
士

中
原
朝
臣

明
兼

河
内
漆
園
を
め
ぐ
る
壬
生
氏
と
成
忠
と

の
相
論
に
つ
い
て
理
非
を
勘
申

「
平
安
遺
文
」
二
二
八
一
号

７

保
延
元
年

（
一
一
三
五
）

五
ケ
所
を
め
ぐ
る
参
河
国
司
と
太
神
宮

司
と
の
相
論
に
つ
い
て
理
非
を
勘
申

陣
定

「
中
右
記
」
保
延
元
年
五
月
二
三
日
条

８

保
延
二
年

（
一
一
三
六
）

大
判
事
兼

明
法
博
士

中
原
朝
臣

明
兼
、

明
法
博
士

小
野
有
隣

上
分
米
利
法
に
関
す
る
日
吉
社
神
人
と

上
下
諸
人
と
の
相
論
に
つ
い
て
理
非
を

勘
申

「
平
安
遺
文
」
二
三
五
〇
号

９

保
延
二
年

（
一
一
三
六
）

薗
城
寺
常
善
院
の
沙
汰
を
め
ぐ
り
親
子

関
係
に
つ
い
て
勘
申

陣
定

「
中
右
記
」
保
延
二
年
一
一
月
二
日
条
、

「
台
記
」
保
延
二
年
一
一
月
二
日
条

１０

久
安
二
年

（
一
一
四
六
）

宗
能
卿
子
僧
と
禅
智
と
の
相
論
に
つ
い

て
理
非
を
勘
申

陣
定

「
台
記
」
久
安
二
年
一
二
月
一
九
日
条
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１１

仁
平
二
年

（
一
一
五
二
）

基
通
入
道
等
と
政
頼
等
と
の
所
領
相
論

に
つ
い
て
理
非
を
勘
申

「
平
安
遺
文
」
二
七
五
七
号
、「
春
日
神

社
文
書
」
一
、
二
六
八
号

１２

仁
平
三
年

（
一
一
五
三
）

左
府
御
使
等
の
濫
行
に
つ
い
て
罪
名
勘

申

陣
定

「
中
右
記
」
仁
平
三
年
七
月
二
五
日
条

１３

保
元
元
年

（
一
一
五
六
）

保
元
の
乱
に
お
い
て
藤
原
頼
長
方
に
加

担
し
た
右
近
衛
大
将
藤
原
兼
長
等
に
つ

い
て
罪
名
勘
申

「
平
安
遺
文
」
二
八
四
八
号
、「
大
日
本

古
文
書
」家
わ
け
四
ノ
一（
石
清
水
文
書
）

一
九
号

資
料
３

後
白
河
院
政
期
の
明
法
勘
文

勘
申
年
次

勘
申
者

勘

申

内

容

議
定
類
型

典

拠

１

保
元
三
年

（
一
一
五
八
）

備
中
国
所
領
を
め
ぐ
る
按
察
使
と
舎
弟

季
通
朝
臣
と
の
相
論
に
つ
い
て
理
非
を

勘
申

陣
定

「
兵
範
記
」
保
元
三
年
一
一
月
二
六
日
条

２

永
暦
二
年

（
一
一
六
一
）

明
法
博
士

坂
上
貞
□

五
段
余
の
田
地
を
め
ぐ
る
安
楽
寿
院
侍

友
国
と
九
条
殿
御
所
侍
友
兼
と
の
相
論

に
つ
い
て
理
非
を
勘
申

「
平
安
遺
文
」
三
一
六
一
号
、
同
三
一
六

二
号

３

長
寛
元
年

（
一
一
六
三
）

大
判
事
兼

明
法
博
士

中
原
朝
臣

業
倫

八
代
荘
を
め
ぐ
る
甲
斐
守
藤
原
朝
臣
忠

重
・
目
代
中
原
清
弘
・
在
庁
官
人
三
枝

守
政
等
と
熊
野
所
司
等
と
の
相
論
に
と

も
な
う
暴
力
行
為
に
つ
い
て
罪
名
勘
申

陣
定

「
群
書
類
従
」
巻
四
六
三

４

長
寛
元
年

（
一
一
六
三
）

明
法
博
士

高
殿
庄
田
畠
三
町
を
め
ぐ
る
西
金
堂
衆

と
中
川
庄
家
と
の
相
論
に
つ
い
て
理
非

を
勘
申

（
殿
下
議
定
）

「
平
安
遺
文
」
四
二
三
九
号
、「
東
大
寺

文
書
」
四
ノ
三
九

５

永
万
二
年

（
一
一
六
六
）

法
家

相
続
田
地
を
め
ぐ
る
僧
湛
慶
等
と
道
包

入
道
と
の
相
論
に
つ
い
て
理
非
を
勘
申

（
長
者
法
務
御

房
政
所
裁
定
）

「
平
安
遺
文
」
補
一
〇
七
号
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６

仁
安
二
年

（
一
一
六
七
）

法
家

興
福
寺
前
別
当
恵
信
・
僧
正
房
僧
亮
君

玄
明
・
肥
前
君
雄
勝
等
が
興
福
寺
中
に

打
ち
入
り
放
火
・
殺
害
を
行
な
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
罪
名
勘
申

陣
定

「
兵
範
記
」
仁
安
二
年
五
月
一
三
日
条

７

承
安
二
年

（
一
一
七
二
）

伊
勢
大
神
宮
炎
上
の
際
に
お
け
る
祢
宜

等
の
不
参
に
つ
い
て
罪
名
勘
申

「
百
練
抄
」
承
安
二
年
四
月
一
〇
日
条
、

「
玉
葉
」
承
安
二
年
四
月
一
〇
日
条

８

承
安
四
年

（
一
一
七
四
）

越
前
国
泉
北
御
厨
を
め
ぐ
る
泰
通
朝
臣

と
外
宮
祢
宜
彦
章
と
の
相
論
に
つ
い
て

理
非
を
勘
申

陣
定

「
百
練
抄
」
承
安
四
年
四
月
三
〇
日
条
、

「
禺
昧
記
」
承
安
四
年
四
月
三
〇
日
条

９

治
承
元
年

（
一
一
七
七
）

前
座
主
明
雲
の
謀
反
に
つ
い
て
罪
名
勘

申

「
玉
葉
」
治
承
元
年
五
月
二
〇
日
条
、
同

二
一
日
条
、「
百
練
抄
」
治
承
元
年
五
月

二
〇
日
条

１０

治
承
二
年

（
一
一
七
八
）

明
法
博
士

中
原
章
貞

院
北
面
下
臈
が
白
専
女
を
競
射
し
た
行

為
に
つ
い
て
罪
名
勘
申

陣
定

「
山
槐
記
」
治
承
二
年
閏
六
月
五
日
条
、

「
百
練
抄
」
治
承
二
年
閏
六
月
五
日
条



70


