
中
世
都
市
脛
濟
勃
興
の
背
景

三
二

中
世
都
市
経
濟
勃
興
の
背
景

(
上
)

濁

逸

都

市

経

濟

史

論

第

一
篇

中

野

清

一

第

一
節

第

二
節

第
三
節

目

次

藩

醐腿立璽

第
四
節

第
五
節

第
六
節

農
民
の
縄
濟
的
凋
立

手
工
業
者
の
脛
濟
的
濁
立

商
業
及
交
通
の
獲
逡

第
壼
節

序

説

一
。
先
づ
ζ
の
小
論
に
於
て
當
面
し
よ
う
と
す
る
問
題
の

一
般
的
な
約
束
を
掲
げ
る
。

こ
の
小
論
に
於
け
る
考
察
の
重
心
は
あ
く
ま
で
猫
乙
中
世
に
於
て
都
市
経
濟
が
都
市
維
濟
と
し
て
成
立
し
勃
興
し
て
ゆ
く
過
程

の
上
に
お
か
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
都
市
が
都
市
と
し
て
成
立
し
勃
興
し
て
ゆ
く
過
程
を
で
は
な
く
し
て

(私
共
は
こ
の
過
程
を
既



に
カ

ロ
リ

ン
ガ
ー
朝
時

代

に
見

る
事
が
出

來
る
。
)
(
註
真
)
都
市

の
螢

む
維

濟
的
機
能
(
註
2
)
に
澹

は
れ

て

一
般
維
濟
生
活

の
螢

み

が
可
能

で
あ

る
程

に
、
前
者

が
後
者

の
機
構

を

一
義
的

に
規
制
し

て
お
る
如

き
事
態

、
か

」
る
事
態

が
成

立
し
損
充
し

て
ゆ
く
道

行

を

こ
そ
考
察

の
中

心
に
ひ

い
て
こ
よ
う
と
す
る
。
(
私
共

は
斯

る
事
態
を
王
朝
時
代

が
す
ぎ
十
三
世
紀

に
入

つ
て
後

始

め
て
目
脂

　

す

る
事
が
出
來

る
。
)
從

つ
て
こ
の
約
束

の
當
然

の
結
果
と
し

て

イ
猫

乙
都
市

成
立

の
時
期
、
場
所
、
様
式

等

に
關
す

る

一
般
的

(

　

　

措
定
、

ロ
こ
の
如

き
措
定

の
可
能

の
爲

め

に
は
必
す
試

み
ら
る

ム
ベ
き
荘

園
制
度

の
性
質
、
範
團
等

に
關
す
る
見
定
め
、

ハ
更

に

(

(

潮

つ
て
古
代
末

期
、
申

世
初
期

に
於

け
る

ロ
ー

マ
人

の
経
濟

生
活

の
様
式

と
ゲ
ル

マ
ン
人

の
そ
れ

と

の
間

の
關
聯

、
特

に
都
市
生

活

の
側
面

に
於

け
る
關
聯

に

つ
い
て
の

一
般
的
措
定

は
何
れ
も
考
察

の
将
外

に
お
か
れ
る
。

更

に

一
歩
を

立
入

つ
て
み
る
。
等
し
く
濁

乙
中
世
経
濟
史
上

の
都
市
経
濟
時
代

の
う
ち

に
あ

つ
て
も
前
後

に
二

つ
の
時
期

を
劃

す
る
事
が
出
來

る
。
そ

の
第

一
は
都
市
維

濟
的
活
動

の
中
心

で
あ
る
虎

の
都
市

が
同
時

に
政
治
的
肚
會
的
棲

力

の
中
心
と
し

て
あ

る
時
期

で
あ
り
、
そ

の
第

二
は
等
し
く
原
則
的

に
は
都
市
経
濟
的
活
動

の
螢
ま
れ

て
あ

る
事

に
別
異
は
な

い
と
し

て
も
政
治
的
枇

會
的
権
力

の
中
心
が
既

に
地
方
諸
邦

の
手

に
遷

さ
れ

て
ゐ
る
時

期

で
あ
る
。
(註
3
)

