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　中
世
後
期
に
お
い
て
宇
佐
宮
と
大
内
氏
は
、
相
互
利
益
と
相
互
補
完
と
い
う
蜜
月
の
関
係
を
築
い

て
き
た
。
そ
れ
は
、
大
内
義
弘
が
豊
前
支
配
に
乗
り
出
し
た
応
永
期
か
ら
大
友
氏
に
豊
前
支
配
を
許

す
天
文
期
ま
で
の
約
百
数
十
年
間
と
長
き
に
渡
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
応
仁
の
乱
前
後
に
区
切

り
を
つ
け
て
、
そ
の
動
向
を
追
っ
た
が
、
応
仁
の
乱
以
前
で
は
宇
佐
宮
は
そ
れ
ま
で
怠
っ
て
い
た
造

営
と
祭
礼
執
行
を
果
た
す
と
い
う
課
題
を
負
っ
て
お
り
、
大
内
氏
の
登
場
に
よ
り
そ
れ
ら
は
解
消
す

る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
大
内
氏
は
豊
前
支
配
に
対
し
て
宇
佐
宮
の
荘
園
体
制
に
依
拠
し
た
掌
握
を
進

め
て
い
た
。
こ
の
段
階
で
は
、
お
互
い
に
為
す
べ
き
目
標
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題

も
無
く
、
相
互
に
成
熟
期
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
熟
期
を
過
ぎ
る
応
仁
の

乱
以
後
で
は
、
惰
性
的
な
関
係
が
継
続
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
大
内
氏
は
そ
れ
ま
で
の
保
護
政

策
を
継
承
し
つ
つ
も
、
宇
佐
宮
に
対
し
て
課
役
し
て
い
く
と
い
う
動
き
を
見
せ
始
め
る
。
し
か
し
、

宇
佐
宮
は
こ
れ
ま
で
の
関
係
を
継
続
す
べ
き
が
如
く
、「
愁
訴
」「
先
例
」「
社
例
」
を
用
い
る
こ
と

で
既
得
権
益
を
維
持
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
応
仁
の
乱
前
の
宇
佐
宮

は
、
造
営
や
祭
礼
復
興
、
そ
し
て
神
威
向
上
な
ど
積
極
的
な
「
主
体
性
」
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
た
時
に
は
次
第
に
「
主
体
性
」
を
欠
く
慢
性
的
な
も
の
と
な
っ
た

部
分
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
内
氏
も
、目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
を
遂
げ
る
乱
世
に
お
い
て
、

そ
う
い
っ
た
停
滞
し
た
関
係
か
ら
の
脱
却
を
望
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
宇
佐
宮

の
荘
園
体
制
に
立
脚
す
る
支
配
体
制
を
取
り
込
ん
で
い
る
状
況
で
は
儘
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
こ
う
し
た
矛
盾
か
ら
も
、
次
第
に
相
互
の
信
頼
関
係
を
希
薄
に
し
て
い
く
様
子
が
見
え
隠
れ

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
先
例
及
び
社
例
を
重
ん
じ
造
営
や
祭
祀
を
執
り
行
う
神
社
に
と
っ

て
、
そ
れ
ら
が
緩
怠
す
る
こ
と
は
ゆ
ゆ
し
き
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
そ
の
維
持
の
た
め

に
権
力
者
と
の
関
係
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
関
係
と
は
非
常
に
流
動
的
な
も
の

で
あ
り
、
中
世
後
期
の
社
会
情
勢
で
は
、
常
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

は
じ
め
に

❶
大
内
時
代
の
宇
佐
宮
の
状
況
―
応
仁
の
乱
以
前
―

❷
大
内
時
代
の
宇
佐
宮
の
状
況
―
応
仁
の
乱
以
後
―

お
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は
じ
め
に

　近
年
、
中
世
後
期
に
お
け
る
一
宮
を
対
象
と
し
た
研
究
が
多
く
な
さ
れ
て
き
て
い

る
。
そ
こ
に
は
、
大
名
と
一
宮
の
関
係
が
如
何
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
、
そ
し
て
在

地
社
会
の
中
心
で
あ
っ
た
一
宮
を
大
名
が
領
国
経
営
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
て
い
る
か
、
様
々
な
視
点
か
ら
論
究
さ
れ
て
い
る

（
（
（

。
併
せ
て
近
年
の
守
護
領
国
制

の
研
究
に
お
い
て
も
、
中
世
後
期
の
支
配
秩
序
が
「
幕
府
・
守
護
」
の
枠
組
み
で
は

な
く
、
そ
の
地
域
に
根
付
く
国
人
を
代
表
と
す
る
在
地
勢
力
を
加
え
た
体
制
に
よ
っ

て
守
護
領
国
制
が
成
り
得
て
い
た
と
さ
れ
て
き
て
い
る

（
（
（

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
大

名
の
領
国
経
営
に
お
い
て
、
国
人
層
な
ど
在
地
勢
力
を
い
か
に
掌
握
し
て
い
く
か
は

大
き
な
要
点
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し

（
（
（

、
一
宮
の
研
究
が
、
地
域
論
を
交
え
て
く
る
こ

と
は
自
然
の
流
れ
で
あ
る

（
（
（

。
実
際
に
、
一
宮
と
国
人
層
が
結
び
つ
い
て
、
大
名
の
侵

攻
に
対
し
て
抵
抗
す
る
国
も
あ
っ
た
ほ
ど
、
一
宮
と
在
地
勢
力
と
の
結
び
つ
き
は
強

い
も
の
で
あ
り
、
一
宮
自
身
も
荘
園
を
基
盤
と
し
た
在
地
勢
力
の
側
面
を
有
し
て
い

た
こ
と
を
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う

（
（
（

。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
国
人
層

を
含
め
た
諸
層
の
精
神
的
支
柱
で
あ
っ
た
一
宮
を
自
ら
の
手
中
に
す
る
か
は
大
名
に

と
っ
て
必
要
不
可
欠
の
事
項
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
ま
で
の
先
行

研
究
に
お
け
る
論
の
根
底
に
は
、
大
名
が
在
地
支
配
を
円
滑
に
成
し
得
て
い
く
た
め

に
一
宮
を
ど
の
よ
う
に
掌
握
し
て
い
っ
た
か
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　応
仁
の
乱
以
後
、
地
方
ま
で
飛
び
火
し
た
戦
乱
の
な
か
で
、
一
宮
の
み
な
ら
ず
多

く
の
神
社
で
は
祭
礼
が
滞
り
、
ま
た
神
領
の
押
領
な
ど
に
よ
り
経
営
困
難
に
陥
っ
て

い
た
。
そ
の
中
で
、い
か
に
神
社
を
維
持
し
、神
社
の
本
質
で
あ
る
祭
礼
を
執
り
行
っ

て
い
く
か
が
神
社
に
と
っ
て
は
大
き
な
命
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
神
社
は
大
名
や

国
人
な
ど
の
権
力
者
と
の
関
係
を
常
に
持
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

い
う
意
味
で
は
、一
宮
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
求
め
る
大
名
な
ど
の
権
力
者
に
と
っ
て
、

経
済
的
援
助
を
中
心
と
し
た
一
宮
へ
の
関
与
及
び
介
入
は
し
や
す
い
も
の
で
あ
り
、

一
宮
か
ら
し
て
も
、
あ
る
程
度
の
不
自
由
さ
は
あ
っ
て
も
相
互
利
益
と
し
て
そ
れ
を

受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
最
近
で
は
、
経
済
的
な
視
点
で
の
論

の
み
な
ら
ず
、
大
名
の
祭
礼
な
ど
へ
の
関
与
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ

て
き
て
い
る
が
、
や
は
り
い
ず
れ
に
せ
よ
大
名
支
配
か
ら
見
た
構
図
か
ら
脱
却
す
る

に
は
至
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る

（
（
（

。
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
大
名
か
ら
見
た
一
宮

と
い
う
構
図
の
み
な
ら
ず
、
一
宮
の
視
点
か
ら
大
名
を
捉
え
る
と
い
う
相
互
理
解
を

深
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　さ
て
戦
国
期
に
お
け
る
大
名
の
一
宮
へ
の
介
入
は
、
社
家
が
大
名
に
被
官
す
る
と

い
う
大
名
の
支
配
組
織
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
に
、
大
名
の
栄
枯

盛
衰
が
、
一
宮
に
お
け
る
栄
枯
盛
衰
に
繋
が
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
例
え

ば
、
駿
河
国
一
宮
浅
間
社
で
は
、
守
護
今
川
氏
に
被
官
し
て
い
た
大
宮
司
富
士
氏
が

武
田
氏
の
駿
河
侵
攻
に
よ
り
敗
走
し
た
た
め
に
、
武
田
氏
に
よ
っ
て
社
人
の
再
編
成

が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た

（
（
（

。
ま
た
越
前
国
一
宮
気
比
宮
で
は
、
織
田
氏
に
よ
る
朝

倉
氏
の
滅
亡
後
、
社
人
が
朝
倉
方
に
被
官
し
て
い
た
た
め
に
社
領
の
没
収
を
受
け
て

い
る

（
（
（

。
こ
の
よ
う
に
一
宮
と
権
力
者
と
の
関
係
が
密
接
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
一
宮
の

衰
退
を
も
た
ら
す
結
果
も
生
じ
て
い
た
。

　こ
の
よ
う
な
不
安
定
な
状
況
の
な
か
で
一
宮
が
、
た
だ
受
け
身
の
姿
勢
で
大
名
の

動
向
に
左
右
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
に
追
従
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
拙

論
に
お
い
て
、
筑
後
国
一
宮
で
あ
る
高
良
社
と
筑
前
国
太
宰
府
天
満
宮
の
戦
国
期
に

お
け
る
動
向
を
論
じ
る
中
で
、
内
部
の
分
裂
、
権
力
者
に
よ
る
破
却
な
ど
社
内
の
弱

体
化
を
経
験
す
る
こ
と
で
、
周
囲
か
ら
影
響
を
受
け
る
存
在
か
ら
「
主
体
性
」
を
示

す
存
在
へ
と
脱
却
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
き
た

（
（
（

。
こ
の

よ
う
な
動
き
が
、
決
し
て
普
遍
性
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
断
っ
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
中
世
か
ら
近
世
の
過
渡
期
で
あ
る
戦
国
期
は
、
社
会
の
転
換
期

の
み
な
ら
ず
神
社
に
と
っ
て
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
時
代
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
今
回
は
、
豊
前
国
一
宮
で
あ
る
宇
佐
宮
の
中
世
後
期
に
お
け
る
動
向
を
大
内
氏
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と
の
関
係
を
追
い
な
が
ら
、
宇
佐
宮
で
は
高
良
社
や
太
宰
府
天
満
宮
の
よ
う
に
「
主

