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日
本
古
代
・
中
世
の
文
書
は
、
そ
の
機
能
と
も
か
か
わ
る
高
い
形
式
性
ゆ
え
に
、
だ
れ
で
も
が
簡

単
に
作
成
し
た
り
、
機
能
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
文
書
と
か
か
わ
り
を
持
つ

人
々
が
古
代
社
会
に
比
べ
て
拡
大
す
る
中
世
社
会
を
考
え
る
う
え
で
は
き
わ
め
て
重
要
な
視
点
で
あ

り
、
中
世
の
支
配
階
級
に
含
ま
れ
な
が
ら
新
興
勢
力
で
も
あ
る
武
士
と
文
書
と
の
関
係
を
捉
え
よ
う

と
す
る
際
に
も
例
外
に
は
な
り
え
な
い
。
と
り
わ
け
、武
士
が
幕
府
な
ど
の
上
位
権
力
か
ら
受
給
し
、

そ
の
家
に
伝
来
し
た
文
書
だ
け
で
な
く
、
武
士
が
よ
り
下
位
の
階
層
に
む
け
て
発
給
し
た
か
た
ち
を

と
る
文
書
の
場
合
、
右
の
よ
う
な
分
析
視
角
は
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
。

　

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
も
と
づ
き
、
鎌
倉
幕
府
が
補
任
し
た
地
頭
（
も
し
く
は
そ
の
代

官
）
の
名
で
作
成
・
発
給
さ
れ
た
上
意
下
達
文
書
で
あ
る
下
文
の
現
存
例
を
収
集
し
、
そ
の
基
礎
的

な
検
討
を
試
み
た
。
事
例
の
ほ
と
ん
ど
は
地
方
の
寺
社
や
そ
れ
と
も
か
か
わ
る
百
姓
身
分
の
有
力
者

の
家
に
伝
来
し
て
お
り
、
地
域
社
会
で
機
能
す
る
文
書
で
あ
っ
た
。

　

下
文
様
式
の
な
か
で
の
形
式
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
幕
府
が
地
頭
た
ち
に
発
給
し
た

下
文
の
様
式
を
模
倣
し
た
も
の
と
は
限
ら
ず
、
幕
府
文
書
か
ら
の
影
響
と
は
異
な
る
系
譜
関
係
を
も

想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
と
深
く
か
か
わ
る
よ
う
に
、
地
頭
下
文
に
は
地
頭
（
も
し
く
は
そ

の
代
官
）
と
な
ら
ん
で
荘
園
や
国
領
の
公
文
が
連
署
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
、
地
頭
下
文
を

実
際
に
作
成
す
る
主
体
に
公
文
が
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
の
場
合
、公
文
は
国
司
や
留
守
所
、

あ
る
い
は
荘
園
領
主
側
か
ら
の
下
文
を
は
じ
め
と
し
た
上
意
下
達
文
書
を
受
給
し
た
り
、
そ
れ
を
参

照
す
る
機
会
が
多
く
、
こ
の
回
路
が
地
頭
下
文
の
多
様
な
形
式
の
違
い
に
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が

指
摘
で
き
る
。

　

地
頭
下
文
は
、
現
存
例
か
ら
の
検
討
か
ら
も
、
地
頭
と
な
っ
た
武
士
の
主
体
的
な
意
志
に
よ
り
彼

ら
の
家
政
で
独
自
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
ふ
ま
え
、
綿
密
な
原
本
調
査
に
も
と

づ
く
本
格
的
な
研
究
が
今
後
進
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
地
頭
、
武
士
、
幕
府
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
、
ア
ー
カ
イ
ヴ
ス
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❶
課
題
の
設
定

　

あ
る
中
世
武
士
の
兄
弟
が
一
四
世
紀
初
め
に
亡
父
の
遺
産
を
め
ぐ
り
激
し
く
対
立

し
た
。
争
奪
の
対
象
は
よ
く
あ
る
所
領
で
は
な
く
、
重
代
の
鎧
と
旗
、
そ
し
て
「
文

書
」
で
あ
っ
た
。
亡
父
の
跡
を
継
い
で
家
督
を
継
承
す
る
嫡
子
が
所
持
す
べ
き
モ
ノ

と
し
て
、
こ
れ
ら
の
文
物
が
競
望
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

相
論
の
当
事
者
に
あ
た
る
兄
と
弟
は
、
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
と
い
う
特
殊
な
身
分

を
帯
び
て
い
た
た
め
、
こ
の
争
い
は
幕
府
の
法
廷
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
そ
の
判
決

文
）
1
（

が
現
在
ま
で
伝
来
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
兄
弟
間
の
相
論
の
背
景
や
裁
判
の
経
過

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
兄
弟
の
祖
父
は
所
領
な
ど
を
子
・
孫
や
妻
に
相
続
さ
せ
る
譲
状

を
作
成
せ
ず
に
死
去
し
て
し
ま
い
、
そ
の
男
子
で
兄
弟
の
父
に
あ
た
る
人
物
が
、
鎌

倉
幕
府
か
ら
嫡
子
と
し
て
遺
領
の
配
分
を
受
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
兄
弟
の
父
も
譲
状

を
作
成
し
な
い
ま
ま
死
去
し
た
こ
と
で
、
再
び
幕
府
か
ら
遺
領
の
配
分
と
家
督
の
継

承
者
が
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

嫡
子
は
兄
と
さ
れ
た
が
、
か
れ
は
前
妻
の
子
で
、
後
妻
の
子
で
あ
る
弟
が
鎧
・
旗
・

「
文
書
」
を
兄
に
渡
さ
な
い
た
め
、
こ
れ
を
不
当
と
し
て
兄
が
幕
府
に
訴
え
た
の
で

あ
る
。
弟
の
母
で
あ
る
後
妻
が
、
ま
さ
に
後
家
と
し
て
亡
夫
の
遺
産
を
管
理
し
て
い

た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

鎌
倉
幕
府
の
成
立
か
ら
一
二
〇
年
余
り
を
経
た
こ
の
裁
判
は
、
御
家
人
と
な
っ
た

地
方
武
士
の
家
を
象
徴
す
る
モ
ノ
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
認
識
が
具
体
的
に
読
み
と

れ
る
事
例
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
鎌
倉
時
代
の
武
士
が
旗
や
鎧
な
ど

の
武
器
・
武
具
を
嫡
子
の
継
承
と
絡
め
て
争
っ
た
事
例
は
、
一
三
世
紀
半
ば
を
嚆
矢

と
し
て
数
例
み
ら
れ
る
が
）
2
（

、
こ
の
兄
弟
間
の
相
論
は
「
文
書
」
が
登
場
す
る
と
こ
ろ

に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
祖
父
・
父
と
連
続
し
て
譲
状
が
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
、つ
ま
り
家
と
財
産
の
継
承
が
そ
の
家
内
部
の
構
成
員
で
完
結
的
に
果
た
さ
れ
ず
、

外
部
権
力
の
実
質
的
な
介
入
を
招
い
て
い
る
こ
と
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
に
違

い
な
い
。

　

兄
弟
が
争
っ
た
「
文
書
」
の
な
か
み
は
不
明
だ
が
、
兄
が
手
に
す
る
は
ず
の
書
面

の
多
く
は
、
幕
府
発
給
文
書
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
現
存
す
る
史
料

の
範
囲
で
も
、
二
代
続
け
て
遺
領
配
分
が
幕
府
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
御
家
人
の
家
は

ほ
か
に
も
数
例
あ
る
）
3
（

。
御
家
人
で
あ
る
と
い
う
限
定
が
必
要
だ
が
、
中
世
の
武
士
は

鎌
倉
時
代
後
期
に
も
な
る
と
、
自
己
の
家
の
存
続
に
文
書
が
不
可
欠
の
機
能
を
は
た

す
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
つ
つ
も
、
家
と
文
書
と
の
関
係
に
ま
だ
ま
だ
未
成
熟
な
部

分
を
抱
え
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
状
況
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
幕
府
か
ら
二
世
代
に
わ
た
り
遺
領
な
ど
の
配
分
を
受
け
た
点
を
除
け

ば
、
こ
の
兄
弟
の
よ
う
な
幕
府
御
家
人
の
家
が
、
幕
府
か
ら
発
給
さ
れ
た
文
書
を

一
三
世
紀
か
ら
保
存
・
伝
来
し
て
い
る
例
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
日
本
の
中
世
文

書
が
増
加
し
て
い
く
要
因
の
ひ
と
つ
が
、
こ
の
よ
う
な
武
士
の
家
に
よ
る
文
書
の
受

給
と
保
存
が
拡
大
し
て
い
く
動
き
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
幕
府
の
御
家
人
と
な
り
、
地
頭
職
に
任
命
さ
れ
た
武
士
た
ち
は
、

上
位
権
力
か
ら
文
書
を
受
け
取
る
だ
け
で
な
く
、
文
書
を
発
給
す
る
主
体
で
も
あ
り

得
た
。子
孫
に
与
え
る
譲
状
や
置
文
な
ど
の
武
士
ど
う
し
で
意
思
疎
通
を
行
う
手
紙
、

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。地
頭
と
し
て
支
配
の
一
端
に
か
か
わ
り
収
入
を
得
る
所
領
、

つ
ま
り
地
域
社
会
に
対
し
て
発
給
す
る
文
書
で
あ
る
。

　

地
頭
と
な
っ
た
御
家
人
の
発
給
す
る
文
書
と
い
え
ば
、
す
で
に
地
頭
下
文
が
知
ら

れ
て
い
る
。
安
田
元
久
氏
は
地
頭
領
主
制
の
展
開
を
論
じ
る
な
か
で
地
頭
下
文
の
具

体
例
に
言
及
し
て
い
る
）
4
（

が
、
そ
の
史
料
的
性
格
を
深
く
掘
り
下
げ
て
は
い
な
い
。
豊

富
な
研
究
蓄
積
を
有
す
る
古
文
書
学
に
お
い
て
も
、
地
頭
下
文
に
関
す
る
論
及
は
皆

無
に
等
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

下
文
は
上
意
下
達
の
目
的
で
用
い
ら
れ
る
文
書
様
式
で
、
文
面
の
冒
頭
に
「
下
」

と
い
う
文
字
が
あ
る
。
平
安
時
代
に
朝
廷
の
公
文
書
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
様
式
で