年

代
的

に
言

へ
ば
前
者

は
略

十
三
世
紀

か
ら

十
六
世
紀
末

に
か
け

て
、
後
者

は
そ
れ
以
後
中

世
末
期
迄

と

い
ふ
事
が
出
來

よ
う
。
私

の
關

心
は
就
中
、

こ
の

い
は

璽
都
市
経
濟

時

代
前
期

と
し
て

の
、
狭
義

に
お
け
る
都
市
経
濟

が
か

」
る
も

の
と
し
て
成
立
し
勃

興
し
て
ゆ
く
過
程

の
上
に
お
か
れ

て
ゆ
く
。

こ
の
二
重

の
限
定

の
下
に
都
市
経
濟
勃

興

の
経
濟
史
的
背
景

を
考

へ
て
ゆ

か
う
と
す
る
場
合
、
背

景

と
し

て
と
り
入
れ

ら
る

」

事
象

の
始
端
を
、

フ
ラ

ン
ク
王
朝

以
後

に
於

て
蕪
園
制
度
が
崩
潰

し

で
ゆ
か
う

と
す

る
時

期

に
求

め
よ
う

と
す

る
。
換
言
す
れ
ば

中
世
都
市
煙
濟
勃
興
の
背
景

三
三



中
世
都
市
纒
濟
勃
興
の
背
景

三
四

既

に
何
程

か
の
程
度

に
於

て
経

濟
活
動

を
螢

み
始
め

て
ゐ
る
都
市

を
も
含
む

一
般

経
濟
生
活

の
支
配
的
な
原

理
で
あ

つ
た
荘

園
制

度

を

一
定

の
與

へ
ら
れ
た
姿

に
於

て
受
取
り
、

こ

玉
に
背
景

と
し
て
着
眼

の
中

に
入
り
來

る
事
象

の
稜
端

を
求
め

つ
曳
か

、
る
維

濟
生
活

の
様
式

が
そ

の
稜
展
展
開

の
裡

に
如
何
な
る
契
機
を
現
出

せ
し
め
て
ゆ
き
、
而
し

て
こ

の
契
機

の
更

な
る
嚢
展

が
如
何
な

る
姿

と
道
行

に
お

い
て
都

市
経
濟

に
ま

で
導

い
て
行

つ
た
か
を
考

へ
て
み
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。

二
。

一
歩

を
立
ち
入

つ
て
問
題

の
具
艦
的
な
る
姿
を
瞥

見
し

て
み
る
。

ロ
ヅ
チ

ェ
は
申
世
史

の

一
般
相

を
そ

の
運
載
者

の
態
檬

に
よ

つ
て
規

定
し

て

「
小
軍
位

の
時
代
」

で
あ

つ
た
と
す
る
。
(
註
4
)

私
は
こ

の
表
現
が
中
世
史

の
申
わ
け
て
も
初
期
よ
り
申
期

へ
の
過
渡
期

に
於

て
殊

に
恰
好

の
も

の
で
あ

る
の
を
畳

え
る
。

フ
ラ

ン

ク
王
朝
時
代

に
於
け
る
経
濟
生
活

の
唯

一
の
捲
當
者

で
あ
り
軍
位

で
も

あ
つ
た
荘

園
制
度

が
崩
潰

し

て
ゆ
く

と
共

に
そ

の
内
外

に

渉

つ
て
多
く

の
小
経
濟
軍

位
が
浮
び
出

で
て
ゆ
き
、
分
業

に
俘

ふ

「
職
業

の
同

一
、
從

つ
て
生
活
程
度

の
同

一
」
(
註
5
)

と

い
ふ

ス

デ

ソ

デ

経

濟
的
事
情

の
共
通

の
故

に
こ
れ

ら

の
経

濟
軍
位

が
各

々
に
相
集

ふ
て
肚
會
的

に
身

分
階
級

と
し

て
封

立
す

る
檬

に
な
り
、
膿

て

そ

の
間

か
ら
都
市

と
都
市
民
と
が
支
配
的

の
も

の
と
し

て
頭
抜

け
て
行

つ
た

こ
の
過
渡
期
程
、
躍
如

と
し
て

「
小
軍

位

の
時
代
」

で
あ
つ
た
も

の
は
な

い
で
あ
ら
う
。
從

つ
て
私
は

こ
の
過
渡
期

に
お
け
る
経
濟
生
活

の
理
解

の
た
め

に
、
各
小
経
濟
軍
位

が

ス
テ

ル
ネ
ツ
ク
の
所
謂

「
職
業

身
分
階
級
」

と
し
て
新

し
き
肚
會
組
織
を
生

み
出
す

に
到
る
迄

の
身
分
叉
は
階
級
組
織

の
推
移

の
上

に

第

二
節

を
割

い
て
考
察
を
向
け
よ
う
と
思

ふ
。

然

し
乍
ら

か

、
る
組
織
攣
遷

の
結

果

と
し
て
現
れ

て
く

る
各
身
分
階
級

の

一
々
に
つ
い
て
各

々
の
経
濟

生
活

の
展

開
を
跡

づ
け



ラ
イ

ヱ

て
ゆ
く

の
要
は
な

い
。
後

述

の
如
く
蕪
園
制
度

の
維
濟
生
活
は
そ

の
土
地
を

一
は
自

己
維
螢

に
よ

つ
て
他
は
貸
付

に
よ

つ
て
利
用

レ
ロ

ヘ
ソ

タ

ン

ス

グ

ロ

ヅ

す
る
形
を

と
る
。
而
し

て
そ

の
中
後
者

は
或

は
騎

士
に
封
す

る
封
地
と
し

て
か
、
或

は
農
民

に
封
す

る
賃
租
貸
付

地
と
し
て
か
見

は
れ
て
ゐ
る
。
中

に
あ

つ
て
騎

士
封

地
は
間

も

な
く
蕪

園
制
度

か
ら
分
離

し
去

つ
て
そ
れ
自

ら
大
小
様

々
の
蕪

園
と
な
ゆ
上

つ
て

お
り
、
農

民
賃

租
貸
付

地
は
領

主

に
封
す
る
自
然

物
貢
納
、

叉
は
貨
幣
を
以

て
す

る
賃
租
貢
納
、
馬
耕
役
、
主
圃
耕
役
を
果
す
義

務
、
土
地
所
有
關
係
攣
更

の
場
合

に
お
け
る
公
課
上
納

の
義

務
等
を
員
ふ
て
ゐ
る
自
由
民
、
不
自
由

民

に
貸
與

さ
れ
た
も

の
に
外

な
ら
な

い
が

こ
の
貸
與

の
形
式
は
釜

々
自
由

の
も

の
と
な
り
、
從

つ
て
農
民

の
自
由
な
維

濟
活
動

の
飴

地
を
大
な

ら
し
め
る
方
向

に
展
開
し

て
ゐ
る

の
を

み
る
。
第

四
節

に
於

て
は
私
は

こ
の
農

民

に
封
す

る
賃

租
貸
付

地

の
猫

立
し

て
ゆ
く
姿

を
荘

園
制
度

の
崩

潰

し

て
ゆ
く
過
程
と

の
關
聯

に
於

て
考
察
す
る
。

リ

ヅ

タ

じ

か
く
し
て
騎
士
の
叉
農
民
の
猫
立
が
あ
る
な
ら
ば
荘
園
制
度
の
中
か
ら
脆
却
す

べ
く
淺
ざ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
荘
園

の
自
己
経
螢

マ

イ

エ

ル

を
委
ね
ら
れ

て
ゐ
る
農

地
管

理
人

(
叉
は
荘
笥

)