体
性
」
を
持
ち
得
て
い
た
の
か
を
論
じ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
こ
の
大
内
期
に
お

け
る
宇
佐
宮
の
動
向
か
ら
「
主
体
性
」
を
導
き
出
せ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
大
内
氏

滅
亡
後
に
お
け
る
豊
前
支
配
を
行
う
大
友
氏
と
宇
佐
宮
と
の
関
係
も
自
ず
と
見
え
て

く
る
は
ず
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
こ
か
ら
宇
佐
宮
が
戦
国
期
に
三
度
も
大
友
宗
麟
に

よ
っ
て
破
却
を
受
け
る
と
い
う
稀
有
な
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
得

ら
れ
る
と
思
わ
れ
る

（
（（
（

。
こ
の
宇
佐
宮
の
大
友
氏
に
よ
る
破
却
に
つ
い
て
は
、
以
前
拙

論
で
も
一
度
触
れ
て
い
る
論
点
で
は
あ
る
が

（
（（
（

、
そ
の
時
に
は
大
内
氏
と
宇
佐
宮
と
の

関
係
に
あ
ま
り
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
猛
省
を
踏
ま
え
考
察
を
し
て

い
き
た
い
と
思
う
。

❶
大
内
時
代
の
宇
佐
宮
の
状
況
―
応
仁
の
乱
以
前
―

　ま
ず
本
題
に
入
る
前
に
、
中
世
前
期
に
お
け
る
宇
佐
宮
の
状
況
を
概
観
し
て
お
こ

う
。
宇
佐
宮
の
祭
神
は
応
神
天
皇
、
神
功
皇
后
及
び
比
売
大
神
の
三
柱
で
あ
る
。
養

老
年
間
（
七
一
七
～
七
二
四
）
に
お
け
る
隼
人
征
討
に
よ
り
朝
廷
と
の
関
係
を
深
め

て
い
き
、
そ
れ
以
降
も
道
鏡
事
件
に
お
け
る
神
託
な
ど
中
央
と
の
関
わ
り
を
強
め
て

い
た

（
（（
（

。
ま
た
神
仏
習
合
が
他
の
地
域
よ
り
も
早
期
に
進
ん
で
お
り
、
八
世
紀
末
に

は
、
八
幡
大
菩
薩
と
菩
薩
号
を
授
か
っ
て
い
る

（
（（
（

。
平
安
末
期
に
は
、
武
士
に
よ
る
八

幡
信
仰
が
盛
ん
に
な
り
、
武
神
と
し
て
の
性
格
が
強
く
な
っ
て
い
き
、
全
国
的
な
信

仰
の
展
開
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
勢
力
は
信
仰
に
留
ま
ら
ず
、
多
く
の
荘
園
を
所
有
す

る
な
ど
経
済
的
基
盤
を
得
る
に
至
っ
た

（
（（
（

。
井
上
聡
氏
は
、
中
世
に
お
け
る
宇
佐
宮
社

領
の
支
配
体
制
に
関
し
て
、
宇
佐
宮
が
自
立
的
な
支
配
体
制
の
確
立
を
目
指
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
衙
な
ど
の
権
力
層
を
排
除
し
、
大
宮
司
に
諸

権
限
を
収
斂
さ
せ
、
神
官
の
私
領
を
社
内
に
お
け
る
職
掌
に
よ
っ
て
免
田
と
し
て
給

す
る
こ
と
で
、
大
宮
司
と
神
官
の
関
係
を
、
そ
れ
ま
で
の
神
事
を
中
心
と
し
た
序
列

か
ら
土
地
を
基
盤
と
し
た
主
従
関
係
に
再
編
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た

（
（（
（

。
し
か
し
鎌
倉

以
降
、
地
頭
に
よ
る
荘
園
の
押
領
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
、
宇
佐
宮
の
経
済
崩
壊
が

起
こ
り
、
造
営
や
祭
礼
が
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
に
陥
っ
た
。
ま
た
、
宇
佐
宮
の
社
家

等
も
自
領
保
護
の
た
め
に
武
士
化
を
進
め
て
い
く
よ
う
に
な
り
、
神
事
な
ど
本
来
の

奉
仕
が
疎
か
に
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
南
北
朝
期
ま
で
は
、
幕
府
や
国
衙

の
援
助
に
よ
り
辛
う
じ
て
、
造
営
や
祭
礼
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

　中
世
に
お
け
る
宇
佐
宮
の
神
職
制
度
に
関
し
て
は
、
中
野
幡
能
氏
が
詳
細
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
が
、
大
き
く
は
宇
佐
氏
・
安
心
院
氏
ら
大
宮
司
家
、
下
宮
社
司
番
長

職
の
永
弘
氏
を
中
心
に
組
織
さ
れ
て
い
た
。
南
北
朝
期
に
至
る
と
、
宇
佐
氏
は
北
朝

方
に
宮
成
氏
、
南
朝
方
に
到
津
氏
と
分
裂
す
る
。
南
北
朝
期
を
契
機
に
社
家
が
分
裂

す
る
例
と
し
て
最
た
る
も
の
が
、
出
雲
国
一
宮
で
あ
る
杵
築
社
で
あ
ろ
う
。
杵
築
社

は
、
国
造
家
に
よ
っ
て
国
造
上
官
制
が
敷
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
支
配
権
力
が

確
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
国
造
家
が
千
家
・
北
島
両
国
造
に
分
裂
す
る
こ
と
を
機

に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
社
人
を
組
織
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
、
長

期
間
に
渡
る
両
国
造
の
相
論
を
生
ず
る
に
至
っ
た
。
戦
国
期
に
入
る
と
、
こ
の
両
国

造
の
相
論
に
対
し
て
尼
子
氏
が
介
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
杵
築
社
全
体

が
大
名
権
力
へ
の
依
存
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た

（
（（
（

。
そ
の
点
、
宇
佐
宮
で
は
宇

佐
氏
が
分
裂
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
宇
佐
宮
の
社
家
も
分
裂
す
る
と
い
う
こ
と
は
な

か
っ
た

（
（（
（

。
む
し
ろ
何
か
有
事
が
起
き
た
際
に
は
、
神
官
や
社
僧
は
僉
議
（
相
談
）
を

し
た
上
で
連
署
を
以
っ
て
事
に
あ
た
る
場
合
も
あ
り
、
個
々
の
動
き
よ
り
も
ま
と
ま

り
の
あ
る
動
き
を
し
て
い
く
こ
と
に
は
注
目
で
き
る

（
（（
（

。

　さ
て
南
北
朝
期
に
入
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
幕
府
や
国
衙
に
よ
る
経
済
的
援
助
に
も

翳
り
が
見
え
始
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
に
宇
佐
宮
と
強
く
関
係
を

持
と
う
と
し
た
の
が
、
豊
前
国
の
支
配
に
乗
り
出
し
て
い
た
大
内
氏
で
あ
っ
た
。
村

上
豊
喜
氏
は
、
大
内
氏
は
宇
佐
宮
を
掌
握
す
る
た
め
に
、
大
宮
司
職
の
補
任
に
大
き

く
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
宮
司
が
神
官
社
僧
な

ど
に
対
し
て
職
掌
に
よ
っ
て
名
を
安
堵
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
の
宇
佐
宮
に
お
い
て
、
大
宮
司
と
神
官
社
僧
ら
は
、
土
地
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と
の
関
係
を
追
い
な
が
ら
、
宇
佐
宮
で
は
高
良
社
や
太
宰
府
天
満
宮
の
よ
う
に
「
主

体
性
」
を
持
ち
得
て
い
た
の
か
を
論
じ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
こ
の
大
内
期
に
お

け
る
宇
佐
宮
の
動
向
か
ら
「
主
体
性
」
を
導
き
出
せ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
大
内
氏

滅
亡
後
に
お
け
る
豊
前
支
配
を
行
う
大
友
氏
と
宇
佐
宮
と
の
関
係
も
自
ず
と
見
え
て

く
る
は
ず
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
こ
か
ら
宇
佐
宮
が
戦
国
期
に
三
度
も
大
友
宗
麟
に

よ
っ
て
破
却
を
受
け
る
と
い
う
稀
有
な
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
得

ら
れ
る
と
思
わ
れ
る

（
（（
（

。
こ
の
宇
佐
宮
の
大
友
氏
に
よ
る
破
却
に
つ
い
て
は
、
以
前
拙

論
で
も
一
度
触
れ
て
い
る
論
点
で
は
あ
る
が

（
（（
（

、
そ
の
時
に
は
大
内
氏
と
宇
佐
宮
と
の

関
係
に
あ
ま
り
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
猛
省
を
踏
ま
え
考
察
を
し
て

い
き
た
い
と
思
う
。

❶
大
内
時
代
の
宇
佐
宮
の
状
況
―
応
仁
の
乱
以
前
―

　ま
ず
本
題
に
入
る
前
に
、
中
世
前
期
に
お
け
る
宇
佐
宮
の
状
況
を
概
観
し
て
お
こ

う
。
宇
佐
宮
の
祭
神
は
応
神
天
皇
、
神
功
皇
后
及
び
比
売
大
神
の
三
柱
で
あ
る
。
養

老
年
間
（
七
一
七
～
七
二
四
）
に
お
け
る
隼
人
征
討
に
よ
り
朝
廷
と
の
関
係
を
深
め

て
い
き
、
そ
れ
以
降
も
道
鏡
事
件
に
お
け
る
神
託
な
ど
中
央
と
の
関
わ
り
を
強
め
て

い
た

（
（（
（

。
ま
た
神
仏
習
合
が
他
の
地
域
よ
り
も
早
期
に
進
ん
で
お
り
、
八
世
紀
末
に

は
、
八
幡
大
菩
薩
と
菩
薩
号
を
授
か
っ
て
い
る

（
（（
（

。
平
安
末
期
に
は
、
武
士
に
よ
る
八

幡
信
仰
が
盛
ん
に
な
り
、
武
神
と
し
て
の
性
格
が
強
く
な
っ
て
い
き
、
全
国
的
な
信

仰
の
展
開
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
勢
力
は
信
仰
に
留
ま
ら
ず
、
多
く
の
荘
園
を
所
有
す

る
な
ど
経
済
的
基
盤
を
得
る
に
至
っ
た

（
（（
（

。
井
上
聡
氏
は
、
中
世
に
お
け
る
宇
佐
宮
社

領
の
支
配
体
制
に
関
し
て
、
宇
佐
宮
が
自
立
的
な
支
配
体
制
の
確
立
を
目
指
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
衙
な
ど
の
権
力
層
を
排
除
し
、
大
宮
司
に
諸