あ
り
、
そ
れ
が
官
庁
だ
け
で
な
く
摂
関
家
な
ど
の
家
政
機
関
へ
、
さ
ら
に
は
組
織
だ
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け
で
な
く
国
司
や
官
人
な
ど
の
個
人
か
ら
も
発
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

一
二
世
紀
に
入
る
と
、
荘
園
支
配
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
こ
の
下
文
が
使
わ
れ
る）5
（

の
に
加
え
、
武
家
の
棟
梁
ク
ラ
ス
の
軍
事
貴
族
が
麾
下
の
武
士
な
ど
に
こ
の
下
文
を

発
給
す
る
ケ
ー
ス
が
増
加
す
る
）
6
（

。
一
二
世
紀
末
期
の
内
乱
で
は
、
叛
乱
軍
と
し
て
挙

兵
し
た
源
頼
朝
や
源
義
仲
を
は
じ
め
、
数
多
く
の
有
力
武
士
が
個
人
で
下
文
を
発
給

し
た
。
頼
朝
は
ひ
き
つ
づ
き
鎌
倉
幕
府
に
お
い
て
も
下
文
の
文
書
様
式
を
継
承
し
、

形
式
上
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
変
容
を
と
も
な
い
つ
つ
も
、
幕
府
は
下
文
を
も
っ
と

も
格
式
の
高
い
文
書
様
式
と
し
て
使
用
し
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　

地
頭
下
文
と
い
う
の
は
、
こ
の
幕
府
の
発
給
す
る
下
文
と
同
列
で
は
な
く
、
発
給

者
の
階
層
で
い
え
ば
、
よ
り
下
位
に
属
す
る
者
の
下
文
で
あ
る
。
幕
府
の
下
文
を
も

ら
う
地
頭
ク
ラ
ス
の
名
前
で
出
さ
れ
る
下
文
に
な
る
が
、
幕
府
の
下
文
と
地
頭
の
下

文
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
①
ど
の
よ
う
な
形
式
を
も

ち
、
②
い
か
な
る
目
的
で
発
給
さ
れ
た
の
か
、
③
だ
れ
が
受
給
・
伝
来
し
て
い
る
の

か
、
と
い
っ
た
基
礎
的
な
問
題
に
関
し
て
不
明
点
が
少
な
く
な
い
。

　

幕
府
か
ら
所
領
・
所
職
の
新
給
や
安
堵
な
ど
の
目
的
で
下
文
を
受
け
取
る
地
頭
が

出
し
た
下
文
、
と
い
う
歴
史
的
条
件
か
ら
す
れ
ば
、
地
頭
ク
ラ
ス
よ
り
階
層
的
に
下

位
の
人
物
や
集
団
に
対
し
、
所
領
・
所
職
の
安
堵
な
ど
に
関
し
て
、
地
頭
が
幕
府
の

下
文
に
形
式
的
に
倣
っ
て
出
し
た
文
書
、
と
い
う
予
想
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
と
な
っ
て
地
頭
に
任
命
さ
れ
た
武
士
よ
り
下
位
の
階
層
の
位

置
づ
く
人
間
や
集
団
と
い
え
ば
、
お
お
ま
か
に
は
百
姓
や
百
姓
た
ち
の
つ
く
る
村
落

が
思
い
つ
く
。
し
か
し
、
百
姓
の
家
や
村
落
が
中
世
文
書
を
現
在
に
い
た
る
ま
で
伝

来
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
般
的
に
は
畿
内
近
国
で
早
く
て
も
一
三
世
紀
後
半

で
あ
り
、
前
述
し
た
御
家
人
身
分
の
武
家
と
文
書
と
の
関
係
よ
り
さ
ら
に
不
安
定
性

が
つ
き
ま
と
う
。

　

鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
地
頭
下
文
の
伝
来
数
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
研
究

対
象
と
し
て
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
も
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
起

因
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
地
頭
下
文
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
武
士

や
武
士
の
家
と
文
書
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
の
、
新
た
な
分
析
視
角

と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
武
士
や
武
士
の
家
と
い
う
歴
史
的
存
在
を
要
素

と
し
て
持
つ
中
世
文
書
が
階
層
的
に
い
か
な
る
射
程
を
も
つ
か
、
と
い
う
論
点
に
も

つ
な
が
る
。

　

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
に
、
鎌
倉
時
代
の
地
頭
下
文
を
な
る
べ
く

広
く
収
集
し
て
、
前
述
し
た
①
②
③
の
問
題
を
帰
納
的
に
論
じ
、
地
頭
下
文
に
つ
い

て
の
基
礎
的
な
情
報
を
得
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

❷
他
史
料
に
引
用
さ
れ
た
地
頭
下
文

　

現
存
す
る
地
頭
下
文
の
事
例
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
は
文
書
そ
の
も
の
は
伝
来

し
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
の
信
用
し
う
る
史
料
に
登
場
す
る
地
頭
下
文
の
例
を
確
認
し

な
が
ら
、
お
お
ま
か
な
傾
向
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

鎌
倉
幕
府
で
の
訴
訟
と
な
っ
て
発
給
さ
れ
た
判
決
状
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
地
頭
下

文
の
例
に
共
通
す
る
の
は
、
九
州
地
方
で
典
型
的
に
み
ら
れ
る
名
主
ク
ラ
ス
の
国
御

家
人
が
地
頭
下
文
を
受
給
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
早
い
事
例
は
、
薩

摩
国
嶋
津
荘
薩
摩
方
高
城
郡
吉
枝
名
の
前
名
主
弥
伴
太
郎
師
永
が
一
二
世
紀
末
葉
か

ら
の
代
々
の
地
頭
下
文
を
帯
持
し
て
い
る
、
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
）
7
（

。
た
だ
し
、

同
様
の
事
例
は
九
州
以
外
の
地
域
で
も
確
認
で
き
る
。
や
や
長
い
引
用
に
な
る
が
、

つ
ぎ
の
史
料
を
み
て
み
た
い
。

先
日
令
言
上
候
処
、
白
崎
蔵
人
之
夜
打

間
事
、
今
月
七
月
四
日
到
来
、
白
崎
蔵
人
之
墓
仁
遠

江
守
殿
之
御
使
字
紀
三
行
房
と
申
候
者
、
帯
御
文
、

全
不
可
有
守
護
所
成
敗
之
由
申
天
、
守
護
所
使
を
追
□

候
之
間
、
さ
ゝ
へ
申
候
処
者
、
彼
蔵
人
年
来
之
間
、
於

御
家
人
と
守
護
所
仁
祇
候
来
身
也
、
住
処
又
以
然
也
、
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何
始
如
此
不
可
致
守
護
所
之
沙
汰
由
、
可
出
来
候
哉
、

設
有
其
儀
者
、
子
細
遠
江
守
殿
在
京
、
守
殿
在
京

御
坐
、
於
京
都
御
沙
汰
候
天
、
不
可
入
守
護
所
之
由
、
守
殿

可
御
教
書
給
候
処
に
、
無
其
成
敗
、
単
被
追
立
之
條
、
無

謂
之
由
申
天
さ
ゝ
へ
て
候
也
、
此
條
何
様
か
候
可
候
覧
、

遠
江
殿
御
文
安
文
并
大
塩
保
地
頭
法
橋
下
文
案
文
、

為
進
覧
令
進
之
候
、
且
遠
江
殿
京
に
御
坐
候
、
御
沙

汰
候
天
随
被
仰
下
候
は
ん
旨
、
可
致
其
沙
汰
候
也
、

恐
々
、

　
　
　

七
月
五
日　
　
　
　
　
　

武
者
所
経
保
上）
8
（

　

建
保
二
年（
一
二
一
四
）か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
書
状
で
、醍
醐
寺
所
蔵
の
聖
教「
諸

尊
道
場
観
集
」
の
紙
背
文
書
に
含
ま
れ
る
。
こ
の
紙
背
文
書
群
の
多
く
は
、
有
力
御

家
人
で
京
都
政
界
と
も
つ
な
が
る
大
内
惟
義
の
手
許
に
集
ま
っ
た
文
書
が
反
古
に
さ

れ
、
聖
教
の
料
紙
に
再
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
）
9
（

、
右
の
書
状
も
武
者
所
経

保
な
る
人
物
が
大
内
惟
義
に
書
き
送
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

内
容
は
白
崎
蔵
人
の
夜
打
ち
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
同
人
の
墓
を
め
ぐ
っ
て
の
ト
ラ

ブ
ル
に
と
も
な
う
も
の
で
、
白
崎
蔵
人
と
武
者
所
経
保
は
と
も
に
越
前
国
の
国
御
家

人
と
考
え
ら
れ
る
。
武
者
所
を
名
乗
る
鎌
倉
時
代
の
国
御
家
人
は
隣
国
の
若
狭
国

に
も
お
り
、
国
府
の
関
係
者
が
守
護
を
通
し
て
幕
府
の
御
家
人
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
）
10
（

。

　

越
前
の
守
護
所
に
も
仕
え
て
い
た
白
崎
蔵
人
の
墓
地
に
つ
い
て
、
京
都
に
い
る
越

前
守
護
（
遠
江
守
＝
大
江
親
広
）
の
使
者
だ
と
い
う
者
が
現
地
に
居
座
り
、
越
前
の

守
護
所
に
よ
る
関
与
を
排
除
し
た
こ
と
を
不
当
だ
と
経
保
は
訴
え
て
い
る
。
在
京
中

の
守
護
が
そ
の
よ
う
な
処
置
を
す
る
な
ら
ば
、
守
護
の
御
教
書
が
出
る
は
ず
だ
が
、

そ
れ
は
な
い
と
し
て
、
経
保
は
そ
も
そ
も
越
前
守
護
の
指
示
で
あ
る
の
か
怪
し
ん
で

い
る
わ
け
だ
。
そ
う
し
た
主
張
を
立
証
す
る
た
め
に
、
経
保
は
越
前
守
護
が
出
し
て

使
者
に
持
た
せ
た
と
い
う
文
書
の
案
文
と
、
大
塩
保
の
地
頭
が
発
給
し
た
下
文
の
案

文
を
書
状
に
副
え
て
提
出
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
後
者
の
地
頭

下
文
で
あ
る
。

　

白
崎
蔵
人
が
名
字
の
地
と
し
た
白
崎
は
、
越
前
国
の
大
塩
保
と
い
う
単
位
所
領
の

な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
）
11
（

。
大
塩
保
の
地
頭
で
下
文
を
発
給
し
た
法
橋
が
誰

な
の
か
不
明
だ
が
、
大
塩
保
に
含
ま
れ
る
白
崎
を
本
拠
と
し
た
武
士
に
地
頭
が
出
し

た
下
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
白
崎
と
い
う
所
領
の
相
伝
知
行
を
大
塩
保