の
経
濟
活
動

で
あ
ら
う
。
私
は

こ
の
蕪
司

の
猫
立
し

て
ゆ
く
過
程
、
換
言
す
れ

ば
所
謂
荘

司
制
度

つ
N自
ざ
ユ
o
蕊
姶
器

B
)
の
崩
潰
し

て
ゆ
く
過
程

の
瞥
見

に
第

三
節
を
あ

て
る
事

と
し

よ
う
。

ボ
ル

ハ
ル
ト
は
中
世
初
期

に
お
け
る
、
後
代

の
嚢
展

に
規

定
的
な
重
要
な

る
事
象

二
つ
を
學
げ

て
荘

園
制
度
内

部
に
お
け
る
分

業

の
獲
生
展
開

と
そ
の
外
部

に
お
け
る
小
経
螢

の
成
立
嚢
展

と
す

る
。
(註
6
)

嚴
密

に
言

へ
ば
前
者

は
後
者

の
う
ち

に
含
ま

る

玉

も

の
と
考

へ
得

る
が
、

こ
の
黙
を
姑
く
措
く

と
す
る
な
ら
ば
上
出

の
蕪

司

の
猫

立
と
農
民
賃
租
貸
付

地

に
お
け
る

「
自
由
土
地
利

用
形
式
」
(
ラ

ン
プ

レ
ヒ
ト
)

の
嚢

展
と
は
明

に
後
者

の
事
態

を
意
味

し
て
ゐ
る
。
從

つ
て
私
は
考
察

を
所
謂
、
蕪
園
内
部

に
お
け

中
世
都
市
経
濟
勃
興
の
背
景

三
五



,

中
世
都
市
経
濟
勃
興
の
背
景

三
六

る
分
業

の
展

開
そ
れ
自
身

の
上

に
向
け

て
そ

の
中
特

に
手

工
業

者

の
経
濟
活
動

の
展
開

し
て
ゆ
く
姿
を
顧

み
な

け
れ
ば
な

ら
な

い

で
あ
ら
う
。
第
五
節
が
即
ち
是
れ

で
あ
る
。

斯

く

の
如
く

に
し

て
荘

司

の
、
農

民

の
、
又
手

工
業
者

の
経
濟
活
動

の
猫
立
が
み
ら
る

玉
に
到

る
な
ら
ば

こ
れ
ら

の
事
柄

と
固

よ
り
相

互
制
約

の
關
係

に
た

つ
も

の
で
は
あ
る
が
各
維
濟
翠
位

の
、
交
換

・
市
場

・
商
業

・
貨
幣

に
封
す

る
要
求
は
愈

々

一
般

的

と
な
り
、
原
則
的

と
な

つ
て
ゆ
く
姿

に
着

眼
す

る
事
が
出
來

る
。

こ

」
に
到
れ
ば
是

等

の
望
ま
れ
た
る
機

能
を

そ

の
本
質

と
し

て

も

つ
盧

の
都
市
が

一
般

的
な
経
濟
生
活

の
う
ち

に
支
配
的
な
地
位

に
上
つ
て
ゆ
く
事

は
容
易

の
事

で
あ
ら
う
。
私

は
こ

の
間

の
事

情

を
最
後

の
節

に
於

て
取
扱

つ
て
み
る
。

第
式
節

身
分
組
織
の
愛
遷

び
イ

ス
ト
リ

ザ

ヘ

ラ

ン
ブ

レ
ヒ
ト
は
申
世
史

の
展
開
を
捲

ふ
身
分
階
級
を
分

つ
て
騎

士
、
信

侶

、
市
民
、
及
び

農
民

の
四
と
す
る
。
(
註
7
)

ス

テ
ル
ネ

ッ
ク
は
こ

の
中
騎

士
階
級

に
當

る
も

の
を
細
分

し
て
王
、
諸
侯
、
貴

族

の
三
と
す
る
。
(
註
8
)

而

し
て
又
ボ
ル

ハ
ル
ト
は

こ
の
貴
族

を
細
分
し

て
高
位
貴
族
及
び
低
位
貴

族
即
ち
軍
純
な

る
騎

士
と
し

て
ゐ
る
か

の
様

に
見

え
る
。
(
註
9
)

市
民

と
総
稻

せ

ら
る

」
者

に

っ
い
て
も
猫
分
析

の
饒
地
は
あ
る
と
し
て
も

こ
の
小
論

の
關
は

る
限
り

に
於

て
は
市
民
階
級

の
確

立
は
寧

ろ
都
市
維

濟
成
立

の
後
、
叉
は
少
く
と
も
そ
れ
と
同
時
し
て
云
爲

さ
る

、
べ
き
事
柄

で
あ
ら
う
。
更

に
叉
ボ

ル

ハ
ル
ト

の
所
謂
低
位
貴

族
を

除
く
他

の

一
切

の
騎
士
並
び

に
信
侶

の
階
級

に
属
す
る
も

の
は
所
謂
蕪
園
主
と
し

て
、
本
論

の
關
は

る
時
代

に
於

て
は
漸
次

に
そ



の
経
濟
活
動

の
範

園
を
減

じ
、
且

つ
そ

の
政
治
的
杜
會
的
権

力
を
失

ふ
て
ゆ
く
人

々
に
外
な

ら
な

い
。

ベ
ア

ム
チ

ソ
ス

な
ン

ド

か
く
し
て
こ
の
節
に
お
け
る
私
の
注
目
は
主
と
し
て
騎
士
階
級
の
申
、
荘
吏
階
級
と
稻
せ
ら
る
玉
低
位
貴
族
と
農
民
階
級
の
上