権
限
を
収
斂
さ
せ
、
神
官
の
私
領
を
社
内
に
お
け
る
職
掌
に
よ
っ
て
免
田
と
し
て
給

す
る
こ
と
で
、
大
宮
司
と
神
官
の
関
係
を
、
そ
れ
ま
で
の
神
事
を
中
心
と
し
た
序
列

か
ら
土
地
を
基
盤
と
し
た
主
従
関
係
に
再
編
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た

（
（（
（

。
し
か
し
鎌
倉

以
降
、
地
頭
に
よ
る
荘
園
の
押
領
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
、
宇
佐
宮
の
経
済
崩
壊
が

起
こ
り
、
造
営
や
祭
礼
が
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
に
陥
っ
た
。
ま
た
、
宇
佐
宮
の
社
家

等
も
自
領
保
護
の
た
め
に
武
士
化
を
進
め
て
い
く
よ
う
に
な
り
、
神
事
な
ど
本
来
の

奉
仕
が
疎
か
に
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
南
北
朝
期
ま
で
は
、
幕
府
や
国
衙

の
援
助
に
よ
り
辛
う
じ
て
、
造
営
や
祭
礼
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

　中
世
に
お
け
る
宇
佐
宮
の
神
職
制
度
に
関
し
て
は
、
中
野
幡
能
氏
が
詳
細
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
が
、
大
き
く
は
宇
佐
氏
・
安
心
院
氏
ら
大
宮
司
家
、
下
宮
社
司
番
長

職
の
永
弘
氏
を
中
心
に
組
織
さ
れ
て
い
た
。
南
北
朝
期
に
至
る
と
、
宇
佐
氏
は
北
朝

方
に
宮
成
氏
、
南
朝
方
に
到
津
氏
と
分
裂
す
る
。
南
北
朝
期
を
契
機
に
社
家
が
分
裂

す
る
例
と
し
て
最
た
る
も
の
が
、
出
雲
国
一
宮
で
あ
る
杵
築
社
で
あ
ろ
う
。
杵
築
社

は
、
国
造
家
に
よ
っ
て
国
造
上
官
制
が
敷
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
支
配
権
力
が

確
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
国
造
家
が
千
家
・
北
島
両
国
造
に
分
裂
す
る
こ
と
を
機

に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
社
人
を
組
織
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
、
長

期
間
に
渡
る
両
国
造
の
相
論
を
生
ず
る
に
至
っ
た
。
戦
国
期
に
入
る
と
、
こ
の
両
国

造
の
相
論
に
対
し
て
尼
子
氏
が
介
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
杵
築
社
全
体

が
大
名
権
力
へ
の
依
存
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た

（
（（
（

。
そ
の
点
、
宇
佐
宮
で
は
宇

佐
氏
が
分
裂
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
宇
佐
宮
の
社
家
も
分
裂
す
る
と
い
う
こ
と
は
な

か
っ
た

（
（（
（

。
む
し
ろ
何
か
有
事
が
起
き
た
際
に
は
、
神
官
や
社
僧
は
僉
議
（
相
談
）
を

し
た
上
で
連
署
を
以
っ
て
事
に
あ
た
る
場
合
も
あ
り
、
個
々
の
動
き
よ
り
も
ま
と
ま

り
の
あ
る
動
き
を
し
て
い
く
こ
と
に
は
注
目
で
き
る

（
（（
（

。

　さ
て
南
北
朝
期
に
入
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
幕
府
や
国
衙
に
よ
る
経
済
的
援
助
に
も

翳
り
が
見
え
始
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
に
宇
佐
宮
と
強
く
関
係
を

持
と
う
と
し
た
の
が
、
豊
前
国
の
支
配
に
乗
り
出
し
て
い
た
大
内
氏
で
あ
っ
た
。
村

上
豊
喜
氏
は
、
大
内
氏
は
宇
佐
宮
を
掌
握
す
る
た
め
に
、
大
宮
司
職
の
補
任
に
大
き

く
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
宮
司
が
神
官
社
僧
な

ど
に
対
し
て
職
掌
に
よ
っ
て
名
を
安
堵
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
の
宇
佐
宮
に
お
い
て
、
大
宮
司
と
神
官
社
僧
ら
は
、
土
地
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を
媒
体
と
し
た
知
行
関
係
を
構
築
し
て
お
り
、
ゆ
え
に
大
宮
司
の
み
を
掌
握
す
る
こ

と
で
宇
佐
宮
を
あ
る
程
度
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う

（
（（
（

。
そ
し
て
、
宇

佐
宮
の
荘
園
体
制
に
依
拠
し
た
支
配
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ

た
が
ゆ
え
に
、
基
本
的
に
大
内
氏
は
宇
佐
宮
に
対
し
て
、
保
護
政
策
と
い
う
姿
勢
を

取
っ
て
お
り
、
祭
礼
の
復
興
や
造
営
事
業
な
ど
を
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、
大
名
権
力
が
一
宮
を
領
国
支
配
の
一
端
と

し
て
保
護
を
し
て
い
く
の
と
は
異
な
り
、
大
内
氏
に
と
っ
て
の
宇
佐
宮
は
、
豊
前
支

配
に
お
け
る
下
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
理
解
を
求
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
、
根
底
に
あ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
宇
佐
宮
の
掌
握
は
一
宮
と
し
て
の
存
在
を

豊
前
国
支
配
に
転
用
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　村
上
氏
は
、
大
内
氏
が
大
宮
司
補
任
の
推
挙
権
を
得
て
い
く
の
が
、
応
永
四
年

（
一
三
九
七
）
以
降
と
し
て
い
る
が
、
同
年
に
大
内
義
弘
が
大
宮
司
に
対
し
て
「
當

社
造
營
事
、
社
官
談
合
候
て
、
秀

（
委
カ
（可

承
候
、
依
時
宜
可
相
計
候
、
於
是
非
不
可
有

等
閑
候
也
」
と
社
殿
造
営
を
疎
か
に
し
な
い
よ
う
書
状
を
送
っ
て
い
る

（
（（
（

。
こ
の
こ
と

か
ら
も
、
応
永
四
年
以
降
が
大
内
氏
に
よ
る
本
格
的
な
宇
佐
宮
へ
の
掌
握
の
始
ま
り

と
し
て
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
応
永
二
十
二
年
（
一
四
一
五
）
に

は
大
内
盛
見
に
よ
り
、
大
内
氏
の
宇
佐
宮
に
対
す
る
基
本
的
ス
タ
ン
ス
を
示
す
宇
佐

宮
掟
書
が
出
さ
れ
、
大
宮
司
家
で
あ
る
安
心
院
正
和
は
こ
れ
に
対
し
て
請
文
を
出
し

て
い
る

（
（（
（

。
そ
の
内
容
は
、「
一
當
社
御
祭
礼
并
修
理
（
造
）
等
事
、
不
可
有
緩
怠
儀

之
矣
」・「
一
雖
為
社
訴
不
請
御
吹
挙
者
、
一
切
不
可
致
訴
訟
（
後
略
）」「
一
於
社
例

者
、
雖
執
申
、
至
非
儀
者
、
以
神
威
申
之
輩
雖
在
之
、
更
不
可
令
許
容
之
矣
」
の
三
ヵ

条
か
ら
成
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
三
番
目
の
「
於
社
例
者
、
雖
執
申
」
と

い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
内
氏
が
宇
佐
宮
の
社
例
を
尊
重
し
て
い
く
こ
と
を

示
し
て
い
る

（
（（
（

。
ま
た
応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）
に
は
五
ヵ
条
に
渡
っ
て
、
そ
し

て
応
永
三
十
年
（
一
四
二
三
）
に
は
一
四
ヵ
条
に
渡
っ
て
、
造
営
に
関
す
る
掟
書
が

大
内
氏
に
よ
り
沙
汰
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
応
永
二
十
二
年
に
お
け
る

掟
書
よ
り
、
よ
り
具
体
的
な
内
容
が
示
さ
れ
、
大
内
氏
の
宇
佐
宮
に
対
す
る
関
与
が

着
実
に
進
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る

（
（（
（

。
ま
た
神
事
な
ど
の
再
興
に
つ
い
て
も
、
応
永

二
十
二
年
の
掟
書
に
触
発
さ
れ
た
の
か
、
応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
頃
に
、
い

つ
ど
の
よ
う
な
神
事
及
び
仏
事
が
宇
佐
宮
内
で
行
わ
れ
る
か
を
記
し
た
「
宇
佐
宮
年

中
月
並
神
事
式
日
大
略
」
が
著
さ
れ
た

（
（（
（

。
応
永
二
十
六
年
は
造
営
が
着
工
さ
れ
た
年

で
も
あ
り

（
（（
（

、
こ
れ
以
降
、
造
営
に
関
す
る
神
事
を
始
め
、
多
く
の
神
事
や
仏
事
が
執

行
そ
し
て
再
興
さ
れ
る
に
至
っ
た

（
（（
（

。
南
北
朝
期
の
動
乱
に
よ
り
不
安
定
な
状
況
に

あ
っ
た
宇
佐
宮
に
と
っ
て
大
き
な
節
目
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　

　享
徳
四
年
（
一
四
五
四
）
に
は
、
大
宮
司
到
津
公
弘
に
よ
り
「
宇
佐
宮
齋
會
式
」

が
編
纂
さ
れ
る
。
こ
れ
は
宇
佐
宮
で
行
わ
れ
る
年
中
行
事
（
神
事
及
び
仏
事
）
に
関

し
て
事
細
か
に
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
神
饌
か
ら
社
職
の
配
置
な
ど
一
切
祭
礼
に
必

要
な
事
項
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
祭
礼
に
関
し
て
詳
細
な
る
神
事
記

が
編
纂
さ
れ
る
こ
と
は
、
宇
佐
宮
が
安
定
期
を
迎
え
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
と
思
わ

れ
る

（
（（
（

。
こ
れ
ま
で
記
し
て
き
た
よ
う
に
、
応
仁
の
乱
以
前
の
宇
佐
宮
は
、
大
内
氏
の

保
護
下
に
お
い
て
造
営
や
祭
礼
を
充
実
さ
せ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
大
内

氏
が
宇
佐
宮
の
造
営
と
祭
礼
を
通
し
た
豊
前
支
配
を
行
う
と
い
う
政
治
的
意
図
に
組

み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
造
営
と
祭
礼
執
行
を
望
ん
で
い
た
宇
佐
宮

と
豊
前
支
配
を
迅
速
に
行
い
た
い
大
内
氏
と
の
利
害
関
係
が
一
致
し
た
か
ら
こ
そ
、

ス
ム
ー
ズ
に
か
つ
、
応
永
年
間
後
期
に
集
中
し
て
、
造
営
及
び
祭
礼
が
執
行
さ
れ
て

い
く
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

❷
大
内
時
代
の
宇
佐
宮
の
状
況
―
応
仁
の
乱
以
後
―

　一
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
宇
佐
宮
と
大
内
氏
は
相
互
補
完
を
し
な
が
ら
良
好
な