地
頭
が
安
堵
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
名
主
ク
ラ
ス
の
国
御
家
人

が
知
行
し
て
き
た
所
領
へ
の
地
頭
下
文
に
よ
る
安
堵
は
、
東
国
と
境
界
を
接
す
る
地

域
で
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
荘
・
保
レ
ヴ
ェ
ル
の
地
頭
が
、
領
域
内
で
国
御
家
人
の
身
分

を
も
つ
名
主
ク
ラ
ス
に
所
領
安
堵
の
下
文
を
発
給
す
る
の
が
幕
府
の
制
度
で
あ
っ
た

の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
。

　

さ
き
に
ふ
れ
た
薩
摩
高
城
郡
の
甑
下
島
で
は
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
に
地
頭

が
新
た
に
補
任
さ
れ
、
郡
司
職
の
権
益
が
侵
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
数
年
後

に
訴
訟
と
な
っ
た
が
、
訴
え
ら
れ
た
現
在
の
地
頭
は
前
地
頭
が
代
々
に
わ
た
り
進
止

し
て
き
た
の
で
、「
私
に
下
文
を
成
し
た
」
の
だ
と
反
論
し
て
い
る
）
12
（

。

　

地
頭
下
文
は
地
頭
の
意
志
ま
た
は
判
断
で
発
給
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
幕
府

の
指
揮
命
令
系
統
に
も
と
づ
く
文
書
発
給
行
為
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
点
は
地
頭
下
文
の
歴
史
的
性
格
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
点
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
高
城
郡
の
事
例
も
そ
う
だ
が
、
新
た
に
大
量
の
地
頭
が
補
任
さ
れ
た

承
久
の
乱
後
は
、
幕
府
か
ら
没
収
の
対
象
と
な
っ
た
荘
園
な
ど
の
現
地
に
地
頭
下
文

を
帯
し
た
武
士
た
ち
（
地
頭
代
官
で
あ
ろ
う
）
が
入
り
込
み
、
荘
園
支
配
に
強
引
に

介
入
し
て
荘
園
領
主
側
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
伊
勢
国
曽
根
荘
の
よ
う
な
事
例
）
13
（

が
西

国
を
中
心
に
頻
発
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

越
中
国
岡
成
名
で
は
、
名
主
の
岡
成
氏
が
安
貞
年
間
（
一
二
二
七
〜
九
）
に
、
承

久
の
乱
時
に
北
陸
道
大
将
軍
と
な
っ
た
名
越
朝
時
へ
名
主
職
を
寄
進
し
て
以
来
、
地
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頭
代
官
職
の
宛
文
（
任
命
状
）
が
岡
成
氏
の
子
孫
に
書
き
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の

ひ
と
り
岡
成
景
長
は
、
父
か
ら
も
ら
っ
た
建
長
年
間
の
譲
状
を
地
頭
尾
張
（
足
利
）

宗
家
に
捧
げ
、
弘
長
二
年
八
月
三
日
の
地
頭
下
文
に
よ
り
代
官
職
を
安
堵
さ
れ
た
と

い
う
。

　

鎌
倉
時
代
末
期
の
岡
成
名
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
判
決
文
）
14
（

か
ら
知
ら
れ
る
事
実
だ
が
、

幸
い
に
も
判
決
文
に
は
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
の
地
頭
下
文
の
内
容
が
一
部
引
用

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
と
づ
き
下
文
を
部
分
的
に
復
元
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

な
る
。下　

散
位
清
原
景
長

　

可
令
早
領
知
越
中
国
西
條
郷
内
岡
成
名
田
畠
事

右
、
守
親
父
盛
景
建
長
二
年
十
二
月
十
七
日
譲
状
、
可
令
領
掌
、
…

　
　

弘
長
二
年
八
月
三
日

　

発
給
者
で
あ
る
地
頭
が
下
文
中
の
ど
こ
に
、
ど
の
よ
う
に
署
判
し
た
の
か
は
わ
か

ら
ず
、
書
止
文
言
も
不
明
だ
が
、
一
定
の
形
式
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す

な
わ
ち
、
文
書
冒
頭
の
「
下
」
に
つ
づ
け
て
、
こ
の
下
文
に
よ
っ
て
安
堵
を
受
け
、

文
書
の
受
給
者
で
も
あ
る
人
物
の
名
前
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
安
堵
の
対
象
と
な

る
所
領
名
を
記
し
た
事
書
が
あ
り
、
事
実
書
で
は
安
堵
の
前
提
に
あ
る
譲
状
が
示
さ

れ
て
、
書
き
止
め
へ
向
か
う
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
鎌
倉
幕
府
の
発
給
し
た
下
文
で
い
う
と
、
一
三
世
紀
第
2
四
半
世
紀
の
摂

家
将
軍
期
に
出
現
し
た
形
式
に
も
っ
と
も
近
い
。

　

ご
く
初
期
の
頼
朝
下
文
を
除
い
て
、
鎌
倉
幕
府
の
発
給
す
る
下
文
（
将
軍
の
袖
判

下
文
ま
た
は
政
所
下
文
）
は
、「
下
」
の
あ
と
に
地
頭
職
な
ど
が
補
任
さ
れ
る
所
領

の
荘
官
や
住
人
が
記
さ
れ
、
か
れ
ら
を
形
式
上
の
宛
先
と
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
源
家
将
軍
が
途
絶
え
て
九
条
頼
経
将
軍
期
か
ら
、
地
頭
職
な
ど

に
補
任
さ
れ
る
御
家
人
等
の
名
前
が
「
下
」
の
文
字
の
下
に
記
さ
れ
、
形
式
上
の
宛

先
と
文
書
の
受
け
取
り
人
が
一
致
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
）
15
（

。

　

佐
藤
進
一
氏
は
こ
の
よ
う
な
変
化
の
背
景
に
、
地
頭
職
を
官
職
と
と
ら
え
て
補
任

対
象
の
所
領
に
周
知
す
る
か
た
ち
か
ら
、
御
家
人
に
対
す
る
恩
給
の
意
味
を
強
め
て

そ
れ
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
文
書
上
に
表
現
す
る
か
た
ち
へ
と
、
職
を
め
ぐ
る
観
念
の
変

化
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
幕
府
成
立
以
前
か
ら
公
家
社
会
で
発

給
さ
れ
て
い
た
下
文
の
宛
先
様
式
か
ら
幕
府
の
独
自
な
そ
れ
へ
の
展
開
で
も
あ
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
）
16
（

。

　

右
の
下
文
を
発
給
し
た
地
頭
の
足
利
尾
張
三
郎
宗
家
は
足
利
一
族
の
有
力
御
家
人

で
あ
る
。
鎌
倉
期
に
足
利
氏
の
惣
領
が
発
給
し
た
下
文
に
つ
い
て
は
、
福
田
豊
彦
氏

の
先
駆
的
な
研
究
）
17
（

が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
四
月
廿
四

日
の
足
利
家
時
袖
判
下
文
が
地
頭
代
官
を
補
任
す
る
際
に
形
式
上
の
宛
先
を
所
領
名

で
表
記
し
て
お
り
、
補
任
さ
れ
る
人
物
（
当
該
文
書
を
受
給
す
る
人
物
）
が
形
式
上

の
宛
先
に
記
さ
れ
た
初
見
例
は
、
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
ま
で
く
だ
る
。
尾
張
宗

家
は
当
該
期
の
足
利
氏
で
独
自
な
立
ち
位
置
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
下
文
の
様
式
変
化

へ
の
対
応
は
足
利
氏
惣
領
よ
り
も
早
い
こ
と
に
な
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
下
文
の
地
頭
本
人
は
越
中
国
の
現
地
か
ら
は
遊
離
し
て
お

り
、
む
し
ろ
活
動
の
拠
点
を
鎌
倉
に
置
く
都
市
領
主
の
武
士
で
、
厳
重
な
フ
ォ
ー
マ

ッ
ト
を
も
つ
文
書
の
作
成
に
も
対
応
で
き
る
執
筆
・
右
筆
を
抱
え
て
い
た
は
ず
だ
。

そ
の
こ
と
が
幕
府
の
発
給
す
る
下
文
の
様
式
と
の
直
接
的
な
影
響
関
係
を
推
察
さ
せ

る
わ
け
だ
が
、
鎌
倉
時
代
の
地
頭
と
地
頭
下
文
が
す
べ
て
こ
の
例
に
あ
て
は
ま
る
か

と
い
え
ば
、
否
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

ひ
と
く
ち
に
地
頭
と
い
っ
て
も
、
補
任
さ
れ
た
人
物
に
は
政
治
的
・
経
済
的
な
階

層
差
が
あ
り
、
地
頭
下
文
に
つ
い
て
検
討
す
る
う
え
で
も
、
そ
の
点
に
十
分
留
意
す

る
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
他
の
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
地
頭
下

文
の
考
察
結
果
と
の
比
較
も
意
識
し
な
が
ら
、
現
存
す
る
地
頭
下
文
の
収
集
例
に
も

と
づ
く
検
討
を
具
体
的
に
は
じ
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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❸
ア
ー
カ
イ
ヴ
ス
論
的
検
討

　

鎌
倉
時
代
の
地
頭
下
文
（
正
文
・
案
文
・
写
）
を
『
鎌
倉
遺
文
』
か
ら
抽
出
し
、

そ
れ
に
未
収
の
事
例
を
若
干
加
え
て
み
る
と
、
表
1
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
宛
所

欄
に
は
各
文
書
の
「
下
」
に
つ
づ
く
文
字
列
を
記
し
た
（
空
欄
の
場
合
は
文
書
じ
た

い
に
記
載
が
な
い
こ
と
を
示
す
）。

　

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
表
1
に
あ
る
四
二
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
と

よ
り
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
多
く
を
採
録
し
た
『
鎌
倉
遺
文
』
の
編
者
が
、
形
式
上
の

不
備
な
ど
か
ら
文
書
の
真
偽
に
疑
問
を
付
し
た
例
も
含
ま
れ
て
い
る
。
私
も
こ
れ
ら

の
地
頭
下
文
を
す
べ
て
真
正
な
文
書
の
正
文
な
い
し
案
文
・
写
と
し
て
扱
え
る
と
は

思
っ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
全
点
に
わ
た
る
綿
密
な
原
本
調
査
を
な
し
得
て
い
な
い
状
況
下
で
、
し