に
向
ふ
事
と
な
る
。

古
代
の
猫
乙
民
族
の
身
分
組
織
の
上
に

一
瞥
を
投
じ
て
み
る
。
古
代
の
肚
會
生
活
の
構
成
輩
位
は
血
縁
を
紐
帯
と
す
る
家
族
か

サ

ツ

ベ

ら
成

る
氏
族

で
あ

り

、
從

つ

て
共

同

の
組
先

に
閏

で
て

お
る

も

の

の
み

が

こ

の
氏

族

の
成

員

と

し

て
、
出

生

に
於

て
も
棲

利

の
亨

有

に
於

て
も

「
出

生

に
於

け

る
自

由

民
」

で

あ
り

「
完

全

自

由

民
」

で
あ

つ
た

。
之

に
反

し

て
被

征

服

民
族

、

及

び
曾

て
自

族

の

自

由

民

で

あ

つ
た

に
も
拘

は

ら
す

、
犯

罪

、
維

濟

的

員

澹

の
理
由

の
故

に

「
隷
属

民
」

の
地
位

に
堕

ち

た
人

々
は

何

れ

も

「
不
自

由

民

」

と
し

て
氏
族

に
は
属

せ

ざ

る
も

の
と
看

徹

さ
れ

た
。

從

つ
て

こ
れ

ら

の
人

々
は

自

由

民

の
亨

有

し

た
盧

の
様

々
な

る

公
共

樺

、

例

へ
ば

「
民

族
集

會

の
議

決

権
」
、
「
民
族

裁

判

所

へ
の
参

異
権

」
、
「
抵

抗
模

」
、

「
居

佳
移

韓

の
自
由

権

」
、
「
土
地

所
有

櫨

」
、

「
貢
納

賦

役

の
冤
除

」

等

か
ら

除

斥

さ

れ

て
ゐ
た

の

で
あ

る
。
(
註

-o
)

(
固
よ
り
古
代
濁
逸
民
族
の
察
實
上
の
犠
成
員
は
以
上
に
霊
昏
て
ゐ

☆
の
で
に
な

い
o
細
見
す
れ
ば
自
由
民
の
中
に
あ
つ
て
も
既
に
少
歎
の
抜
ん
出
衷
貴
族
の
存
す
る
事
は
姑
く
別
と
し
て
も
、
自
由
民
と
不
自
由
民
と
の

間

に
は

巴
島
。昌
と
呼
ば
れ
る
者
及
び

ま
①三

と
呼
ば
る
㌧

「
自
由
放
置
民
」
の
介
在
し
て
ゐ
る
の
為
見
逃
せ
ぬ
。
然
し
前
者

に
就

い
て
は
、
其
起
源

上
不
自
由
民
で
あ
り
乍
ら
も
多
少
の
権
利
亨
有
為
許
さ
れ
、
財
産
貯
蓄
罐
、
家
族
擢
等
な
民
族
法
の
保
護
の
下
に
行
使
し
え
れ
と

い
ふ
謡

に
於

て
出
色

の
も
の
が
あ

つ
表
と
し
て
も
、
そ
の
経
濟
的
地
位
に
到

つ
て
は
不
自
由
民

一
般
と
さ
程
異
な
ら
ざ
る
程
に
穂
利
の
實
行
溺
・充
分
で
な
か

つ
表
と
み
れ
ば

な
ら
ず
、
更
に
叉

「
自
由
放
置
民
」
に
到

つ
て
に
四
部
ゲ

ル
マ
y
地
方

に
あ
ろ
も
の
に
あ
つ
て
に

一
般
に

巴
窪
窪

と
大
差
な
く
、
叉
南
部
地
・万
に
厨
す

る
も
の
に
あ

つ
て
に
そ
の

一
部
は
完
全
な
る
自
由
民
と
等
し
く
構
利
の
亨
有
、
行
使
な
許
さ
れ
て
お
吻
・、
從

つ
て
自
由
民
の

一
分
肢
な
形

づ
く
っ
て
お

中

世
都
市
経
濟
勃
興
の
背
景

三
七



中
世
都
市
経
濟
勃
興
の
背
景

三
八

ろ
も
の
と
み
る
事
が
出
來
、
叉

】
部
に
よ
り
少
き
権
利
な
賦
興
さ
れ
六
に
す
ぎ
な
か
つ
た
等
、
何
れ
に
■し
て
も
自
ら
凋
立
な
る

一
個
の
臭
分
階
級
な
形

成
し
て
ゐ
な
か
つ
六
と
み
れ
ば
な
ら
ぬ
o)
(註
11
)

さ

て
上
述

の
如
き
古

代

の
身
分
組
織

の
上

に
及

ぶ
攣
革

は
民
族
移
動

の
絡

了
と
共

に
土
着

に
俘

ふ
維
濟
生
活

の
安
定
が
あ
り
、

フ
ラ

ン
ク
王
國

の
成
立
と
な
ρ
、
群
小
諸
侯

の
征
服

が
成
就
さ
れ
る
に
及

ん
で
始
ま

つ
た
。
即
ち

「
一
切

の
法

と
椹
利

と
自
由

の

淵
源
」

が
民
族

共
同
艦

の
手

か
ら
國

王

の
掌

申
に
轄
す

る

に

及

ん

で
國

王
に
侍
勤
す

る
近
臣

の
中

か
ら
所
謂
宰
僚

(頃
$
暮

窪
-

冨
「器
昌
)
の
杜
會
的
地
位

の
高
上
が
み
ら
れ
、
他
方
曾

て
の
自
由
民

の
頻

々
だ
る
不
自
由
民

へ
の
鱒
落

に
件

ふ
て
不
自
由
民

の
肚
會

的

地
位

の
高

昇
が
結
果

さ
れ

て
來

た
。
以
下

こ
の
推
移

の
中

に
立
入

つ
て
み
る
。
(
註
12
)