関
係
を
維
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
村
上
氏
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
大
内
氏

の
豊
前
支
配
は
宇
佐
宮
の
荘
園
制
、
つ
ま
り
役
職
名
田
体
制
に
立
脚
し
て
い
た
た
め

に
、
宇
佐
宮
を
前
面
に
出
す
政
策
を
打
ち
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
宇
佐
宮

を
前
面
に
出
す
こ
と
が
、
ま
さ
し
く
造
営
や
祭
礼
執
行
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
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る
だ
ろ
う

（
（（
（

。
な
ぜ
な
ら
、
豊
前
国
一
宮
で
あ
る
宇
佐
宮
に
対
し
て
、
豊
前
国
内
の
在

地
領
主
た
ち
に
こ
れ
ら
造
営
や
祭
礼
に
関
わ
ら
せ
る
こ
と
で
彼
ら
の
掌
握
が
成
し
得

や
す
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
大
内
氏
は
宇
佐
宮
に
対
し
て
あ
ま
り
強
硬
な

態
度
を
取
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。む
し
ろ
保
護
政
策
と
い
う
路
線
は
、

大
内
氏
の
豊
前
支
配
に
は
必
然
的
な
流
れ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　こ
の
宇
佐
宮
と
大
内
氏
の
関
係
に
よ
り
、
宇
佐
宮
の
神
官
社
僧
ら
は
し
ば
し
ば
大

内
氏
に
対
し
て
愁
訴
を
願
い
出
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、
文
正
元
年
か
ら

文
明
八
年
（
一
四
六
六
～
一
四
七
六
）
に
か
け
て
幾
度
か
神
官
等
が
連
署
を
以
っ
て

訴
え
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
は
注
視
で
き
る
。
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
に
は
、
神

官
等
が
修
理
所
別
當
職
及
び
同
免
田
安
堵
に
関
し
て
愁
訴
を
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に

は
「
捧
明
白
之
公
験
證
文
等
致
訴
訟
也
、
然
者
任
理
運
被
成
安
堵
御
成
敗
」
と
あ

り
、
か
な
り
強
気
な
態
度
が
見
て
取
れ
る

（
（（
（

。
ま
た
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
に
は
、

少
貳
頼
忠
に
よ
る
神
領
押
領
に
対
す
る
訴
訟
の
沙
汰
に
関
し
て
「
先
祖
代
々
被
加
下

知
厳
重
神
領
并

奉
寄
地
悉
以
押
領
之
間
、
去
年
當
年
数
ヶ
度
致
訴
詔
（
訟
）
処
、
表

者
雖
被
成
裁
許
之
判
形
、
裏
者
猶
以
押
領
之
沙
汰
」
と
表
裏
が
あ
る
と
し
て
、
神
官

社
僧
等
が
連
署
を
以
っ
て
公
家
武
家
に
対
し
、
そ
の
裁
許
を
求
め
て
僉
議
を
行
っ
て

い
る
。
更
に
こ
の
連
署
で
は
、「
就
中
伊
勢
大
神
宮
二
十
一
箇
年
造
賛
（
替
）
課
役
、

雖
相
懸
本

　朝
六
十
余
州
、
於
鎮
西
無
其
沙
駄
（
汰
）
事
、
三
十
三
年
仁
當
社
為
造

賛
（
替
）
料
所
也
、
然
者
九
国
二
嶋
皆
以
當
宮
進
止
之
地
也
」
と
記
し
て
お
り
、
宇

佐
宮
の
位
置
づ
け
を
高
め
よ
う
と
す
る
思
惑
も
見
て
取
れ
る

（
（（
（

。
そ
の
他
に
も
、
文
明

七
年
（
一
四
七
五
）
の
宇
佐
宮
法
鏡
寺
の
修
造
及
び
神
寺
役
勤
仕
に
関
す
る
神
官
等

の
連
署
や
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
の
若
宮
諸
司
が
買
取
り
し
た
下
女
に
関
し
て

一
五
六
人
に
及
ぶ
惣
神
人
に
よ
る
連
署
な
ど
が
見
ら
れ
る

（
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
動
き
が
慢

性
的
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
享
徳
二
年
（
一
四
五
二
）
の
「
八

幡
宇
佐
宮
縁
起
」
や
享
徳
四
年
（
一
四
五
四
）
の
「
宇
佐
宮
齋
會
式
」
の
編
纂
、
そ

し
て
こ
の
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
の
連
署
の
内
容
か
ら
し
て
、
一
五
世
紀
後
半
は

宇
佐
宮
に
と
っ
て
成
熟
し
た
時
期
を
迎
え
た
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
大
名
権
力
の
枠
に
組
み
込
ま
れ
な
が
ら
も
、
宇
佐
宮
の
神
威
向
上
及
び
神
官

社
僧
等
に
よ
る
僉
議
に
基
づ
く
愁
訴
な
ど
し
っ
か
り
と
「
主
体
性
」
を
帯
び
な
が
ら

宇
佐
宮
の
ス
タ
ン
ス
を
発
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　さ
て
大
内
氏
の
宇
佐
宮
を
通
じ
た
豊
前
支
配
も
宇
佐
宮
と
共
に
成
熟
期
に
入
っ
て

き
た
よ
う
で
、
大
内
政
弘
期
（
応
仁
・
文
明
期
）
以
降
、
豊
前
に
お
い
て
も
段
銭
の

賦
課
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
段
銭
の
賦
課
に
関
し
て
も
宇
佐
宮
の

荘
園
体
制
に
依
拠
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
宇
佐
宮
公
田
に
賦
課
さ
れ
た
段
銭
は
宇

佐
宮
の
神
用
銭
と
い
う
性
格
を
帯
び
さ
せ
る
こ
と
で
、
豊
前
一
帯
の
段
銭
賦
課
を
な

し
得
て
い
た

（
（（
（

。
文
正
二
年
（
一
四
六
七
）
の
国
東
郡
の
段
銭
一
貫
八
百
文
に
対
し
て

「
為
田
染
庄
之
内
宇
佐
御
神
領
□
田
染
神
主
重
見
沙
汰
皆
納
如
件
」
と
あ
り
、
段
銭

が
田
染
神
主
の
沙
汰
と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
る

（
（（
（

。
ま
た
、
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）

の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
で
は
、「
宇
佐
宮
年
中
御
神
銭
柒
拾
六
貫
参
百
文
（
中
略
）

以
宇
佐
郡
今
秋
段
銭
之
内
、
對
社
家
□
人
有
勘
渡
」
と
い
う
こ
と
で
宇
佐
郡
の
段
銭

が
神
用
銭
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

（
（（
（

。

　こ
の
よ
う
に
大
内
氏
が
宇
佐
宮
の
荘
園
体
制
を
基
盤
に
豊
前
領
国
経
営
を
し
て
い

く
状
況
は
、
宇
佐
宮
に
と
っ
て
非
常
に
好
都
合
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る

が
、
大
内
氏
は
宇
佐
宮
に
対
し
て
何
か
し
ら
負
担
を
課
す
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
大
永
元
年
（
一
五
二
一
）
十
二
月
十
四
日
付
書
状
か
ら
大

内
氏
の
宇
佐
宮
に
対
す
る
格
別
な
配
慮
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ

こ
に
は
、「
當
國
宇
佐
領
事
、
從
前
々
諸
典
役
御
免
許
之
条
、
間
別
事
可
被
成
奉
書

候
之
処
處
、
今
度
間
別
之
事
、
國
中
不
謂
免
許
、
可
被
申
平
□

（
均
カ
（之

由
被
仰
出
之
条
、

可
為
如
何
之
由
、
被
申
通
令
披
露
候
、
雖
然

　宇
佐
領
事
者
、
異
他
之
間
、
別
而

可
被
免
除
之
由
、
重
而
申
由
候
、
恐
々
謹
言
」
と
あ
る

（
（（
（

。「
從
前
々
諸
典
役
御
免
許

之
条
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宇
佐
宮
に
は
課
役
が
無
か
っ
た
と
受
け
取
れ
る
が
、
果
た

し
て
実
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
時
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
、
永
正
十
八
年

（
一
五
二
一
）
に
、
宇
佐
宮
の
神
官
等
に
よ
り
陣
夫
の
免
許
を
請
う
愁
訴
が
出
さ
れ

て
い
る

（
（（
（

。
こ
れ
は
大
内
氏
が
、
宇
佐
宮
に
対
し
て
課
役
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
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。
な
ぜ
な
ら
、
豊
前
国
一
宮
で
あ
る
宇
佐
宮
に
対
し
て
、
豊
前
国
内
の
在

地
領
主
た
ち
に
こ
れ
ら
造
営
や
祭
礼
に
関
わ
ら
せ
る
こ
と
で
彼
ら
の
掌
握
が
成
し
得

や
す
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
大
内
氏
は
宇
佐
宮
に
対
し
て
あ
ま
り
強
硬
な

態
度
を
取
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。む
し
ろ
保
護
政
策
と
い
う
路
線
は
、

大
内
氏
の
豊
前
支
配
に
は
必
然
的
な
流
れ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　こ
の
宇
佐
宮
と
大
内
氏
の
関
係
に
よ
り
、
宇
佐
宮
の
神
官
社
僧
ら
は
し
ば
し
ば
大

内
氏
に
対
し
て
愁
訴
を
願
い
出
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、
文
正
元
年
か
ら

文
明
八
年
（
一
四
六
六
～
一
四
七
六
）
に
か
け
て
幾
度
か
神
官
等
が
連
署
を
以
っ
て

訴
え
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
は
注
視
で
き
る
。
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
に
は
、
神

官
等
が
修
理
所
別
當
職
及
び
同
免
田
安
堵
に
関
し
て
愁
訴
を
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に