か
も
貴
族
社
会
や
幕
府
か
ら
発
給
さ
れ
る
下
文
の
整
っ
た
様
式
を
物
差
し
に
、
地
頭

下
文
の
真
偽
を
一
義
的
に
決
定
し
て
よ
い
か
ど
う
か
に
は
大
い
に
疑
問
が
残
る
。
そ

も
そ
も
中
世
の
地
域
社
会
で
機
能
し
保
存
さ
れ
て
き
た
文
書
（
群
）
の
研
究
は
、
菅

浦
文
書
な
ど
ご
く
一
部
に
つ
い
て
成
果
）
18
（

を
あ
げ
る
に
止
ま
っ
て
お
り
、
狭
義
の
古
文

書
学
は
も
と
よ
り
、
近
年
の
史
料
学
に
お
い
て
も
、
十
分
な
検
討
対
象
と
は
な
り
え

て
い
な
い
。

　

ま
た
、
仮
に
偽
文
書
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
下
文
の
様
式
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い

人
物
が
そ
れ
を
作
成
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
案
文
や
写
の
場
合
も

含
め
て
、
そ
れ
ら
が
作
成
さ
れ
る
前
提
に
真
正
な
下
文
が
あ
っ
た
可
能
性
を
排
除
で

き
な
い
）
19
（

。
事
実
、
右
に
列
記
し
た
地
頭
下
文
は
、
近
世
以
降
の
想
像
や
創
造
に
よ
る

こ
と
が
明
白
な
文
書
で
は
な
く
、
お
お
む
ね
中
世
文
書
の
様
式
に
則
っ
て
書
か
れ
て

い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
今
後
の
本
格
的
検
討
に
供
す
る
た
め
に
も
、
本
稿
で
は

現
存
す
る
地
頭
下
文
の
真
偽
認
定
を
目
的
と
は
せ
ず
、
概
要
の
把
握
と
下
文
様
式
に

お
け
る
形
式
の
類
型
化
か
ら
想
定
し
う
る
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
と

し
た
い
。

　

表
1
に
列
挙
し
た
以
外
に
も
、
北
条
氏
の
得
宗
家
な
ど
が
地
頭
職
を
も
つ
所
領
に

つ
い
て
、
被
官
を
地
頭
代
に
補
任
し
た
下
文
も
現
存
し
て
い
る
が
、
地
頭
下
文
の
一

般
例
に
含
め
て
検
討
す
る
前
に
独
自
な
分
析
が
必
要
と
考
え
て
、
今
回
は
除
外
し
て

あ
る
。

　

ま
た
、
差
出
者
が
地
頭
で
あ
る
明
証
を
得
ら
れ
な
い
が
、
地
頭
下
文
で
あ
る
可
能

性
の
高
い
史
料
と
し
て
、
表
2
に
掲
げ
た
事
例
が
あ
る
（
収
集
が
不
十
分
な
た
め
、

今
後
も
っ
と
多
く
の
事
例
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
）。
い
ず
れ
も
地
域

社
会
の
寺
社
関
係
所
職
を
補
任
す
る
内
容
は
も
と
よ
り
、
筆
跡
や
花
押
の
形
状
・
書

き
ぶ
り
、
発
給
者
の
官
途
・
姓
な
ど
か
ら
、
京
都
や
奈
良
の
荘
園
領
主
側
か
ら
発
給

さ
れ
た
文
書
と
は
考
え
に
く
い
点
が
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
加
え
れ
ば
、
地
頭

下
文
の
現
存
例
が
五
〇
点
を
こ
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

さ
ら
に
、
地
頭
（
地
頭
代
）
が
差
出
者
に
な
っ
て
い
て
下
文
の
類
例
と
み
る
べ
き

様
式
を
も
つ
史
料
も
、

建
暦
二
年
十
一
月
日　

公
文
・
地
頭
連
署
宛
文　

都
甲
文
書
（
一
九
五
四
号
）

文
永
五
年
十
月
日　

　

地
頭
代
某
補
任
状　

有
光
家
文
書　

未
収

永
仁
六
年
二
月
日　

　

地
頭
代
宛
行
状　

大
山
寺
文
書
（
一
九
六
一
二
号
）

な
ど
が
あ
る
も
の
の
、
ひ
と
ま
ず
地
頭
下
文
に
は
含
め
ず
参
考
事
例
と
し
て
掲
げ
る

に
と
ど
め
る
（
カ
ッ
コ
内
の
数
字
は
『
鎌
倉
遺
文
』
の
収
録
番
号
を
示
す
）。

　

以
上
の
よ
う
な
限
定
を
加
え
た
一
覧
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
地
頭
下

文
の
現
存
例
を
通
覧
す
る
と
、
そ
の
伝
来
・
所
蔵
先
は
、
前
節
で
概
観
し
た
鎌
倉
時

代
の
他
史
料
か
ら
読
み
と
れ
る
地
頭
下
文
の
受
給
者
（
国
御
家
人
の
名
主
ク
ラ
ス
な

ど
）
と
ほ
ぼ
重
な
り
、
地
方
の
寺
社
や
地
域
社
会
の
有
力
者
で
あ
る
こ
と
が
読
み
と

れ
る
。

　

下
文
に
は
限
ら
な
い
が
、
地
域
社
会
を
構
成
す
る
寺
社
や
村
落
・
百
姓
に
対
す
る

地
頭
の
発
給
文
書
が
伝
来
す
る
た
め
に
は
、
供
僧
・
神
主
を
担
う
家
や
有
力
百
姓
の
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表１

日
　

付

　

文

書

名

伝

来

先

宛

所

書
止
文
言

遺
文
番
号

1

建
久
元
年
九
月　

日

地
頭
代
・
沙
汰
人
連
署
下
文

田
所
家
文
書

（
欠
失
）

…
等
任
先
例
、
勿
違
失
、
故
下

　

四
八
二

2

建
久
三
年
四
月
七
日

地
頭
代
・
田
所
連
署
下
文

吉
田
神
社
文
書

仍
以
此
旨
、
…
等
宜
令
承
知
、
敢
不
可
違
失
、
故
以
下

　