先

づ
第

一
に
國

王
権

力

の
増
大

と
浸
透
は
國

王

の
た
め
に
百
般

の
事
務
を
司
ど
る
僚
吏

の
必
要
を
愈

々
大
な

ら
し
む
る
と
共

に

そ

の
地
位

の
高
揚
を
促
し
た
。
國

王
と

の
直
接
接
鮒

の
齎
す
國

王
権
力

の
こ
れ

ら
僚
吏

へ
の
鱒
移
、
國
王
よ
り

の
報
償

と
し

て
の

土
地
私
有
其
他
諸
牧
入

の
増
加
等

は
是
等

の

人

々
を

し

て

一
般
自
由
民

の
間

に
擢

ん

で
し

め
た
。
同
時

に
か
く

の
如
き
肚
會

的

地
位

の
上

昇
を

み
た
僚
吏
は
相

互

に
結
合

の
紐
帯
を

U
ぎ

曾
留
目
。。卑
日
ヨ
窪
冨
轟

の
う

ち

に
求

め

る

に
到
り
、
古
代

の

く
。蒙

♂

。。
喜

。謹
8
澤

に
代

ふ
る

に

》
舜

§

言

を
出

現
せ
し

め
る
に
及
ん
だ

の
で
あ

つ
た
。
(註
・3
)

斯

く

の
如
く

に

一
方

に
於

て
は
自
由

民

の

一
部

の
者

の
僚
吏
階
級

へ
の
上
昇
が
あ

つ
た

の
に
反
し

て
、
他
方

に
於

て
は
他

の

一

部

の
人

々
の
肚
會
的
地
位

の
降
下

が
見

ら
れ
た
。
既

に

メ

ロ
ウ
イ

ン
ガ
ー
朝
時

代

に
於

て
、
上
述

の
如

き
僚
吏

「
貴

族
」
の
増
加
、

敷
會
系
荘
園

の
確
立
嚢
展

、「
保
護
關
係
」

の
成
立
展
開

等

々
の
諸
原
因

の
外

に
経
濟
的

に
見

て
能

ふ
限
り

一
般

に
多
敏

の

「
從
属



■

民
」
を
擁
す

る
事

が
必
要

と
な

つ
た
等

の
原

因
は
相
侯

つ
て
自
由

民

の

一
部

の
者

の
肚
會
的
地
位

を
低
下

せ
し
め
た
。
蓋

し
國

王

又
は
其
他

の
人

々
の

「
土
地
賜
與
」

は
何
れ
も
多
敏

の
從
属
民
を
添
加
し

て
行
は
れ

ね
ば
な
ら
す

、
諸
種

の
建
築
、
職

役
、
等

は

多

く

の
人

々
の
使
役
を
必
要

と
し
、
荘
園

の
自
己
経
菅
、
叉
は
自

己
経
螢

に
よ
ら
ざ
る
賃

租

の
獲

得

に
封
す

る
慾
求
は
、
或

は
多

く

の
奴
僕
な
り
、
賃
借
人
な
り
を
必
要
な
ら
し
め
た
か
ら

で
あ
り
、
他
方
、
所
有

の
不
亭
等

の
愈

々
増
大
し

て
ゆ
く

に
伴

ふ
て
維

濟

的
に
脆
弱
な
地
位

に
淺

さ
れ
た
人

々
は
寧

ろ
好

ん
で

「
保
謹

關
係
」

の
申
に
入
り
く

む
事

に
よ

つ
て
從
屡
民
化
す
る
用
意
を
多

分

に
示
し
て
ゐ
た
が
爲
め

で
あ
る
。
(
註
嘱
)

換
言
す
れ
ば
古
代

に
於

け
る
血
縁

の
如

き
自
然
紐
帯

に
代

位
す

る
に
土
地
所
有

と
そ

れ

へ
の
何
等

か
の
形

に
於
け

る
参
與

が
結
合

の
紐
帯
と
な
り
、
「
土
地
所
有

の
み
が
経
濟

的
な
力

で
あ
り
そ

の
故

に
耽
會
的
愛
當

性

を
か
ち

う
る
」

に
及
ん

で
自
由
民
は
自
ら
土
地
所
有
者

と
な

る

べ
く
國

王
と

の
僚
吏
關
係

に
入
り
込
ま

ざ
る
限
り
、
從
屡
民

の
地

位

に
韓
落

し
て
行

か
ざ
る
を

え
な

か
つ
た

の
で
あ
る
。

更

に
叉
第

三

に
右

の
如

き
自
由

民
階
級

に
於
け
る
経

濟
的
肚
會
的
地
位

の
推
移

は
當
然

に
不
自
由

民
階
級

に
お
け
る
そ
れ

の
攣

革

を
伴

は
ざ
る
を
得
な
か

つ
た
。
蓋
し

一
方

に
於

て
は
自
由
民

の
以
上

の
如
き
地
位

の
攣

化
と
共

に
不
自
由
民
を
自
ら

の
下

に
蒜

属

せ
し
め
る
可
能
な
り
意
義
な
り

の
上
に
攣

化
が
結
果

さ
れ
、
そ

の
た
め
に
不
自
由
民
を
隷
属

せ
し
め
ん
と
す

る
な

ら
ば
當
然

こ

の
不
自
由
民

の
地
位

が

「
自
由
放
置
民
」

の
そ
れ

に
迄
高
ま
ら
し
め

ざ
る
を
得
な
か

つ
た
か
ら

で
あ
り
、
(註
15
)

叉
他
方

に
於

て

は
土
地
所
有

の
援

大
し

て
ゆ
く

に
伴

ふ
て
不
自
由

民

の
必
要
は
増
大

し

て
來

て
お
り
、
傍

ら
漸

く
そ

の
勢
力
を
増
加
し

つ

義
あ
る

敢
會

の

「
自
由
」

に
關
す

る
敢
義

も
亦

こ

の
必
要
な
る
不
自
由
民

の
地
位
向
上
に
作

用
す

る
塵
が

あ

つ
た

か
ら

で
あ
る
。
(註
16
)