は
「
捧
明
白
之
公
験
證
文
等
致
訴
訟
也
、
然
者
任
理
運
被
成
安
堵
御
成
敗
」
と
あ

り
、
か
な
り
強
気
な
態
度
が
見
て
取
れ
る

（
（（
（

。
ま
た
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
に
は
、

少
貳
頼
忠
に
よ
る
神
領
押
領
に
対
す
る
訴
訟
の
沙
汰
に
関
し
て
「
先
祖
代
々
被
加
下

知
厳
重
神
領
并

奉
寄
地
悉
以
押
領
之
間
、
去
年
當
年
数
ヶ
度
致
訴
詔
（
訟
）
処
、
表

者
雖
被
成
裁
許
之
判
形
、
裏
者
猶
以
押
領
之
沙
汰
」
と
表
裏
が
あ
る
と
し
て
、
神
官

社
僧
等
が
連
署
を
以
っ
て
公
家
武
家
に
対
し
、
そ
の
裁
許
を
求
め
て
僉
議
を
行
っ
て

い
る
。
更
に
こ
の
連
署
で
は
、「
就
中
伊
勢
大
神
宮
二
十
一
箇
年
造
賛
（
替
）
課
役
、

雖
相
懸
本

　朝
六
十
余
州
、
於
鎮
西
無
其
沙
駄
（
汰
）
事
、
三
十
三
年
仁
當
社
為
造

賛
（
替
）
料
所
也
、
然
者
九
国
二
嶋
皆
以
當
宮
進
止
之
地
也
」
と
記
し
て
お
り
、
宇

佐
宮
の
位
置
づ
け
を
高
め
よ
う
と
す
る
思
惑
も
見
て
取
れ
る

（
（（
（

。
そ
の
他
に
も
、
文
明

七
年
（
一
四
七
五
）
の
宇
佐
宮
法
鏡
寺
の
修
造
及
び
神
寺
役
勤
仕
に
関
す
る
神
官
等

の
連
署
や
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
の
若
宮
諸
司
が
買
取
り
し
た
下
女
に
関
し
て

一
五
六
人
に
及
ぶ
惣
神
人
に
よ
る
連
署
な
ど
が
見
ら
れ
る

（
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
動
き
が
慢

性
的
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
享
徳
二
年
（
一
四
五
二
）
の
「
八

幡
宇
佐
宮
縁
起
」
や
享
徳
四
年
（
一
四
五
四
）
の
「
宇
佐
宮
齋
會
式
」
の
編
纂
、
そ

し
て
こ
の
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
の
連
署
の
内
容
か
ら
し
て
、
一
五
世
紀
後
半
は

宇
佐
宮
に
と
っ
て
成
熟
し
た
時
期
を
迎
え
た
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
大
名
権
力
の
枠
に
組
み
込
ま
れ
な
が
ら
も
、
宇
佐
宮
の
神
威
向
上
及
び
神
官

社
僧
等
に
よ
る
僉
議
に
基
づ
く
愁
訴
な
ど
し
っ
か
り
と
「
主
体
性
」
を
帯
び
な
が
ら

宇
佐
宮
の
ス
タ
ン
ス
を
発
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　さ
て
大
内
氏
の
宇
佐
宮
を
通
じ
た
豊
前
支
配
も
宇
佐
宮
と
共
に
成
熟
期
に
入
っ
て

き
た
よ
う
で
、
大
内
政
弘
期
（
応
仁
・
文
明
期
）
以
降
、
豊
前
に
お
い
て
も
段
銭
の

賦
課
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
段
銭
の
賦
課
に
関
し
て
も
宇
佐
宮
の

荘
園
体
制
に
依
拠
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
宇
佐
宮
公
田
に
賦
課
さ
れ
た
段
銭
は
宇

佐
宮
の
神
用
銭
と
い
う
性
格
を
帯
び
さ
せ
る
こ
と
で
、
豊
前
一
帯
の
段
銭
賦
課
を
な

し
得
て
い
た

（
（（
（

。
文
正
二
年
（
一
四
六
七
）
の
国
東
郡
の
段
銭
一
貫
八
百
文
に
対
し
て

「
為
田
染
庄
之
内
宇
佐
御
神
領
□
田
染
神
主
重
見
沙
汰
皆
納
如
件
」
と
あ
り
、
段
銭

が
田
染
神
主
の
沙
汰
と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
る

（
（（
（

。
ま
た
、
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）

の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
で
は
、「
宇
佐
宮
年
中
御
神
銭
柒
拾
六
貫
参
百
文
（
中
略
）

以
宇
佐
郡
今
秋
段
銭
之
内
、
對
社
家
□
人
有
勘
渡
」
と
い
う
こ
と
で
宇
佐
郡
の
段
銭

が
神
用
銭
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

（
（（
（

。

　こ
の
よ
う
に
大
内
氏
が
宇
佐
宮
の
荘
園
体
制
を
基
盤
に
豊
前
領
国
経
営
を
し
て
い

く
状
況
は
、
宇
佐
宮
に
と
っ
て
非
常
に
好
都
合
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る

が
、
大
内
氏
は
宇
佐
宮
に
対
し
て
何
か
し
ら
負
担
を
課
す
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
大
永
元
年
（
一
五
二
一
）
十
二
月
十
四
日
付
書
状
か
ら
大

内
氏
の
宇
佐
宮
に
対
す
る
格
別
な
配
慮
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ

こ
に
は
、「
當
國
宇
佐
領
事
、
從
前
々
諸
典
役
御
免
許
之
条
、
間
別
事
可
被
成
奉
書

候
之
処
處
、
今
度
間
別
之
事
、
國
中
不
謂
免
許
、
可
被
申
平
□

（
均
カ
（之

由
被
仰
出
之
条
、

可
為
如
何
之
由
、
被
申
通
令
披
露
候
、
雖
然

　宇
佐
領
事
者
、
異
他
之
間
、
別
而

可
被
免
除
之
由
、
重
而
申
由
候
、
恐
々
謹
言
」
と
あ
る

（
（（
（

。「
從
前
々
諸
典
役
御
免
許

之
条
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宇
佐
宮
に
は
課
役
が
無
か
っ
た
と
受
け
取
れ
る
が
、
果
た

し
て
実
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
時
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
、
永
正
十
八
年

（
一
五
二
一
）
に
、
宇
佐
宮
の
神
官
等
に
よ
り
陣
夫
の
免
許
を
請
う
愁
訴
が
出
さ
れ

て
い
る

（
（（
（

。
こ
れ
は
大
内
氏
が
、
宇
佐
宮
に
対
し
て
課
役
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
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を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
愁
訴
に
関
し
て
、
神
官
等
は
「
□

今
度
陳
夫
愁
訴
之
儀
、
去
應
永
年
中
當
社
領
御
免
許
御
奉
書
、
御
家
ニ
被
留
置
候
」

と
課
役
の
免
除
を
応
永
期
の
先
例
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
愁
訴
に
関
し
て
の
結
論
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
大
内
奉
行
人
よ
り
宇
佐
宮

神
官
等
に
対
し
て
、
宇
佐
郡
に
お
け
る
寺
社
領
陣
夫
免
許
の
訴
え
を
退
け
ら
れ
た
旨

が
伝
え
ら
れ
て
い
る

（
（（
（

。
こ
れ
ま
で
宇
佐
宮
に
対
し
て
は
柔
軟
な
対
応
を
し
て
き
た
大

内
氏
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
愁
訴
を
却
下
し
た
か
は
、
こ
の
前
年
で
あ
る
大
永
二
年

（
一
五
二
二
）
の
全
十
四
条
か
ら
な
る
掟
書
か
ら
見
て
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か

（
（（
（

。
こ
の

掟
書
は
宇
佐
宮
作
事
方
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
第
一
条
に
は
「
一
去

應
永
年
中

　國
清
寺
殿
様
御
再
興
の
時
の
支
證
を
も
て
可
被
守
之
」
と
あ
る
。
こ
こ

で
の
「
國
清
寺
殿
様
」
と
は
大
内
盛
見
の
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
第
一
節
で
述
べ
た

応
永
期
の
掟
書
を
守
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
大
内
氏
の
宇
佐
宮
に
対
す
る
先
例

重
視
の
態
度
が
改
め
て
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
八
条
で
は
「
一
（
前
略
）
普

請
夫
定
役
在
之
、
こ
の
外
社
官
衆
領
事
、
先
年
妙
見
尾
城
誘
お
ほ
せ
付
け
ら
る
ゝ
時
、

彼
儀
御
免
ニ
を
ひ
て
は
、
社
用
夫
事
可
致
馳
走
之
由
、
雖
被
申
、
い
ま
に
社
用
を
も

無
沙
汰
候
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
宇
佐
宮
社
官
衆
に
城
誘
を
命
じ
た
が
、
こ
れ
を
免

除
さ
れ
る
な
ら
ば
社
用
夫
を
拠
出
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
社
官
衆
が
無
沙
汰
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
だ
け
で
、
先
ほ
ど
の
愁
訴
却
下
の
理
由
と
し
て

求
め
る
に
は
聊
か
無
理
も
あ
り
そ
う
だ
が
、
少
な
く
と
も
神
官
等
に
対
し
て
大
内
氏

側
が
不
信
感
を
抱
く
部
分
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
お
そ
ら
く
宇

佐
宮
に
と
っ
て
は
、
応
永
以
降
の
ス
タ
ン
ス
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
こ
れ
ま
で
の

既
得
権
益
を
守
る
意
図
で
大
内
氏
と
対
応
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
か

え
っ
て
相
互
の
思
惑
の
ズ
レ
を
生
じ
さ
せ
、
次
第
に
齟
齬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　中
世
後
期
に
お
い
て
宇
佐
宮
と
大
内
氏
は
、
相
互
利
益
と
相
互
補
完
と
い
う
蜜
月

の
関
係
を
築
い
て
き
た
。
そ
れ
は
、
大
内
義
弘
が
豊
前
支
配
に
乗
り
出
し
た
応
永
期

か
ら
大
友
氏
に
豊
前
支
配
を
許
す
天
文
期
ま
で
の
約
百
数
十
年
間
と
長
き
に
渡
る
も

の
で
あ
っ
た
。
今
回
は
応
仁
の
乱
前
後
に
区
切
り
を
つ
け
て
、
そ
の
動
向
を
追
っ
た

が
、
今
一
度
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。
応
仁
の
乱
以
前
で
は
宇
佐
宮
は

そ
れ
ま
で
怠
っ
て
い
た
造
営
と
祭
礼
執
行
を
果
た
す
と
い
う
課
題
を
負
っ
て
お
り
、

大
内
氏
の
登
場
に
よ
り
そ
れ
ら
は
解
消
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
大
内
氏
は
豊
前
支

配
に
対
し
て
宇
佐
宮
の
荘
園
体
制
に
依
拠
し
た
掌
握
を
進
め
て
い
た
。
こ
の
段
階
で

は
、
お
互
い
に
為
す
べ
き
目
標
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
も
無
く
、

相
互
に
成
熟
期
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
熟
期
を
過
ぎ
る
応

仁
の
乱
以
後
で
は
、
惰
性
的
な
関
係
が
継
続
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
大
内
氏
は

そ
れ
ま
で
の
保
護
政
策
を
継
承
し
つ
つ
も
、
宇
佐
宮
に
対
し
て
課
役
し
て
い
く
と
い

う
動
き
を
見
せ
始
め
る
。
し
か
し
、
宇
佐
宮
は
こ
れ
ま
で
の
関
係
を
継
続
す
べ
き
が

如
く
、「
愁
訴
」「
先
例
」「
社
例
」
を
用
い
る
こ
と
で
既
得
権
益
を
維
持
し
て
い
こ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
応
仁
の
乱
前
の
宇
佐
宮
は
、
造
営
や
祭