五
八
八

3

建
仁
元
年
八
月　

日

地
頭
長
谷
部
某
下
文
案

西
光
寺
文
書

南
志
見
村
沙
汰
事

敢
不
可
為
煩
、
仍
如
件

一
二
四
〇

4

元
久
二
年
七
月
十
四
日

地
頭
平
某
下
文

大
山
積
神
社
文
書

伊
予
国
三
嶋
社
神
官
等

…
之
状
如
件
、
以
下

一
五
五
五

5

建
永
二
年
五
月
廿
一
日

地
頭
佐
々
木
広
綱
下
文

国
分
寺
文
書

隠
岐
国
住
人
等

仍
下
知
如
件
、
宜
承
知
、
勿
違
失
、
故
下

補
五
一
〇

6

承
元
三
年
三
月
九
日

地
頭
代
源
某
下
文
写

飯
盛
社
古
文
書
類
写

早
良
郡
得
永
御
領

…
等
宜
承
知
、
不
可
違
失
、
□
仰
如
件
、
以
下

一
七
八
三

7

承
元
四
年
九
月
三
十
日

惣
地
頭
代
・
惣
公
文
連
署
下
文

宗
像
神
社
文
書

野
坂
庄

…
等
宜
承
知
、
勿
違
失
、
故
下

一
八
四
四

8

建
暦
二
年
十
月
廿
二
日

惣
地
頭
兼
預
所
大
江
某
下
文

宗
像
神
社
文
書

野
坂
御
庄
今
犬
所

…
之
状
如
件
、
…
等
宜
承
知
、
敢
勿
違
失
、
故
下

一
九
四
七

9

建
暦
三
年
十
月
十
七
日

地
頭
代
大
江
某
下
文

大
悲
王
院
文
書

楠
田
寺
智
教
房
所

…
之
状
、
所
宛
行
如
件

二
〇
三
九

10

建
保
二
年
八
月　

日

地
頭
某
下
文
案

西
光
寺
文
書

大
屋
庄
南
志
見
村
西
光
寺

宜
可
書
煩
者
也
、
以
下

二
一
二
三

11

建
保
三
年
二
月　

日

地
頭
平
某
・
公
文
某
等
連
署
下
文
案

有
光
家
文
書

正
吉
公
文
百
姓
等

…
等
宜
承
知
、
不
可
違
失
、
故
以
下

未
収

12

建
保
三
年
七
月　

日

地
頭
代
実
平
下
文

思
文
閣
古
書
目
録

…
等
宜
承
知
、
勿
違
失
、
仍
執
達
如
件

二
一
七
二

13

建
保
三
年
七
月　

日

地
頭
代
実
平
下
文

医
王
寺
文
書

…
等
宜
承
知
、
勿
違
失
、
仍
執
達
如
件

補
六
九
六

14

承
久
三
年
八
月
十
三
日

廣
澤
某
袖
判
下
文
案

比
牟
礼
八
幡
神
社
文
書

ひ
む
れ
の
や
し
ろ
の
代
々
し
き
事

よ
ろ
し
く
れ
う
ち
し
て
、
ゐ
し
つ
す
る
事
な
か
れ
、
よ
つ
て
仰
処
如
件

二
七
九
八

15

承
久
三
年
十
月
三
日

平
繁
基
下
文

普
光
寺
文
書

浦
佐
村
天
主
堂

仍
住
民
等
宜
承
知
、
敢
勿
違
失
、
故
下

二
八
四
四

16

承
久
三
年
十
一
月
十
六
日

地
頭
某
下
文

有
光
家
文
書

正
吉
郷
八
幡
大
宮
司
大
夫
職

仍
…
等
可
□
承
知
之
状
如
件

未
収

17

元
仁
二
年
二
月
日

地
頭
某
下
文

長
福
寺
文
書

成
富
所

…
之
状
如
件

補
八
五
一

18

建
保
七
年
二
月
五
日

地
頭
左
近
将
監
某
下
文

荘
司
家
文
書

木
本
嶋
下
司
職
事

敢
住
人
百
姓
等
、
不
可
有
違
失
状
、
如
件

未
収　

注

19

寛
喜
元
年
九
月
十
一
日

地
頭
橘
某
下
文

荘
司
家
文
書

木
本
嶋
下
司
職
事

敢
在
地
住
人
百
姓
等
、
不
可
違
失
、
故
下

注

20

寛
喜
三
年
十
一
月
十
四
日

地
頭
弾
正
忠
源
某
下
文

荘
司
家
文
書

志
摩
国
木
本
御
厨
百
姓
等

…
之
状
如
件
、
土
民
等
宜
□
□
、
勿
違
失
、
以
下

注

21

寛
元
元
年
四
月
廿
九
日

地
頭
藤
原
某
下
文

揖
夜
神
社
文
書

…
之
状
、
下
知
如
件

六
一
七
六

22

寛
元
四
年
二
月
八
日

地
頭
左
衛
門
尉
某
下
文

三
串
木
野
頂
峯
院
文
書

先
達
延
慶
所

…
之
状
如
件
、
以
下

六
六
二
五

23

建
長
六
年
二
月　

日

地
頭
蓮
親
下
文

住
吉
神
社
文
書

嶋
戸
関
沙
汰
人
百
姓
等
所

…
之
状
如
件

七
七
一
四

24

正
嘉
二
年
四
月
三
日

地
頭
代
某
下
文

宗
像
神
社
文
書

今
犬
名
安
養
寺
田
取
除
陸
段
事

仍
為
向
後
証
文
、
執
達
如
件

未
収

25

弘
長
元
年
十
一
月　

日

地
頭
代
大
江
某
下
文
写

奈
古
神
社
司
文
書

仍
…
等
宜
承
知
、
不
可
違
失
、
故
以
下

八
七
五
〇

26

弘
長
三
年
二
月　

日

地
頭
某
下
文
写

奈
古
神
社
司
文
書

仍
…
等
宜
承
知
、
不
可
違
失
、
以
下

八
九
三
三

27

弘
長
三
年
三
月
廿
日

地
頭
某
下
文
写

奈
古
神
社
司
文
書

仍
下
知
如
件

八
九
四
四

28

文
永
二
年
三
月　

日

地
頭
某
下
文
写

奈
古
神
社
司
文
書

…
之
状
如
件

九
二
四
八

29

文
永
十
年
八
月
一
日

某
袖
判
下
文

秦
家
文
書

…
之
状
如
件

一
一
三
七
三

30

文
永
十
一
年
七
月
廿
日

地
頭
代
某
下
文

安
倍
武
雄
氏
文
書

…
之
状
如
件

一
一
六
九
二

31

文
永
十
一
年
七
月
廿
日

地
頭
代
某
下
文

安
倍
武
雄
氏
文
書

…
之
状
如
件

一
一
六
九
三

32

文
永
十
一
年
八
月　

日

預
所
兼
地
頭
藤
原
某
下
文

観
音
寺
文
書

六
人
部
新
庄

…
之
状
如
件

一
一
七
一
〇

33

建
治
元
年
六
月　

日

地
頭
某
下
文

阿
弥
陀
寺
文
書

伊
賀
地
関
所
沙
汰
人
等
所

…
之
状
如
件

一
一
九
四
〇

34

建
治
三
年
二
月　

日

地
頭
藤
原
盛
縄
下
文

小
早
川
文
書

源
次
郎
所

…
之
状
如
件

一
二
六
七
〇

35

建
治
三
年
四
月
九
日

地
頭
代
・
公
文
連
署
下
文

秦
家
文
書

為
後
日
下
知
如
件

一
二
七
〇
〇

36

弘
安
元
年
十
二
月　

日

預
所
兼
地
頭
代
大
江
・
公
文
代
連
署
下
文

長
田
家
文
書

八
幡
奈
古
宮

…
等
宜
承
知
、
不
違
失
、
故
以
下

一
三
三
四
七

37

弘
安
二
年
二
月
廿
六
日

地
頭
代
某
下
文
案

有
光
家
文
書

長
門
国
富
安
正
吉
村
住
人
弘
重
屋
敷
事

仍
下
知
□
□
如
件

未
収

38

弘
安
七
年
五
月　

日

地
頭
某
・
公
文
某
連
署
下
文

安
芸
文
書

僧
快
真
所

…
之
状
如
件

一
五
二
〇
四

39

弘
安
十
一
年
卯
月
十
三
日

地
頭
代
願
□
下
文

大
音
家
文
書

塩
山
事

仍
為
後
日
証
文
之
状
如
件

一
六
五
六
八

40

永
仁
二
年
十
一
月
八
日

地
頭
代
円
性
・
公
文
連
署
下
文

秦
家
文
書

多
烏
本
堂
大
福
寺
妻
戸
相
論
事

敢
以
不
可
違
失
之
状
如
件

一
八
六
九
二

41

永
仁
六
年
二
月　

日

惣
地
頭
代
某
袖
判
下
文

梅
津
文
書

仍
補
任
之
状
如
件

一
九
六
一
五

42

文
保
元
年
十
月　

日

地
頭
代
宗
守
下
文

秦
家
文
書

手
石
は
の
ま
ふ
く
ら
き
か
ミ
の
ま
へ
あ
ミ
の
事

仍
為
後
日
沙
汰
、
証
文
之
状
如
件

二
六
四
一
四
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家
が
成
立
・
存
続
す
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
の
不
安
定
性
を
い
ま

だ
伴
い
な
が
ら
も
、
一
三
世
紀
後
半
に
な
る
と
畿
内
や
西
国
で
一
定
の
条
件
が
整
い

つ
つ
あ
る
状
況
を
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
御
家
人
と
な
っ
た
武
士
が
多
数
を

し
め
る
地
頭
や
そ
の
代
官
と
の
文
書
を
介
し
た
直
接
的
な
つ
な
が
り
、
影
響
の
お
よ

ぶ
階
層
範
囲
が
、
地
域
社
会
の
寺
院
・
神
社
や
有
力
百
姓
た
ち
を
下
限
と
し
て
い
る

こ
と
を
も
示
す
。

　

た
だ
し
、
時
期
ご
と
の
数
量
的
分
布
に
つ
い
て
み
る
と
、
地
頭
職
の
補
任
が
西
国

を
中
心
に
拡
大
し
た
承
久
の
乱
後
、
す
な
わ
ち
承
久
三
年
以
後
の
文
書
が
全
体
の
三

分
の
二
近
く
を
し
め
る
こ
と
は
予
想
の
範
囲
だ
が
、
意
外
な
こ
と
に
、
一
四
世
紀
に

入
る
と
そ
の
数
は
激
減
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
前
掲
し
た
参
考
例
が
地
頭
（
地

頭
代
）
の
立
場
か
ら
発
給
さ
れ
た
下
文
だ
と
す
る
と
、
地
頭
下
文
じ
た
い
は
一
四
世

紀
に
入
っ
て
も
一
定
の
発
給
例
を
確
認
し
う
る
が
、
そ
の
文
書
の
発
給
者
が
地
頭
で

あ
る
か
否
か
を
明
記
し
な
い
ケ
ー
ス
が
増
加
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
意
味

で
、
現
存
例
か
ら
は
一
三
世
紀
後
半
に
地
頭
下
文
の
盛
期
が
あ
る
と
い
う
様
相
が
見

て
取
れ
る
。

　

地
域
社
会
に
お
け
る
文
書
受
給
者
側
の
「
家
」
の
漸
進
的
拡
大
と
い
う
時
代
的
趨

勢
と
は
逆
行
す
る
地
頭
下
文
の
残
存
傾
向
は
、
こ
の
文
書
の
歴
史
的
性
格
を
あ
ら
わ

す
、
も
う
ひ
と
つ
の
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

発
給
の
目
的
で
は
前
節
の
分
析
事
例
か
ら
広
が
り
を
も
つ
よ
う
で
、
表
1
の
四
二

点
を
発
給
目
的
か
ら
分
類
す
る
と
、
神
主
職
・
院
主
職
と
い
っ
た
所
職
の
補
任
や
田

畠
の
宛
行
が
も
っ
と
も
多
く
、
村
郷
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
相
論
に
対
す
る
裁
許
の
例
も
散

見
さ
れ
る
。
と
は
い
え
注
意
が
必
要
な
の
は
、
地
頭
が
こ
れ
ら
の
下
文
を
発
給
す
る

に
際
し
て
、
幕
府
か
ら
の
指
示
や
命
令
を
受
け
て
補
任
や
裁
許
を
し
て
い
る
例
が
ま

っ
た
く
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

地
域
社
会
に
お
け
る
寺
院
・
神
社
の
所
職
を
補
任
す
る
場
合
、
荘
園
領
主
で
あ
る

領
家
や
預
所
の
下
文
で
行
わ
れ
た
事
例
も
現
存
し
て
い
る
。
そ
れ
と
並
行
す
る
か
た

ち
で
地
頭
下
文
に
よ
る
補
任
例
が
あ
る
こ
と
は
、
承
久
の
乱
な
ど
の
戦
争
に
と
も
な

う
荘
園
領
主
権
の
一
部
没
収
や
下
地
中
分
に
よ
る
所
領
内
寺
社
の
支
配
権
分
割
と
い

っ
た
事
態
に
加
え
て
、
補
任
を
受
け
る
当
事
者
側
か
ら
地
頭
へ
の
要
求
を
受
け
て
発

給
し
て
い
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。

　

そ
の
点
と
の
関
わ
り
か
ら
も
注
目
し
た
い
の
は
、
公
文
と
の
連
署
に
よ
る
地
頭
下

文
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
例
と
し
て
、
表
１
の
な
か
か
ら
案
文
で
は
あ

る
が
次
の
史
料
を
掲
げ
た
い
）
20
（

。

　
　

下　

正
吉
公
文
百
姓
等
所

　
　
　

可
早
定
補
任
神
識
事

　
　
　
　

桑
原
千
□

　
　

右
以
人
、
被
補
任
如
件
、
公
文
百
姓
等
宜
承
知
、
不
可
違
失
、
故
以
下
、

　
　
　

建
保
三
年
二
月　

日　
　
　

公
文
沙
百
（
マ
マ
）

　

在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
大
宮
司
沙
百
（
マ
マ
）

　

在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
頭
平　

在
判

日

付

文

書

名

伝

来

先

宛

所

書
止
文
言

遺
文
番
号

貞
永
元
年
十
一
月
廿
二
日

某
下
文

常
陸
賀
茂
社
文
書

常
陸
国
中
郡
庄
賀
茂
□
神
主
職
事

…
状
如
件
、
住
人
等
宜
承
知
、
不
可
違
失
、
故
下

　