中
世
都
市
経
濟
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中
世
都
市
経
濟
勃
興
の
背
景

四
〇

以
上
は

こ
の
小
論

が
當

面

の
問
題

と
し
よ

う
と
す
る
背
景

の
裡

に
入

つ
て
く
る
十
世
紀

か
ら
十

二
世
紀

に
到

る
時
代
以
前

に
結

果

さ
れ

て
ゐ
た
身
分
組
織

の
攣
遜

で
あ
る
。
從

つ
て
私

の
叙
述
は
飴
り

に
も
多

く
を
不
必
要
と
思
は
る

玉
時
代

の
そ
れ

に
宛

て
ら

れ
す
ぎ
て
ゐ
た

か
の
檬

に
み

え
よ
う
。
だ

が
然
し
鼓

に
私
共
は

十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀

に
渉
る
身
分
組
織

の
攣
遜
が
實

は
全
く
右

述

の
如

き
そ
れ
以
前
の
時
代

に
見
ら
れ
た
塵

の
推

移

の
延
長

で
あ

る
事
を
思

ひ
合

は
し

て
み
ね
ば
な

ら
ぬ
。
(
註
17
)

筆

を
織

い
で
以
上
の
如
き
推
移

の
更
な

る
展
開

を
な
ほ
も
跡

づ
け

て
み
よ
う
。

先
づ
第

一
に
自
由
民

の
な

ほ
も

の
轄
落
を
窺

ふ
て
み
る
。

カ

ロ
リ

ン
ガ

i
期
末

期
以
後

の
時
機

に
於

て
は
曾

て
自
由
民

の
経
濟

生
活
を
脅
威
す

る
事

の
多
大

で
あ

つ
た

と
内
。
巳
娼
8
莚
。
諺

馨

酋§

"、
の
施
行

は
漸
く
弛
綾
し

て
お
り
、
「
民
族
法
」
上

の

「
罰
徴
」

も

亦
衰

へ
て
來

て
ゐ
る
の
を

み
は
す
る
が
、

一
方
申
央

に
封
す

る
公
納

、
賦

役
は
釜

々
苛

酷

に
追

及
せ
し
め
ら
れ
、
他
方

地
方
的

に

フ
オ

グ

タ
イ

愈

々
封
建
的
な
封
領
を
自
立

せ
し
め
よ
う
と
す

る
司
領

の
璽
迫
は
次
第

に
増
し

て
ゆ
く
。
教
會

の
側
か
ら
す

る
十
分

の

一
税

の
徴

焚

は
措
く

と
し

て
も
十
分

の

一
税

の
徴
褒
主
髄

が
次
第

に
教
會
以
外

に
も
増
え

て
ゆ
く
。
(註
・8
)

加
之
、

こ
の
時
代

に
及
ん
で
祉

會

的
不
安

の

一
般
化
が
際
立

つ
て
來

た
爲

め
に
、
換
言
す
れ
ば

「
蕪
園
制
度
的
な
結

合

の
圏
外
に
お
か
れ
る

と
遺
産

や
所
有
権

の

保
護
が
全
く
望
め
な

い
」
(
註
・9
)

様

に
な

つ
て
來

た
た
め
に
自
由
民

は
自

ら

の
保
安

の

た

め

に
好

ん
で
苛

酷
な
條
件

に
於

て
さ

へ
も
大
薙
園
主

や
地
方

司
領

や
教
會

と

「
保
護
隷
属
關
係
」

に
入
り
く

ん
で
お
り
、
愈

々
そ

の
地
位
を
堕
し

て
行

つ

た

の

で

あ

る
。
(註
2。
)

次
に
着

眼
を
不
自
由

民

の
上

に
鱒
じ

て
こ
の
時

代

に
於
け

る
著

し

い
現
象

で
あ
る
塵

の
不
自
由

民
階
級
内
部

の
分

化
、
詳
言
す



れ
ば

「
吏
官
」
竃
貯
犀
自
霞

再滞
、
「
自
由

な
る
賃
借
人
」
、
「
不
自
由

な
る
賃
借
人
」
、
「
土
地
を
有

せ
ざ
る
不
自
由
民
」

に
分

化
し

て

ゆ
く
過

程
を
眺
め
て
み
よ
う
。

「
吏
官
」

の
分

化

に
つ
い
て
見

る
。
既
述
し
た
如

く
國

王
そ

の
他

の
蕪

園

の
経
螢
管

理
の
必
要
は
多
く

の
官
吏
を
必
要

に
し
、

こ

の
必
要

に
裏

づ
け
ら
れ

て
是
等

の
人

々
の
枇
會
的
維
濟
的
地
位

は
高
ま

ら
ざ

る
を
得
な
か

つ
た

が
、
是
等

の
人

々
は
何
れ
も
曾

て

ボ
ー

7
グ

ー

ヅ

h

二
5

フ
ヱ

圃
敷
財
産

の
管

理
人

と
し

て
、
或

は
持
分
地

の
監
覗
者

と
し
て
叉
は
手

工
業
者

の
監

督
者

と
し

て
あ

つ
た
も

の

曳
中
か
ら
抜
擢

さ

ヘ

レ

ソ

ホ

ロ

フ

れ

て
來
た
も

の
に
外
な
ら

血
。
(
註
飢
)