礼
復
興
、
そ
し
て
神
威
向
上
な
ど
積
極
的
な
「
主
体
性
」
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
た
時
に
は
次
第
に
「
主
体
性
」
を
欠
く
慢
性
的
な

も
の
と
な
っ
た
部
分
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
内
氏
も
、
目
ま
ぐ
る
し
く

変
化
を
遂
げ
る
乱
世
に
お
い
て
、
そ
う
い
っ
た
停
滞
し
た
関
係
か
ら
の
脱
却
を
望
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
宇
佐
宮
の
荘
園
体
制
に
立
脚
す
る
支
配
体

制
を
取
り
込
ん
で
い
る
状
況
で
は
儘
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た

矛
盾
か
ら
も
、
次
第
に
相
互
の
信
頼
関
係
を
希
薄
に
し
て
い
く
様
子
が
見
え
隠
れ
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

　宇
佐
宮
は
大
友
氏
が
豊
前
侵
攻
を
激
し
く
す
る
天
文
期
に
入
っ
て
か
ら
も
、
天
文

二
年
（
一
五
三
三
）
に
は
、
大
友
方
の
兵
が
宇
佐
宮
を
狼
藉
す
る
に
あ
た
り
神
官
社

僧
が
連
署
し
て
下
知
を
請
う
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
則
可
任
社
例
之
由
一
社
例

衆
儀
候
」と
あ
る

（
（（
（

。
ま
た
天
文
十
一
年（
一
五
四
二
）に
は
神
事
延
滞
に
対
し
て
條
々



245

［中世後期における豊前一宮宇佐宮の動向］……永田忠靖

を
訴
え
る
際
に
も
「
何
茂
社
家
先
例
之
条
、
致
言
上
候
」
と
し
て
い
る

（
（（
（

。
そ
し
て
天

文
十
七
年
（
一
五
四
八
）
で
は
、
公
儀
下
行
の
禄
馬
が
平
均
支
配
さ
れ
な
い
こ
と
に

対
し
て
、「
公
儀
御
下
行
禄
馬
事
、
従
往
古
至
応
永
年
中
御
造
営
者
、
至
一
社
中
御

配
當
候
也
処
」
と
応
永
期
の
先
例
を
持
ち
出
し
て
い
る

（
（（
（

。
枚
挙
に
暇
が
な
い
の
で
こ

れ
に
留
め
て
お
く
が
、
こ
れ
ら
の
事
例
を
挙
げ
た
の
は
、
宇
佐
宮
が
「
先
例
」
を
多

用
す
る
こ
と
に
対
し
て
批
判
を
す
る
た
め
で
は
決
し
て
な
い
。
た
だ
、
造
営
や
祭
礼

に
対
し
て
「
先
例
」
と
「
社
例
」
を
用
い
る
こ
と
と
、
課
役
な
ど
の
負
担
に
対
し
て

用
い
る
こ
と
へ
の
線
引
き
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら

く
、
応
永
期
に
お
け
る
大
内
氏
の
掟
書
は
、
当
時
の
宇
佐
宮
に
と
っ
て
非
常
に
心
強

い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
第
一
節
で
記
し
た
通
り
、
宇
佐
宮
は
遷
宮
や
祭
礼

の
復
興
を
通
し
て
、
前
向
き
な
「
主
体
性
」
を
確
立
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
大
内
氏
と
の
長
い
蜜
月
関
係
の
中
で
、
少
な
か
ら
ず
そ
の
状
況
に
依
存
し
す

ぎ
た
部
分
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　先
例
及
び
社
例
を
重
ん
じ
造
営
や
祭
祀
を
執
り
行
う
神
社
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
が

緩
怠
す
る
こ
と
は
ゆ
ゆ
し
き
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
そ
の
維
持
の
た
め

に
権
力
者
と
の
関
係
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
関
係
と
は
非
常
に

利
己
的
な
も
の
で
あ
り
、中
世
後
期
の
社
会
情
勢
で
は
、常
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
宇
佐
宮
は
、
大
内
氏
が
滅
亡
し
た
後
、

豊
前
支
配
を
進
め
る
大
友
氏
に
よ
り
三
度
、
破
却
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
宇
佐
宮
が

破
却
を
受
け
る
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
機
会
に
譲
る
が
、
お

そ
ら
く
宇
佐
宮
は
大
友
氏
に
対
し
て
、
大
内
氏
と
同
様
の
関
係
を
求
め
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
大
友
氏
に
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
か
は
、
破
却
と
い
う
結

果
に
帰
結
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
後
の
宇
佐
宮
の
大
内
氏
と
大
友
氏
へ
の
対
応

を
相
対
化
さ
せ
て
い
く
た
め
に
も
、
今
回
は
そ
の
前
提
と
な
る
宇
佐
宮
と
大
内
氏
の

動
向
を
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

〔
追
記
〕

　脱
稿
後
、
中
世
期
の
宇
佐
宮
に
関
し
て
、
田
村
正
孝
氏
に
よ
り
精
緻
な
研
究
論
文

が
発
表
さ
れ
た
。平
成
十
九
年
に
発
表
さ
れ
た
「
室
町
期
に
お
け
る
宇
佐
宮
の
祭
祀
・

造
営
再
興
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
第
三
十
二
号
）
で
は
、
応
永
期
の
宇
佐
宮
の
再

興
に
関
し
て
、『
応
永
再
興
記
』
を
中
心
史
料
に
用
い
な
が
ら
、
応
永
期
の
再
興
に

尽
力
し
た
大
内
盛
見
が
、
従
来
の
一
宮
と
守
護
大
名
と
の
関
係
の
枠
を
越
え
た
、
幕

府
と
守
護
大
名
と
の
関
係
を
強
化
す
る
た
め
の
一
環
と
し
て
、
宇
佐
宮
の
再
興
を

行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
年
に
は
、「
部

会
報
告

　中
世
宇
佐
宮
の
変
容
―
宗
廟
か
ら
一
宮
―
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
二
〇
八

号
）
と
題
し
た
研
究
発
表
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る
宇
佐
宮
は
宗

廟
と
一
宮
と
い
う
二
つ
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
し
、
中
世
前
期
で
は
朝
廷
と
の
つ

な
が
り
の
中
で
、
宗
廟
と
し
て
の
役
割
を
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
朝
廷
よ
り

も
幕
府
、
そ
し
て
守
護
大
名
へ
と
そ
の
関
係
を
シ
フ
ト
す
る
こ
と
で
、
中
世
後
期
に

至
る
と
、
国
家
的
な
祭
祀
か
ら
豊
前
一
国
内
に
留
ま
る
一
宮
と
し
て
の
祭
祀
に
な
っ

て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
そ
の
中
で
は
示
さ
れ
て
い
る
。
私
も
大
方
で
は
あ
る
が
、

そ
の
流
れ
に
は
妥
当
性
を
考
え
る
。
応
永
期
の
宇
佐
宮
の
再
興
が
大
内
盛
見
の
幕
府

と
の
関
係
性
を
強
化
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
豊
前

国
内
外
に
対
す
る
政
治
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
効
果
を
図
る
な
ど
大
き
な
意
味
も
あ
っ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　今
回
の
私
の
拙
論
で
は
、
田
村
氏
の
よ
う
に
大
内
氏
が
い
か
に
宇
佐
宮
を
媒
介
と

し
た
豊
前
支
配
を
進
め
て
い
き
、
幕
府
や
朝
廷
な
ど
に
そ
の
存
在
性
を
示
し
て
い
っ

た
か
と
い
う
こ
と
に
主
眼
を
置
く
よ
り
は
、
宇
佐
宮
に
と
っ
て
も
衰
退
し
て
い
る
状

況
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
大
内
氏
の
動
向
が
追
い
風
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
き
た
。
常
に
時
代
の
先
読
み
を
し
な
が
ら
生
き
な
が
ら
え
て
い
く

下
克
上
の
世
に
お
い
て
、
既
得
権
益
に
強
い
依
存
性
を
持
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
社
寺

と
い
う
も
の
が
、
ど
れ
ほ
ど
先
を
見
据
え
た
対
応
を
な
し
得
て
き
た
で
あ
ろ
う
か

は
、
今
後
の
研
究
課
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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を
訴
え
る
際
に
も
「
何
茂
社
家
先
例
之
条
、
致
言
上
候
」
と
し
て
い
る

（
（（
（

。
そ
し
て
天

文
十
七
年
（
一
五
四
八
）
で
は
、
公
儀
下
行
の
禄
馬
が
平
均
支
配
さ
れ
な
い
こ
と
に

対
し
て
、「
公
儀
御
下
行
禄
馬
事
、
従
往
古
至
応
永
年
中
御
造
営
者
、
至
一
社
中
御

配
當
候
也
処
」
と
応
永
期
の
先
例
を
持
ち
出
し
て
い
る

（
（（
（

。
枚
挙
に
暇
が
な
い
の
で
こ

れ
に
留
め
て
お
く
が
、
こ
れ
ら
の
事
例
を
挙
げ
た
の
は
、
宇
佐
宮
が
「
先
例
」
を
多

用
す
る
こ
と
に
対
し
て
批
判
を
す
る
た
め
で
は
決
し
て
な
い
。
た
だ
、
造
営
や
祭
礼

に
対
し
て
「
先
例
」
と
「
社
例
」
を
用
い
る
こ
と
と
、
課
役
な
ど
の
負
担
に
対
し
て

用
い
る
こ
と
へ
の
線
引
き
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら

く
、
応
永
期
に
お
け
る
大
内
氏
の
掟
書
は
、
当
時
の
宇
佐
宮
に
と
っ
て
非
常
に
心
強

い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
第
一
節
で
記
し
た
通
り
、
宇
佐
宮
は
遷
宮
や
祭
礼

の
復
興
を
通
し
て
、
前
向
き
な
「
主
体
性
」
を
確
立
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
大
内
氏
と
の
長
い
蜜
月
関
係
の
中
で
、
少
な
か
ら
ず
そ
の
状
況
に
依
存
し
す

ぎ
た
部
分
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　先
例
及
び
社
例
を
重
ん
じ
造
営
や
祭
祀
を
執
り
行
う
神
社
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
が

緩
怠
す
る
こ
と
は
ゆ
ゆ
し
き
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
そ
の
維
持
の
た
め

に
権
力
者
と
の
関
係
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
関
係
と
は
非
常
に

利
己
的
な
も
の
で
あ
り
、中
世
後
期
の
社
会
情
勢
で
は
、常
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
宇
佐
宮
は
、
大
内
氏
が
滅
亡
し
た
後
、