四
四
〇
五

文
永
六
年
六
月　

日

某
袖
判
下
文

野
上
文
書

八
坂
下
御
庄

沙
汰
人
百
姓
等
不
可
違
失
、
故
下

一
〇
四
五
二

正
応
六
年
四
月
廿
一
日

左
兵
衛
尉
源
下
文

有
光
家
文
書

長
門
国
正
吉
郷
恒
安
名
事

仍
沙
汰
人
百
姓
等
敢
無
違
失
、
如
件
、
以
下

未
収

正
安
二
年
三
月
十
八
日

大
須
賀
某
下
文
写

長
徳
寺
文
書

仍
下
知
如
件

二
〇
四
〇
四

嘉
元
四
年
八
月
三
日

沙
弥
某
下
文

梅
津
文
書

鯵
坂
御
庄
鎮
守
若
宮
社
政
所
職
事

可
為
其
職
者
也
、
故
以
下

二
二
六
九
二

延
慶
二
年
十
二
月
十
一
日

某
袖
判
下
文
案

大
寶
八
幡
神
社
文
書

…
之
状
如
件
、
以
下

二
三
八
三
二

元
徳
三
年
十
月
廿
五
日

右
馬
権
助
某
下
文

大
寶
八
幡
神
社
文
書

…
之
状
如
件
、
以
下

三
一
五
三
七

表２
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日
下
に
公
文
が
署
判
し
て
お
り
、
こ
の
下
文
が
公
文
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
形
式
上
は
示
し
て
い
る
。
表
1
の
な
か
に
含
ま
れ
る
地
頭
・
公
文
連

署
の
下
文
も
、
す
べ
て
こ
れ
と
同
様
な
形
式
を
と
る
。

　

地
頭
（
代
）
と
公
文
の
連
署
し
た
事
例
が
鎌
倉
期
に
お
け
る
地
頭
下
文
の
な
か
で

散
見
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
文
書
発
給
の
経
緯
や
目
的
、
機
能
と
も
か
か
わ
っ
て
、

地
頭
や
地
頭
代
の
下
文
が
、
一
部
の
有
力
御
家
人
を
除
く
と
、
所
領
現
地
の
文
書
作

成
に
長
け
た
公
文
の
密
接
な
関
与
の
も
と
に
作
成
・
発
給
さ
れ
て
い
る
実
態
を
推
測

さ
せ
る
。

　

大
山
喬
平
氏
以
来
の
研
究
が
深
め
て
い
る
よ
う
に
）
21
（

、
鎌
倉
期
の
地
頭
が
所
領
の
現

地
支
配
を
進
展
さ
せ
て
い
く
う
え
で
、
公
文
や
田
所
と
い
っ
た
荘
官
の
掌
握
は
不
可

欠
の
条
件
と
い
え
る
。
そ
れ
は
地
頭
勢
力
が
公
文
な
ど
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
（
た
と
え
ば
、
収
取
に
関
す
る
帳
簿
類
の
作
成
・
保
存
）
が
強
く
規
定
し
て
お
り
、

地
頭
下
文
の
作
成
・
発
給
に
つ
い
て
も
、
同
様
な
視
点
か
ら
と
ら
え
る
必
要
性
が
生

じ
て
く
る
。
鎌
倉
時
代
末
期
の
事
例
が
地
頭
代
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
地
頭
の
代
官
に

な
っ
て
い
る
人
物
の
素
性
が
重
要
な
の
だ
が
）
の
下
文
に
よ
っ
て
多
く
を
占
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
、
地
頭
に
よ
る
所
領
支
配
の
展
開
と
地
域
社
会
と
の
関
係
を
示
唆
し

て
い
る
に
違
い
な
い
。

　

次
節
で
は
、
お
も
に
ア
ー
カ
イ
ヴ
ス
論
的
観
点
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
以
上
の
よ
う

な
課
題
に
つ
い
て
、
様
式
論
を
中
心
と
し
た
古
文
書
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
そ
の

実
態
に
せ
ま
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

❹
様
式
論
的
検
討

　

下
文
と
い
う
文
書
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
平
安
時
代
中
期
に
登
場
し
た
官
宣
旨
（
弁

官
下
文
）
以
降
、蔵
人
所
の
よ
う
な
律
令
に
規
定
の
な
い
新
設
の
官
庁
は
も
と
よ
り
、

摂
関
家
政
所
や
院
庁
、
そ
し
て
地
方
の
国
府
（
留
守
所
）、
さ
ら
に
は
個
人
に
い
た

る
ま
で
、
上
意
下
達
の
文
書
様
式
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
く
。

　

地
頭
下
文
の
形
式
、
と
り
わ
け
冒
頭
の
「
下
」
に
つ
づ
く
内
容
や
書
止
文
言
に
注

目
し
て
み
る
と
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
文
書
（
下
文
）
の
内
容
が
周
知
・
伝
達

さ
れ
る
べ
き
所
領
や
組
織
・
集
団
が
記
さ
れ
て
い
る
事
例
が
一
三
世
紀
半
ば
ま
で
ほ

ぼ
例
外
な
く
確
認
で
き
、平
安
期
以
来
の
公
家
社
会
か
ら
発
給
さ
れ
た
各
種
の
下
文
、

そ
し
て
鎌
倉
幕
府
の
発
給
す
る
下
文
の
形
式
と
整
合
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。　

　

と
こ
ろ
が
書
止
文
言
に
つ
い
て
は
、
地
頭
下
文
の
そ
れ
が
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

も
っ
と
も
一
般
的
な
の
は
「
〇
〇
等
宜
承
知
、
勿
違
失
、（
故
）
以
下
」
と
い
う

書
止
文
言
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
平
安
時
代
後
期
か
ら
中
央
権
門
の
家
政
組
織
や
荘
園

の
預
所
な
ど
の
個
人
が
出
す
下
文
に
多
用
さ
れ
て
き
た
。
源
頼
朝
も
元
暦
二
年
八
月

前
後
に
一
部
用
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
も
の
の
、
地
頭
職
の
補
任
文
書
で
は
な

く
、
地
頭
に
補
任
さ
れ
る
御
家
人
た
ち
へ
の
発
給
例
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
頼
朝
段
階
の
下
文
の
書
止
文
言
を
お
お
ま
か
に
時
系
列

に
そ
っ
て
整
理
す
る
と
、

元
暦
二
年
六
月
十
五
日
袖
判
下
文　
「
為
彼
職
、
可
致
沙
汰
之
状
如
件
、
以
下
」

元
暦
二
年
八
月
十
七
日
袖
判
下
文　
「
可
令
致
庄
務
之
状
如
件
、
庄
官
宜
承
知
、

勿
違
失
、
以
下
」

文
治
二
年
九
月
五
日
袖
判
下
文　

　
「
可
令
…
之
状
如
件
、
以
下
」

文
治
三
年
十
二
月
一
日
袖
判
下
文　
「
住
人
等
宜
承
知
、
勿
違
失
、
以
下
」

建
久
三
年
十
月
廿
一
日
政
所
下
文　
「
所
仰
如
件
、
住
人
等
宜
承
知
、
勿
違
失
、

以
下
」

と
な
り
）
22
（

、
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）
か
ら
「
〇
〇
等
宜
承
知
、
勿
違
失
、
以
下
」
が

復
活
す
る
も
の
の
、
残
存
例
の
多
い
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
以
降
の
政
所
下
文
で

は
そ
の
直
前
に
「
所
仰
如
件
」
が
つ
き
、
段
階
的
な
変
化
が
読
み
取
れ
る
。
ち
な
み

に
建
久
三
年
以
降
の
書
止
文
言
も
、
中
央
権
門
の
家
政
機
関
や
荘
園
預
所
の
下
文
に

み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

表
1
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、現
存
す
る
地
頭
下
文
の
な
か
で
、こ
の「
所
仰
如
件
、
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〇
〇
等
宜
承
知
、
勿
違
失
、
以
下
」
と
い
う
書
止
文
言
を
も
つ
例
は
な
く
、
通
時
的

に
散
見
さ
れ
る
の
は
「
〇
〇
等
宜
承
知
、
勿
違
失
、（
故
）
以
下
」
で
あ
る
。
そ
の

淵
源
と
し
て
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
豊
富

な
事
例
が
残
る
、
中
央
権
門
の
政
所
下
文
や
預
所
下
文
で
あ
ろ
う
。
参
考
ま
で
に
、

そ
の
実
例
を
ひ
と
つ
掲
げ
て
み
る
）
23
（

。

下　
　

葛
川

　

還
補
公
文
職
事

　

藤
井
盛
澄

右
人
、
依
為
重
代
者
、
所
令
還
補
公
文
職
也
、
恒
例
臨
時
課
役
、
無
懈
怠
、
可

致
沙
汰
也
、兼
温
井
名
田
同
可
令
領
掌
者
、住
人
等
宜
承
知
、勿
違
失
、故
以
下
、

　
　

正
嘉
二
年
十
二
月
十
九
日

預
所
阿
闍
梨
大
法
師
（
花
押
）

こ
れ
に
加
え
て
、
地
頭
下
文
で
「
〇
〇
等
宜
承
知
、
勿
違
失
、（
故
）
以
下
」
の

書
止
文
言
を
も
つ
事
例
は
、
公
文
と
の
連
署
で
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
数
を
し
め
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
地
頭
下
文
は
お
も
に
京
都
か
ら
荘
園
支
配
の
回
路

を
通
じ
て
発
給
さ
れ
た
下
文
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
熟
知
す
る
公
文
の
手
で
作
成
さ
れ

た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

　

つ
ぎ
に
、「
…
状
如
件
」
や
「
…
之
状
如
件
、
以
下
」
の
書
止
文
言
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
平
安
時
代
か
ら
貴
族
や
僧
侶
が
単
独
も
し
く
は
数
名
程
度
の
署
判
で
発
給
す

る
下
文
に
よ
く
み
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
、
地
方
で
は
留
守
所
の
下
文
が
こ
れ
を
採
用

し
て
い
る
。
実
例
を
ひ
と
つ
参
照
し
て
お
こ
う
）
24
（

。

留
守
所
下　

清
原
氏

　

可
早
任
良
田
北
条
郡
司
為
経
朝
臣
譲
状
、
領
掌
足
占
新
宮
社
神
主
并
屋
敷

　