而
し

て
從

來
多
く

の
官
吏

の
中
、
直
接
蕪

園
主
圃
敷

に
使
役

さ
れ

て
ゐ
た
人

々
は
そ

の
生

フ

ロ

ソ
ホ

ロ

フ

活

の
保
誰
を
賦
勢
圃
敷

の

一
般
家
計

の
う
ち

に
與

へ
ら
れ
、
蕪

司
や
林
務
司
は
生
活

の
基
本
財
を
與

へ
ら
れ

て
お
り
、
手

工
業
者

、

ポ

ロ
テ

ソ

ロ
イ

ヂ

使

傳

人

の
如

き
は

一
定

の
持
分
地
を
給
付

さ
れ

て
ゐ
た

の
で
あ

つ
た
が
、
是

等

の
人

々
の
必
要

の
増
大

に
件

ふ
て
、
賦
螢
圃
敷

に
出

つ
る

「
自
然
物
給
與
」

の
み
を

以
て
し

て
は
最
早

や
増
加

し
來

つ
た
彼
等

の
生
活
を
繋
す

に
は

足
り
な
く
な

つ
た
爲
め
に
、

ザ
コ

ル

ラ

ヅ
ド

彼
等
に
報
ゆ

る

に
猫
立

の
圃
敷

地
、
賃
租
持
分
地
、
或

は

肉
。
巳
碧
山

を

以

て
す

る

に
到

つ
た
。
(註
22
)
こ

、
に
彼
等

の
経

濟
的
基

礎

と
し

て

頃
窪
。津

日

が
確

立
せ
し
め
ら
る

曳
に
到

つ
た

の
で
あ
る
が
、
彼
等
は
輩

に
こ

の
給
與

の
保
持

増
加

に
努

め
た

の
み
で

レ
ロ

ヘ
ソ

な
し

に
更

に
こ
れ

を
世
襲
的

の
も

の
た
ら
し
む

べ
く
努

め
た
。

か
く
し

て
こ
の
給
與
は

彼
等

に
封
す

る
賦

役
采
領

叉
は
官
役
采
領

の
性
質
を
帯

び
る
事

と
な

つ
た
。
(註
昭
)

こ

」
に
ま

で
到
れ
ば
是
等

の
人

々
は
右

の
如
き
経
濟

的
基
礎

の
上

に
明

に

「
吏
官
」
階

級

と
呼
ぱ
る

玉
べ
き

一
の
身
分
階

級
を
組
成
す

る

に
到

つ
た
も

の
と
み
る
事

が
出
來

よ
う
。

「
自
由

な
る
賃

借
人
」

へ
の
分

化

に
つ

い
て
み
る
。
「
自
由

な
る
賃
借
人
」

の
名

の
下

に
総
括

さ
る

曳
人

々
は
當
初

は
何

れ
も
從

ψ

中
憧
都
市
経
濟
勃
興
の
背
景

四

一



中
世
都
市
経
濟
勃
興
の
背
景

四
二

属
民
と
し

て
蕪

園
頓
主

と
の
み
直
接

の
從
島
關
係

に
立

つ
て
ゐ
た

の
で
あ
る
が
、
後

に
上
述

の
如
き
吏
官
階
級

の
擾

頭
が
あ
り
、

フ
オ
グ

タ
イ

代
官
組
織

の
確
立
と
共

に
彼
等

の
從
屡

は
こ
れ
ら

の
吏

官
、
代
官

へ
の
そ
れ

に
移

ら
ざ
る
を
得
な

か
つ
た
。
(
註
24
)

こ

の
傾
向

に

封

し
て
彼
等
は
能

ふ
限

り
反
抗
を
績

け
、
賦
勢
圃
敷

の
地
方
模

力
よ
り

の
繹
放
を
要
求
し
た
。
而
し
て
彼
等

の
こ
の
努
力

に
極
力

援
助
を
吝
ま
な

か
つ
た
者

は
大
蕪
園
主

殊
に
教
會
系

の
そ
れ

に
外
な

ら
な

い
。
蓋
し
是

等

の
人

々
は
曾

て
自

ら
の
下

に
忠
實
な
執

務
吏

に
す
ぎ
な

か
つ
た
庭

の
者

が
次
第

に
そ

の
模
力
範
園
を
損

大
し

て
ゆ
く

に
つ
れ

て
、
自

ら
の
土
地
に
封

す
る
支
配

の
形
式
が

レ
ヅ
リ

ソ

ヘ
ル
シ
ヤ

フ
ト

漸

次

に
實

牧
支
配

か
ら

利

牧

支

配

に
推
移
し

て
行

く

の
を
目
謄

し

つ
玉
あ

つ
た
が
爲

め

に
、
從
属
民

の
勢

働
力

を
自

ら
の
傘
下

に
擁

し

て
お
く
た
め
に
彼
等
を
束
縛

し
て
お
く
事

に
關

心
を
有

せ
ざ
る
様

に
な
り
、
確
實

な
賃

租
牧
入
を
學

げ
る
爲

め
に
は
寧

ろ

從
薦
民

を
凡
ゆ
る
束
縛

か
ら
自
由
な

ら
し
め
る
方

が
好
ま
し

い
と
思
は
る

」
に
到

つ
た
か
ら

で
あ

つ
た
。
殊

に
代
官

や
荘
司

が
釜

々
是

等

の
從
薦

民
よ
り

の
牧
入

の
大
部
分

を
自

ら

の
掌
中

に
猫
占
し

つ

製
あ

つ
た

の
を
目
前

に
す

る
時

に
は
然

り

で

あ

つ

た
。

(
註
25
)
か

製
る
理
由

に
基
く
從
属

民

の
自
由
解
放
策

は
代
官

、
蕪

司
組
織

と

の
蓮
絡

に
悩
ま
さ

る

」
事

の
最
も
勘

か

つ
た
教
會
系

の
荘

園
主
に
よ
つ
て
先

づ
企

て
ら
れ
、
他

の
荘
園
主

の
聞

に
普
及
し

て
行

つ
た

の
で
あ
る
。
斯

く
し

て
次
第

に
自
由

を
許
容

さ
れ

て
行

つ
た
賃
借
人
は
所
謂

O
窪
置
幕

昌

と
し

て
十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀

に
か
け

て
釜

々
其

の
歎
を
増
加
し

て
行

つ
た
。
'註
26
)