豊
前
支
配
を
進
め
る
大
友
氏
に
よ
り
三
度
、
破
却
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
宇
佐
宮
が

破
却
を
受
け
る
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
機
会
に
譲
る
が
、
お

そ
ら
く
宇
佐
宮
は
大
友
氏
に
対
し
て
、
大
内
氏
と
同
様
の
関
係
を
求
め
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
大
友
氏
に
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
か
は
、
破
却
と
い
う
結

果
に
帰
結
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
後
の
宇
佐
宮
の
大
内
氏
と
大
友
氏
へ
の
対
応

を
相
対
化
さ
せ
て
い
く
た
め
に
も
、
今
回
は
そ
の
前
提
と
な
る
宇
佐
宮
と
大
内
氏
の

動
向
を
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

〔
追
記
〕

　脱
稿
後
、
中
世
期
の
宇
佐
宮
に
関
し
て
、
田
村
正
孝
氏
に
よ
り
精
緻
な
研
究
論
文

が
発
表
さ
れ
た
。平
成
十
九
年
に
発
表
さ
れ
た
「
室
町
期
に
お
け
る
宇
佐
宮
の
祭
祀
・

造
営
再
興
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
第
三
十
二
号
）
で
は
、
応
永
期
の
宇
佐
宮
の
再

興
に
関
し
て
、『
応
永
再
興
記
』
を
中
心
史
料
に
用
い
な
が
ら
、
応
永
期
の
再
興
に

尽
力
し
た
大
内
盛
見
が
、
従
来
の
一
宮
と
守
護
大
名
と
の
関
係
の
枠
を
越
え
た
、
幕

府
と
守
護
大
名
と
の
関
係
を
強
化
す
る
た
め
の
一
環
と
し
て
、
宇
佐
宮
の
再
興
を

行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
年
に
は
、「
部

会
報
告

　中
世
宇
佐
宮
の
変
容
―
宗
廟
か
ら
一
宮
―
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
二
〇
八

号
）
と
題
し
た
研
究
発
表
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る
宇
佐
宮
は
宗

廟
と
一
宮
と
い
う
二
つ
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
し
、
中
世
前
期
で
は
朝
廷
と
の
つ

な
が
り
の
中
で
、
宗
廟
と
し
て
の
役
割
を
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
朝
廷
よ
り

も
幕
府
、
そ
し
て
守
護
大
名
へ
と
そ
の
関
係
を
シ
フ
ト
す
る
こ
と
で
、
中
世
後
期
に

至
る
と
、
国
家
的
な
祭
祀
か
ら
豊
前
一
国
内
に
留
ま
る
一
宮
と
し
て
の
祭
祀
に
な
っ

て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
そ
の
中
で
は
示
さ
れ
て
い
る
。
私
も
大
方
で
は
あ
る
が
、

そ
の
流
れ
に
は
妥
当
性
を
考
え
る
。
応
永
期
の
宇
佐
宮
の
再
興
が
大
内
盛
見
の
幕
府

と
の
関
係
性
を
強
化
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
豊
前

国
内
外
に
対
す
る
政
治
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
効
果
を
図
る
な
ど
大
き
な
意
味
も
あ
っ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　今
回
の
私
の
拙
論
で
は
、
田
村
氏
の
よ
う
に
大
内
氏
が
い
か
に
宇
佐
宮
を
媒
介
と

し
た
豊
前
支
配
を
進
め
て
い
き
、
幕
府
や
朝
廷
な
ど
に
そ
の
存
在
性
を
示
し
て
い
っ

た
か
と
い
う
こ
と
に
主
眼
を
置
く
よ
り
は
、
宇
佐
宮
に
と
っ
て
も
衰
退
し
て
い
る
状

況
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
大
内
氏
の
動
向
が
追
い
風
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
き
た
。
常
に
時
代
の
先
読
み
を
し
な
が
ら
生
き
な
が
ら
え
て
い
く

下
克
上
の
世
に
お
い
て
、
既
得
権
益
に
強
い
依
存
性
を
持
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
社
寺

と
い
う
も
の
が
、
ど
れ
ほ
ど
先
を
見
据
え
た
対
応
を
な
し
得
て
き
た
で
あ
ろ
う
か

は
、
今
後
の
研
究
課
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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大
塚
氏
は
、
大
友
氏
が
国
衙
権
力
の
継
承
の
中
で
、
由
原
宮
を
掌
握
し
、
緩
怠
し
て
い
た
放

生
会
を
再
興
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
、
そ
し
て
そ
の
放
生
会
に
大
友
氏
が
参
列
す
る
こ
と
で
公

権
力
を
誇
示
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。 

　

（
（
）

　大
久
保
俊
昭
「
戦
国
大
名
今
川
氏
の
宗
教
政
策
―
富
士
大
宮
浅
間
神
社
を
中
心
に
―
」

（『
地
方
史
静
岡
』
十
四

　一
九
八
六
）

浅
間
神
社
編
『
浅
間
文
書
纂
』（
官
幣
大
社
浅
間
神
社
社
務
所
・
一
九
三
一
）

（
（
）

　「
第
八
社
傳
舊
記
部
中
」（
官
幣
大
社
気
比
神
宮
編
『
気
比
宮
社
記
』
全

　気
比
神
宮
、

一
九
四
〇
）

（
（
）

　拙
論
「
戦
国
期
に
お
け
る
太
宰
府
天
満
宮
留
守
職
に
つ
い
て
」

（『
神
道
研
究
集
録
』
第
十
九
輯

　二
〇
〇
五
）

　
　
　拙

論
「
戦
国
期
に
お
け
る
筑
後
国
一
宮
高
良
社
と
周
辺
勢
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
」

（『
神
道
宗
教
』
一
九
九
・
二
〇
〇
号

　二
〇
〇
五
）

（
（0
）

　永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
七
月
二
十
日
「
歴
代
鎮
西
要
略
」

　
　
　天

正
四
年
（
一
五
七
六
）
十
二
月
九
日
「
宇
佐
宮
本
殿
末
社
并

堂
社
炎
上
考
略
記
」 

　
　
　天

正
九
年
（
一
五
八
一
）
十
一
月
十
九
日
「
益
永
文
書
」

　

 （
中
野
幡
能
編
『
宇
佐
神
宮
史
』
史
料
篇
巻
十
三

　宇
佐
神
宮
庁
、
一
九
九
八
）

（
（（
）

　拙
論
「
大
友
義
鎮
に
お
け
る
社
寺
破
却
の
意
図
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （『
神
道
宗
教
』
一
九
二
号

　二
〇
〇
三
） 

（
（（
）

　『
日
本
書
紀
』
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
四
月
丁
巳
（
七
日
）
条 

（
（（
）

　『
新
抄
格
勅
符
抄
』
十
（
神
事
諸
家
封
戸
）

　延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
十
二
月
二
十
一
日
官

符

（
（（
）

　西
谷
正
浩
「
中
世
宇
佐
宮
領
の
生
成
」（『
福
岡
大
学
論
叢
』
一
三
八
号

　二
〇
〇
三
） 

（
（（
）

　井
上
聡
「
宇
佐
神
宮
に
お
け
る
中
世
的
支
配
体
制
の
成
立
」

（『
史
学
雑
誌
』
一
〇
五
―
四

　一
九
九
六
） 

（
（（
）

　大
社
町
史
編
集
委
員
会
編
『
大
社
町
史
』
上
巻
（
大
社
町
、
一
九
九
三
）

　
　
　前

掲（
（
）（
拙
論
「
戦
国
期
に
お
け
る
太
宰
府
天
満
宮
留
守
職
に
つ
い
て
」）

太
宰
府
天
満
宮
で
も
、
留
守
職
で
あ
る
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
が
そ
の
職
に
関
し
て
相
論
を

繰
り
返
す
こ
と
で
、
大
内
氏
や
大
友
氏
の
介
入
を
許
す
こ
と
に
な
り
、
社
内
が
分
裂
す
る
状
況

に
陥
っ
た
。

（
（（
）

　中
野
幡
能
「
中
世
に
お
け
る
宇
佐
宮
の
神
職
制
度
」（『
神
道
学
』
十
二
号

　一
九
五
七
） 

（
（（
）

　応
永
八
年
（
一
四
〇
一
）
九
月
三
日

　検
断
使
不
可
入
部
子
細
事
僉
議
「
高
牟
禮
文
書
」 

（
（（
）

　村
上
豊
喜
「
中
世
後
期
の
守
護
権
力
と
地
方
権
門
―
大
内
氏
と
宇
佐
宮
を
中
心
に
―
」

（『
日
本
史
研
究
』
一
九
〇
号

　一
九
七
八
） 

（
（0
）

　応
永
四
年
（
一
三
九
七
）
四
月
十
一
日

　大
内
義
弘
書
状
「
到
津
文
書
」 

（
（（
）

　応
永
二
十
二
年
（
一
四
一
五
）
十
月
十
七
日

　安
心
院
入
道
請
文
「
宮
成
文
書
」 

（
（（
）

　享
徳
二
年
（
一
四
五
二
）
十
二
月
十
五
日

　大
内
教
弘
書
状
「
到
津
文
書
」

（
（
）

　渡
邊
大
門
「
中
世
後
期
に
お
け
る
播
磨
国
一
宮
伊
和
神
社
の
存
在
形
態
」

　
　
　山

本
高
志
「
中
世
後
期
に
お
け
る
守
護
河
野
氏
と
伊
予
国
一
宮
」

　
　
　堀

本
一
繁
「
戦
国
期
に
お
け
る
肥
前
河
上
社
と
地
域
権
力
」

（
右
記
論
文
共 

一
宮
研
究
会
編
『
中
世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開
』
上

　岩
田
書
院
、

二
〇
〇
四
）

諸
国
一
宮
に
関
す
る
研
究
は
、
近
年
の
一
宮
研
究
会
の
研
究
成
果
で
あ
る
、
中
世
諸
国
一
宮

制
研
究
会
編
『
中
世
諸
国
一
宮
制
の
基
礎
的
研
究
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
〇
）
に
よ
り
大
き

な
進
展
を
遂
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
宮
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
ず
し
も
一

宮
制
の
普
遍
性
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、「
多
様
性
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
収
斂
さ
れ
て

い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
諸
国
に
お
け
る
一
宮
の
成
立
、
そ
し
て
そ
の
解
体
が
足
並
み
を
揃
え

な
い
こ
と
は
地
域
的
偏
向
や
史
料
の
残
存
状
況
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
「
多
様
性
」
か
ら
一
宮
制
を
捉
え
て
い
く
た
め
に
は
、
個
々
の
一
宮
研
究
を
充

実
さ
せ
て
い
き
、
そ
の
成
果
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
（
）

　中
村
知
裕
「
筑
後
に
お
け
る
菊
池
氏
の
権
力
形
成
と
大
友
氏
の
領
国
支
配
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（『