田
畠
等
事

右
、
件
社
神
主
職
并
屋
敷
田
畠
等
、
相
伝
譜
代
之
所
職
所
領
也
、
而
依
為
年

来
婦
妻
数
子
母
堂
、
相
副
次
第
証
文
、
所
譲
与
也
者
、
任
彼
状
、
可
令
領
掌
之
、

不
可
有
後
代
牢
籠
之
状
如
件
、
以
下
、

　

建
久
六
年
六
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
大
判
官
代
平
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

品
治
宿
祢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
原
真
人
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
原
真
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
原
真
人
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
原
真
人
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目
代
散
位
藤
原
朝
臣
（
花
押
）

　

つ
づ
い
て
同
様
な
書
止
文
言
の
形
式
を
も
つ
地
頭
下
文
の
事
例
も
表
1
か
ら
掲
げ

て
お
く
。

惣
地
頭
所
下　

先
達
延
慶
所

　

奉
免
冠
獄
権
現
御
宝
前

　
　

薩
摩
郡
内
所
々
事

　

一
所　

成
永
名
内
せ
う
か
野
壹
曲

　
　
（
中
略
）

右
件
所
々
者
、
或
依
本
願
主
奉
寄
之
状
、
或
任
故
惣
地
頭
之
免
判
之
旨
、
所
令

奉
免
也
、住
僧
等
宜
致
式
日
之
勤
、可
奉
祈
請
天
長
地
久
之
由
之
状
如
件
、以
下
、

　
　

寛
元
四
年
二
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
地
頭
兼
郷
地
頭
左
衛
門
尉
（
花
押
）

書
止
文
言
だ
け
で
な
く
、
冒
頭
の
書
き
出
し
で
「
下
」
の
上
に
「
惣
地
頭
所
」
と
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あ
る
こ
と
は
、
留
守
所
下
文
か
ら
の
影
響
関
係
を
示
す
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
も
ち

ろ
ん
幕
府
の
政
所
下
文
も
同
様
な
形
式
を
採
用
し
て
お
り
、
即
断
は
で
き
な
い
。

右
の
よ
う
な
「
…
之
状
如
件
、
以
下
」
の
書
止
文
言
は
、
さ
き
に
少
し
ふ
れ
た
よ

う
に
源
頼
朝
も
文
治
年
間
を
中
心
と
し
た
時
期
に
下
文
で
多
用
し
て
お
り
、
さ
ら
に

頼
朝
死
後
の
鎌
倉
幕
府
か
ら
発
給
さ
れ
る
下
文
（
政
所
・
袖
判
）
が
「
…
之
状
、
所

仰
如
件
、
以
下
」
な
い
し
「
…
之
状
如
件
」
と
い
う
書
止
文
言
に
収
斂
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

地
頭
下
文
の
系
譜
を
確
定
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
表
1
の
書
止
文
言
を
通

覧
す
る
と
、
一
三
世
紀
半
ば
を
境
に
、
そ
れ
以
後
は
「
…
之
状
如
件
」
で
締
め
括
る

地
頭
下
文
が
き
わ
め
て
多
く
な
っ
て
お
り
、
幕
府
発
給
の
下
文
と
の
関
連
を
注
視
す

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
そ
れ
に
し
て
も
幕
府
発
給
の
下
文
に
特
有
な
形
式
で
は
な
く
、
と
り
わ
け

幕
府
成
立
前
か
ら
地
域
社
会
と
直
接
に
対
峙
す
る
国
府
（
留
守
所
）
の
下
文
に
多
用

さ
れ
る
形
式
で
あ
る
こ
と
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
地
頭
下
文
の
書
止
文
言
が
も

つ
多
様
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
地
頭
を
補
任
す
る
鎌
倉
幕
府
の
下
文
か
ら
だ
け
で

は
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
公
家
側
と
幕
府
側
の
双
方
か
ら
な
る
上
位
権
力
発
給

の
下
文
の
総
体
的
な
様
式
的
変
遷
を
あ
と
づ
け
る
研
究
の
必
要
性
を
提
起
し
て
い
る

と
も
い
え
よ
う
。

最
後
に
、「
下
知
如
件
」
と
い
う
文
言
を
有
す
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

平
安
時
代
か
ら
寺
院
発
給
文
書
な
ど
に
遺
例
が
あ
る
も
の
の
、そ
れ
ら
に
は
「
故
下
」

や
「
以
下
」
な
ど
の
文
言
が
続
い
て
お
り
、
地
頭
下
文
に
み
え
る
「
下
知
如
件
」
で

切
れ
る
パ
タ
ー
ン
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
現
存
例
は
多
く
な
い
が
、
後
者
に
鎌
倉
幕

府
の
発
給
す
る
下
知
状
か
ら
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
地
頭
（
地
頭
代
）
が
発
給
し
た
こ
と
の
明
ら
か
な
下
文
の

現
存
例
（
表
1
）
は
一
四
世
紀
に
入
る
と
減
少
す
る
事
実
を
さ
き
に
述
べ
た
が
、
表

2
の
事
例
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
よ
り
厳
密
に
現
象
を
観
察
す
る
と
、
所
職
補
任

の
地
頭
下
文
は
さ
ほ
ど
減
少
し
な
い
も
の
の
、
一
三
世
紀
後
半
か
ら
相
論
の
裁
許
を

目
的
と
す
る
地
頭
下
文
が
減
り
、
か
わ
っ
て
明
ら
か
な
下
知
状
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を

も
つ
裁
許
文
書
が
地
域
社
会
に
伝
来
す
る
ケ
ー
ス
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
）
25
（

。

詳
し
く
は
別
の
機
会
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
こ
の
傾
向
を
重
視
す
る
な

ら
ば
、
地
頭
御
家
人
が
地
域
社
会
で
発
給
す
る
上
意
下
達
文
書
に
幕
府
発
給
文
書
の

影
響
が
増
大
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
前
述
し
た
中
央
発
給
文
書
に
規
定
さ
れ
た
公
文

主
導
の
文
書
作
成
段
階
か
ら
変
容
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
状
況
を
読
み
取
る
べ
き
か
も
し

れ
な
い
。

と
は
い
え
、
書
止
文
言
だ
け
で
な
く
、
書
き
出
し
の
「
下
」
に
つ
づ
く
文
言
に
つ

い
て
も
み
る
と
、
現
存
す
る
地
頭
下
文
の
末
期
に
集
中
し
て
確
認
さ
れ
る
、「
下　

…
…
事
」
と
い
う
形
式
は
、
同
じ
位
置
に
下
文
の
受
給
者
名
を
記
す
よ
う
に
な
る
鎌

倉
幕
府
発
給
の
下
文
に
は
み
ら
れ
な
い
。
他
方
、
同
様
な
事
例
を
さ
が
す
と
、「
下
」

の
文
字
に
つ
づ
け
て
、
い
わ
ゆ
る
事
書
を
記
す
形
式
は
、
一
四
世
紀
前
半
を
中
心
に

鎌
倉
幕
府
以
外
の
発
給
文
書
で
散
見
さ
れ
）
26
（

、
地
頭
下
文
で
は
な
い
が
地
域
社
会
で
発

給
・
伝
来
さ
れ
た
下
文
に
も
同
様
な
形
式
を
も
つ
事
例
が
確
認
で
き
る
）
27
（

。
こ
れ
ら
の

ケ
ー
ス
に
も
注
意
を
払
う
な
ら
ば
、
鎌
倉
末
期
に
い
た
っ
て
も
、
鎌
倉
幕
府
発
給
文

書
の
影
響
を
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
適
切
で
な
く
、
い
ま
だ
多
様
な
形
式
導
入
の
回

路
を
失
っ
て
い
な
い
状
況
を
こ
そ
指
摘
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
地
頭
下
文
の
形
式
分
類
を
行
っ
て
み
る
と
、
す
で
に
見
通
し
を
述

べ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
）
28
（

、
地
頭
下
文
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
鎌
倉
幕
府
の
補
任
し
た

地
頭
の
名
で
発
給
さ
れ
る
文
書
で
は
あ
る
も
の
の
、
鎌
倉
幕
府
の
下
文
の
そ
れ
を
完

全
に
模
倣
し
た
も
の
で
は
な
い
。む
し
ろ
一
定
の
ズ
レ
を
持
っ
て
い
る
事
例
が
多
く
、

荘
園
領
主
（
預
所
）
や
留
守
所
（
国
府
）
の
発
給
す
る
下
文
と
の
親
和
性
さ
え
認
め

ら
れ
る
。
こ
れ
も
地
頭
下
文
の
作
成
主
体
の
多
く
が
、
在
鎌
倉
の
有
力
御
家
人
で
あ

る
場
合
を
除
く
と
、
所
領
の
現
地
に
い
て
京
都
や
国
府
か
ら
の
発
給
文
書
を
熟
知
し

て
い
る
公
文
層
に
比
定
す
る
際
の
有
力
な
材
料
と
な
る
。

あ
く
ま
で
現
存
例
の
分
析
で
は
あ
る
が
、
地
頭
下
文
は
、
地
頭
に
よ
る
一
方
的
か

つ
直
接
的
な
現
地
支
配
の
深
化
を
は
か
る
バ
ロ
メ
ー
タ
と
い
う
よ
り
も
、
現
地
に
あ
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っ
て
所
領
経
営
の
実
質
を
担
う
公
文
な
ど
の
地
頭
に
よ
る
掌
握
、
な
い
し
協
調
関
係

の
構
築
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
地
域
社
会
の
側
か
ら
積

極
的
に
求
め
ら
れ
て
発
給
し
た
と
推
測
さ
れ
る
地
頭
下
文
の
例
も
少
な
く
な
い
。
さ

ら
に
、
有
光
家
文
書
に
残
る
承
久
三
年
十
一
月
十
六
日
の
地
頭
下
文
の
よ
う
に
、「
地

頭
」
の
名
前
で
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
承
久
の
乱
直
後
の
混
乱
が
想
定
さ
れ
る
と
は

い
え
、
花
押
の
形
状
な
ど
か
ら
地
頭
本
人
が
下
文
じ
た
い
の
作
成
・
発
給
に
関
与
し

て
い
な
い
こ
と
が
濃
厚
な
事
例
）
29
（

す
ら
あ
り
、
地
頭
下
文
に
は
公
文
な
ど
の
荘
官
ク
ラ

ス
の
利
害
が
強
く
反
映
し
た
側
面
が
あ
る
こ
と
を
認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

地
頭
下
文
は
そ
う
し
た
中
世
の
社
会
関
係
を
射
程
範
囲
と
す
る
史
料
と
し
て
、
こ

れ
か
ら
分
析
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
提
起
し
た
地

頭
下
文
に
関
す
る
三
点
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
各
章
の
な
か
で
そ
れ
ら
に
対
す
る
私

見
を
述
べ
た
の
で
再
言
は
し
な
い
が
、
幕
府
の
諸
制
度
や
狭
義
の
古
文
書
学
に
と
ど

ま
ら
な
い
、
地
頭
下
文
と
い
う
史
料
の
も
つ
研
究
の
広
が
り
と
可
能
性
を
あ
ら
た
め

て
強
調
し
て
、
ひ
と
ま
ず
稿
を
閉
じ
た
い
。

（
1
）　

正
和
三
年
五
月
十
二
日
関
東
下
知
状
（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』

二
五
一
三
九
号
）。

（
2
）　

菅
原
正
子
「
鎌
倉
時
代
の
旗
と
武
士
の
「
家
」」（『
中
世
の
武
家
と
公
家
の
「
家
」』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
七
年
。
初
出
は
一
九
九
九
年
）。

（
3
）　

鎌
倉
幕
府
に
よ
る
配
分
安
堵
の
事
例
は
、
七
海
雅
人
「
鎌
倉
幕
府
の
配
分
安
堵　

御
家
人
未

処
分
所
領
の
ゆ
く
え
」（『
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
の
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
。
初

出
は
一
九
九
七
年
）。

（
4
）　

安
田
元
久
『
地
頭
及
び
地
頭
領
主
制
の
研
究
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
六
一
年
）。

（
5
）　

井
原
今
朝
男
「
荘
園
公
領
の
支
配
」（
石
井
正
敏
他
編
『
今
日
の
古
文
書
学
』
3
中
世
、
雄

山
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
6
）　

五
味
文
彦
「
武
家
政
権
と
荘
園
制
」（
永
原
慶
二
他
編
『
講
座
日
本
荘
園
史
』
2
荘
園
の
成

立
と
領
有
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）。

（
7
）　

建
長
四
年
六
月
三
十
日
関
東
下
知
状
案
（
入
来
院
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
七
四
五
四
号
）。

（
8
）　

田
中
稔
「
醍
醐
寺
所
蔵
『
諸
尊
道
場
観
集
』
紙
背
文
書
（
上
）（
下
）」（『
醍
醐
寺
文
化
財
研

註

究
所
研
究
紀
要
』
第
六
号
・
第
七
号
、
一
九
八
四
年
・
一
九
八
五
年
）。

（
9
）　

本
郷
和
人
「
醍
醐
寺
所
蔵
『
諸
尊
道
場
観
集
』
紙
背
文
書
を
読
む
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
研
究
紀
要
』
第
三
号
、
一
九
九
二
年
）。

（
10
）　

田
中
稔
「
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
度
の
一
考
察　

若
狭
国
の
地
頭
・
御
家
人
を
中
心
と
し
て
」

（『
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）。

（
11
）　
『
福
井
県
史
』
通
史
編
2
中
世
（
福
井
県
、
一
九
九
四
年
）。

（
12
）　

建
長
六
年
正
月
廿
日
関
東
下
知
状
案（
薩
摩
高
城
村
沿
革
史
所
収
高
城
氏
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』

七
六
九
七
号
）。

（
13
）　

承
久
四
年
正
月
日
醍
醐
寺
解
案
（
醍
醐
寺
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
二
二
号
）。　

（
14
）　

正
慶
元
年
九
月
廿
三
日
関
東
下
知
状
（
朽
木
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
三
一
八
五
〇
号
）。

（
15
）　

近
藤
成
一
「
文
書
様
式
に
み
る
鎌
倉
幕
府
権
力
の
転
回　

下
文
の
変
質
」（
日
本
古
文
書
学

会
編『
日
本
古
文
書
学
論
集
』5
中
世
Ⅰ
、吉
川
弘
文
館
、一
九
八
六
年
。
初
出
は
一
九
八
一
年
）。

（
16
）　

佐
藤
進
一
『﹇
新
版
﹈
古
文
書
学
入
門
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
七
年
。
旧
版
は

一
九
七
一
年
）。

（
17
）　

福
田
豊
彦
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
足
利
氏
の
家
政
管
理
機
構
」（
日
本
古
文
書
学
会
編
『
日

本
古
文
書
学
論
集
』
5
中
世
Ⅰ
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
。
初
出
は
一
九
七
七
年
）。

（
18
）　

田
中
克
行
『
中
世
の
惣
村
と
文
書
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
榎
原
雅
治
「
荘
園
文
書

と
惣
村
文
書
の
接
点
」（『
日
本
中
世
地
域
社
会
の
構
造
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど

が
貴
重
な
成
果
と
な
っ
て
い
る
。

（
19
）　

こ
の
よ
う
な
中
世
文
書
に
お
け
る
偽
文
書
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
及
川
亘
「
偽
文
書
と
中

世
史
研
究
」（
久
野
俊
彦
・
時
枝
務
編
『
偽
文
書
学
入
門
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
20
） 「
有
光
家
文
書
」
の
有
光
家
重
書
案
に
含
ま
れ
て
い
る
。
翻
刻
は
山
口
県
立
文
書
館
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
「
有
光
家
文
書
」
画
像
閲
覧
画
面
か
ら
行
っ
た
。

（
21
）　

大
山
喬
平
『
日
本
中
世
農
村
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
）
以
後
、
近
年
の
論

考
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
高
橋
一
樹
「
荘
園
制
の
変
質
と
公
武
権
力
」（『
歴
史
学
研
究
』

七
九
四
号
、二
〇
〇
四
年
）、小
川
弘
和
「
一
四
世
紀
の
地
域
社
会
と
荘
園
制
」（『
歴
史
学
研
究
』

八
〇
七
号
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
22
）　

黒
川
高
明
編
『
源
頼
朝
文
書
の
研
究　

史
料
編
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）
掲
載
の

文
書
に
よ
る
。

（
23
）　

国
会
図
書
館
所
蔵
葛
川
明
王
院
文
書
（『
鎌
倉
遺
文
』
八
三
二
七
号
）。

（
24
）　

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
文
書
（『
鎌
倉
遺
文
』
七
九
八
号
）。
な
お
、
仁
安
三
年
十
一
月

二
十
二
日
備
後
国
留
守
所
下
文
（
高
野
山
文
書
宝
簡
集
七
、『
平
安
遺
文
』
三
四
八
〇
号
）
も

同
形
式
で
あ
る
。

（
25
）　

た
と
え
ば
、
大
音
文
書
に
含
ま
れ
る
文
保
二
年
九
月
十
日
源
某
下
知
状
・
正
和
三
年
十
一
月

廿
六
日
源
某
下
知
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
六
七
七
五
・
二
五
三
〇
四
号
）
な
ど
。

（
26
）　

た
と
え
ば
、
嘉
暦
二
年
六
月
十
七
日
豊
後
六
郷
山
別
当
下
文
案
（
余
瀬
文
書
、『
鎌
倉
遺
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［地頭下文の基礎的考察］……高橋一樹

（
二
〇
一
三
年
一
月
二
五
日
受
付
、
二
〇
一
三
年
五
月
二
四
日
審
査
終
了
）

（
武
蔵
大
学
人
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

文
』
二
九
八
六
五
号
）、
元
弘
二
年
二
月
日
某
袖
判
下
文
（
皇
学
館
所
蔵
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』

三
一
六
七
三
号
）、
元
弘
三
年
十
月
十
四
日
右
大
臣
（
久
我
長
通
）
家
政
所
下
文
案
（
久
我
家

文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
六
二
五
号
）
な
ど
。

（
27
）　

今
後
の
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
た
と
え
ば
嘉
暦
二
年
三
月
日
麻
殖
山
政
所
下
文

（
三
木
家
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
七
九
二
号
）。

（
28
）  

高
橋
一
樹「
日
本
中
世
に
お
け
る「
武
家
文
書
」の
確
立
過
程
と
そ
の
諸
相
」（
小
島
道
裕
編『
武

士
と
騎
士　

日
欧
比
較
中
近
世
史
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
29
）　

前
註
に
同
じ
。
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TAKAHASHI Kazuki

In the early and medieval periods in Japan documents were not easily drawn up or understood by 

everybody because of the high level of formality relating to their function. This is a very important 

point to note when considering medieval society where the number of educated people involved in the 

creation and use of documents increased compared to earlier times; this point concerning function 

and formality will still remain true even when examining the relation between documents and bushi 

（warrior）, who were now included in the ruling class of the medieval period and becoming the new 

emerging power. This analytical viewpoint is essential, especially in the study of documents given to 

bushi by a higher-ranking authority, such as the Shogunate government, and then handed down in 

their families, and also those documents created by bushi and issued to lower rank retainers.

Based on the above-mentioned issues and concerns, this study collected and conducted a primary 

examination of existing kudashibumi （literally translated as official documents for communicating the 

will of one who governs to those who are governed） drawn up and issued under the name of an estate 

steward or their local governor appointed by the Kamakura Shogunate. Most of the examples were 

kept in local Buddhist temples and Shinto shrines, or handed down among the families of leading 

farmers involved with such temples and shrines, and they were key documents in the legal functioning 

of local communities.

The format of kudashibumi issued by the Shogunate to estate stewards was not always strictly 

followed; therefore, a genealogical relation, which was not influenced by Shogunate documents, 

must be assumed. Strongly associated with this point, the following case is commonly found among 

kudashibumi issued by an estate steward: kumon （an officer in charge of document creation for a 

private estate or provincial government land） signed jointly with the estate steward or their local 

governor, which allows us to infer that kumon were actually the main body who prepared kudashibumi 

under the name of the estate steward. In this case, kumon had many opportunities to receive or refer 

to kudashibumi and other top-down documents issued by a provincial governor, provincial government 

office, or the lord of the manor, and the influence of such a system may be seen in the diverse 

differences in the format of kudashibumi issued by an estate steward.

The examination of existing examples showed that kudashibumi issued by an estate steward 
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were not always independently prepared in the course of their administrative work by a bushi, who 

had become an estate steward; based on this finding, a full-scale study and close investigation of the 

original copies needs to be conducted.

Key word: Estate steward, bushi, Shogunate, format, archives