福
岡
大
学
大
学
院
論
集
』
三
十
二
―
一

　二
〇
〇
〇
）

（
（
）

　山
崎
嘉
照
「
戦
国
期
豊
前
国
宇
佐
宮
に
お
け
る
地
域
社
会
論
」

（『
福
岡
大
学
大
学
院
論
集
』
三
十
二
―
一

　二
〇
〇
〇
）

（
（
）

　田
村
正
孝
「
中
世
後
期
に
お
け
る
信
濃
国
一
宮
諏
訪
社
と
地
域
」

（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
九
九

　二
〇
〇
六
）

田
村
氏
は
、
武
田
氏
が
諏
訪
地
方
の
支
配
を
進
め
て
い
く
中
で
、
信
濃
一
国
か
ら
課
役
す
る

と
い
う
そ
れ
ま
で
の
諏
訪
社
の
造
営
負
担
の
形
式
を
武
田
領
国
内
の
み
に
賦
課
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
諏
訪
社
を
中
心
と
し
た
地
域
性
を
解
体
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。 

（
（
）

　長
谷
川
忠
崇
『
飛
州
志
』（
住
伊
書
店
、
一
九
〇
九
）

飛
騨
国
一
宮
で
あ
る
水
無
社
で
は
、
金
森
長
近
が
飛
騨
侵
攻
に
際
し
て
、
水
無
社
一
宮
民
部

少
輔
長
綱
の
嫡
男
で
あ
る
三
木
三
沢
が
国
人
集
と
結
託
し
て
一
揆
を
起
こ
し
、
水
無
社
に
立
て

こ
も
っ
た
た
め
に
攻
め
ら
れ
た
。

　
　
　藤

巻
正
之
編
『
国
幣
中
社
中
山
神
社
史
料
』（
中
山
神
社
、
一
九
二
三
）

美
作
国
一
宮
で
あ
る
中
山
社
で
は
、
尼
子
氏
が
美
作
に
侵
攻
し
た
際
に
、
国
人
や
農
民
ら
が

中
山
社
に
立
て
こ
も
り
、
土
一
揆
を
起
こ
し
た
た
め
に
兵
火
に
遭
っ
た
。

（
（
）

　平
山
優
「
戦
国
期
甲
斐
国
一
・
二
・
三
宮
祭
礼
と
地
域
社
会
」

（
同
著
『
戦
国
大
名
領
国
の
基
礎
構
造
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
九
）

大
塚
俊
司
「
豊
後
国
一
宮
由
原
宮
の
放
生
会
と
大
友
氏
」（『
日
本
歴
史
』
六
九
三
号

　

二
〇
〇
六
）

註
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［中世後期における豊前一宮宇佐宮の動向］……永田忠靖

就
宇
佐
宮
太
宮
司
職
事
、
御
遵
行
如
此
、
社

（
云
脱
カ
（職

云
神
領
、
守
先
例
可
被
沙
汰
渡
當
任
専
使

之
由
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　
　享

徳
二
年
十
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　沙

　弥
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　備

中
守
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　杉

伯
耆（

重
綱
（守

殿

大
内
教
弘
が
、
大
宮
司
の
補
任
及
び
社
職
や
神
領
に
対
し
、
先
例
を
守
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
ま
た
同
日
付
の
「
杉
重
綱
書
状
」（
到
津
文
書
）
に
は
、
大
宮
司
職
が
大
宮
司
家
（
宮
成
・

到
津
・
安
心
院
ら
）
に
よ
る
巡
役
で
あ
る
こ
と
を
到
津
公
弘
に
沙
汰
す
る
旨
が
示
さ
れ
て
い

る
。

（
（（
）

　応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）
十
二
月
十
七
日

　大
内
盛
見
掟
書
「
小
山
田
文
書
」

   

　
　応

永
三
十
年
（
一
四
二
三
）
四
月
十
六
日

　宇
佐
宮
条
々
御
事
書
「
到
津
文
書
」

（
（（
）

　応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
頃

　宇
佐
宮
年
中
月
並
神
事
「
到
津
文
書
」 

（
（（
）

　応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
三
月
二
十
七
日
「
宇
佐
宮
現
記
」

（
（（
）

　〔
仁
王
般
若
経
講
読
の
再
興
〕

　
　
　
　
　
　
　応

永
二
十
八
年
（
一
四
二
一
）
八
月
頃

　宇
佐
宮
年
中
齋
會
注
文
案
「
到
津
文
書
」

　

   

　〔
宇
佐
宮
年
中
齋
會
の
再
興
〕

　
　
　
　
　
　
　応

永
三
十
年
（
一
四
二
三
）

　宇
佐
宮
年
中
齋
會
注
文
案
「
到
津
文
書
」

（
（（
）

　享
徳
四
年
（
一
四
五
四
）
七
月

　「
宇
佐
宮
齋
會
式
」（
宮
成
本
）

遡
る
こ
と
享
徳
二
年
（
一
四
五
二
）
に
は
、「
八
幡
宇
佐
宮
縁
起
」（
到
津
文
書
）
が
編
纂
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
頃
の
宇
佐
宮
で
は
神
威
向
上
を
目
指
す
動
き
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
（（
）

　前
掲（
（（
）

（
（（
）

　文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
閏
二
月

　修
理
所
知
行
愁
訴
諸
官
連
署
「
益
永
文
書
」 

（
（0
）

　文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
十
月

　筑
前
国
御
神
領
押
領
僉
議
「
益
永
文
書
」 

（
（（
）

　文
明
七
年
（
一
四
七
五
）
八
月

　宇
佐
宮
法
鏡
寺
之
事
「
法
鏡
寺
文
書
」

   

　
　文

明
八
年
（
一
四
七
六
）
十
月
十
九
日

　若
宮
諸
司
下
女
之
事
「
到
津
文
書
」 

（
（（
）

　前
掲（
（（
）

　

（
（（
）

　文
正
二
年
（
一
四
六
七
）
五
月
八
日

　国
東
郡
段
銭
之
事
「
永
弘
文
書
」

（
（（
）

　永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）
七
月
十
九
日

　大
内
氏
奉
行
人
連
署
「
永
弘
文
書
」

（
（（
）

　大
永
元
年
（
一
五
二
一
）
十
二
月
十
四
日

　杉
興
重
・
興
豊
連
署
「
到
津
文
書
」

（
（（
）

　永
正
十
八
年
（
一
五
二
一
）
七
月
三
日
「
永
弘
文
書
」

　

 

（
（（
）

　大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
七
月
十
四
日

　御
陣
夫
御
免
許
御
奉
書
案
文
「
永
弘
文
書
」 

（
（（
）

　大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
三
月

　就
宇
佐
宮
御
作
事
方
、
條
々
御
法
度
事
「
小
山
田
文
書
」 

（
（（
）

　天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
三
月
二
十
八
日

　宇
佐
宮
神
官
社
僧
等
連
署
「
永
弘
文
書
」 

（
（0
）

　天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
閏
三
月
六
日

　杉
民
部
入
道
宛
案
文
「
永
弘
文
書
」 

（
（（
）

　天
文
十
七
年
（
一
五
四
八
）
二
月
二
十
六
日

　益
永
宗
輔
宛
連
署
「
益
永
文
書
」 

※
註（
（（
）・（
（0
）・（
（（
）・（
（（
）・（
（（
）・（
（（
）・（
（（
）
に
お
け
る
史
料

（
中
野
幡
能
編
『
宇
佐
神
宮
史
』
史
料
篇
巻
九

　宇
佐
神
宮
庁
、
一
九
九
二
）

※
註（
（（
）・（
（（
）・（
（（
）・（
（0
）・（
（（
）・（
（（
）
に
お
け
る
史
料

（
中
野
幡
能
編
『
宇
佐
神
宮
史
』
史
料
篇
巻
十

　宇
佐
神
宮
庁
、
一
九
九
三
）

※
註（
（（
）・（
（（
）・（
（（
）・（
（（
）・（
（（
）
に
お
け
る
史
料

（
中
野
幡
能
編
『
宇
佐
神
宮
史
』
史
料
篇
巻
十
一

　宇
佐
神
宮
庁
、
一
九
九
四
）

※
註（
（（
）・（
（0
）・（
（（
）
に
お
け
る
史
料

（
中
野
幡
能
編
『
宇
佐
神
宮
史
』
史
料
篇
巻
十
二

　宇
佐
神
宮
庁
、
一
九
九
五
）

（
國
學
院
大
學
大
学
院
特
別
研
究
生
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
研
究
協
力
者
）

（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）
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Usa Shrine, the Ichinomiya of Buzen Province, in the Late Medieval Period and 
its Relationship with the Ouchi Clan

NAGATA Tadayasu 

In the late medieval period, Usa Shrine and the Ouchi clan established a close relationship that was mutually 

beneficial and complementary. This relationship lasted for well over a hundred years from the Ouei era (1394-1428), 

when Ouchi Yoshihiro began to rule Buzen, to the Tenbun era (1532-1555) when they relinquished control of 

Buzen to the Otomo clan. This study traces their relationship ending around the time of the Onin War (1467-1477). 

Prior to the Onin War, building had been neglected at Usa shrine and it also faced various problems concerning 

the performing of religious rites, but the appearance of the Ouchi clan solved these problems. The Ouchi clan’s 

control of Buzen relied on the shoen system of Usa Shrine. At this stage, this was not a major problem since they 

both had their own objectives and it enabled both the clan and the shrine to blossom. However, after the Onin 

War, when they were past their heyday, they continued their relationship, but only through sheer enertia. While 

the Ouchi clan continued with its earlier protective policies, it started to show signs of wanting to impose payment 

of produce and service taxes (etsuki) on the shrine. However, wanting the relationship to continue as it had up 

until then, the shrine sought to maintain its vested interests by complaining and citing custom and its annual 

calendar of events. In this sense, whereas before the Onin War Usa Shrine had shown active “independence” 

through the restoration of its buildings and religious rites and the enhanced prestige of its kami, by the time it had 

largely achieved such improvements there must have been aspects that were in a chronic state and had gradually 

come to lack “independence.” During the turbulent years of war when heady changes occurred, the Ouchi clan 

must have wanted to extricate itself from the stagnant relationship that had developed, but could not afford to do 

so on account of its system of control that was built on the shoen system of Usa Shrine. It is plausible that from 

this contradiction as well, there gradually came to be glimpses of a weakening of their relationship of mutual trust. 

For a shrine that erected buildings and performed religious rites and set great store on custom and annual events, 

neglecting such things was a serious problem. It was for this reason that it was absolutely necessary to have a 

relationship with those in power in order to maintain such activities. However, such relationships were extremely 

fluid, and under the social conditions of the late medieval period, they would have changed constantly.