固

よ
り

か
く

の
如
き
地
位

の
向
上
を
み
た

「
自
由
な

る
賃
借
人
」

も
途

に
吏
官
階
級

に
は
及
び
得
な
か

つ
た
。
彼
等
は
後

に
都
市
民

の

一
要
素

に
韓
化

せ
ざ

る
限
り
主
と
し

て
農
民
た

る

の
地
位

に
止
り

、
そ

の
所
有
も
概

ね
は
荘

園
主

よ
り
世
襲
的

に
貸
與

さ
れ

た

持

分
地

に
限

ら
れ

た
。

唯

こ
の
限

ら
れ
た
範
園
内

に
於

て
は
権
利

の
保
護

を
亨
け
、

叉

一
の
身
分
團
艦

を
結
成
す

る
事

に
依

つ
て



或

程
度
迄

の
自
律
を
得
、
以

て
後
代

に
於
け

る
農
民
階
級

の
指
導
者

と
な
り

え
た

の
で
あ
る
。
(註
27
)

「
不
自
由

な
る
賃
借
人
」

へ
の
分

化

に
つ
い
て
み
る
。
賦
役
持

分
地

に
在
る
奴
僕

の
人
格

、
財
産

の
上

に
蕪

園
主

の
從
來
把
持
し

來

つ
た
虚
分
櫨

に
つ
い
て
は
既

に
カ

ロ
リ

ン
ガ
ー
朝
時
代

に
於

て
著

し
く
限
定

さ
れ
始
め

て
お
り
、
奴
僕

の
納
入
す

べ
き
賃

料
も

略

一
定

し
、
自

己
私
有
も
或
程
度

迄
認

め
ら
れ
始

め
て
ゐ
る

の
を
見

る
が
、

こ
の
時
代

に
入

る

に
及

ん
で
は
更

に
進

ん

で
彼
等

の

賃
借
持
分

地

に
封
す

る
世
襲
制

が
認

め
ら
れ

て
お
り
、

ス
テ
ル
ネ

ッ
ク
の
所
謂

「
農
耕
」
を

「
世
襲
的
課
題
」
と
も

つ
猫
立
な
身

分
階
級

の
成
立

に
ま
で
及

ん
で
ゐ
る

の
に
氣
つ
く
。
(
註
28
)

固

よ
り
こ
の
様

の

一
般
的
地
位

の
高
ま
り

に
も
拘

は
ら
す

猫
、

彼
等

の
上

に
及

ぶ
蕪
園
主

の
庭
分
権

は
本
質
的

に
は
保

持

さ
れ

て
ゐ
た

と
言

ひ
得

べ
く
、

叉

こ
れ
ら

の
不
自
由
賃
借
人
は
上
述

の
自
由

賃
借
人

に
比
し

て
よ
り
多
く
蕪

司
や
代
官
等

の
地
方
的
橿
力

の
支
配

の
下
に
お
か
れ
た
事

を
記
憶

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
(註
29
)

最
後

に

「
土
地
を
有

せ
ざ
る
不
自
由
民
」

に
就

い
て
み
る
。
是

等

の
人

々
は
何
れ
も
荘

園
主

の
圃
敷

や
、
蕪

司
、
代
官
、
更

に

下

つ
て
は
自
由
賃
借

人
、
不
自
由
賃
借
人

の
下

に
あ

つ
て
様

々
な
雑
用

に
當
り

つ

、
あ

つ
た
人

々
で
あ

る
が
、
彼
等
も
亦
不
自
由

民
申

の
他

の
地
位

に
あ
る
人

々
の
肚
會
的
経
濟

的
地
位

の
向
上

と
共

に
そ

の
地
位

も
高

め
ら
れ

は
し
た
が
、
そ

の
経

濟
活
動

に
封

し
て
も

つ
重
要

さ
は
寧

ろ
次
第

に
失

は
れ

て
行

つ
た
と
み
な

け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
蓋

し
後
述
す

る
檬

に
、
蕪
園
制
度

に
於

て
圃
敷

地

経
螢

の
衰

へ
て
ゆ
く

と
共

に
、
且

つ
こ
れ

に
俘

ふ
て
賃
貸

叉
は
采
領
化

の
増
加

し
て
ゆ
く

と
共

に
、
是
等

の
人

々
の
提

供
す

る
勢

働
力

に
封
す

る
需

要
は
次
第

に
減
少

し
た
の
み
な
ら
す

、
荘

園
内

部

に
於
け

る
分
業

の
爽

生

(
こ
れ
も
後

出
)
は
檬

々
の
仕
事

に

携

は
り

つ
、
あ

つ
た
是

等

の
人

々
の
仕
事
を
し

て
次
第

に
猫
立

せ
し
む
る

に
到
り
、
彼
等
は

こ

の
仕
事

の
傍

ら
、
或

は
圃
敷

地
に

中
世
都
市
経
濟
勃
興
の
背
景

四
三



中
世
都
市
脛
濟
勃
興
の
背
景

四
四

於

て
土
地
を
給
與

せ
ら
れ
、
或

は
圃
敷
地

に
佳
家

を
所
有
し
う
る

に
及
ん
で
そ

の
地
位
は
上

に
み
た
如

き

9

蕊
§
ぎ

叉
は
不
自

由
賃
借

人

の
そ
れ
た

近
づ
く
檬

に
な

つ
た

か
ら

で
あ
る
。
(
註
鱒
)

以
上
私
は
十
世
紀
十

二
世
紀

の
闇

に
於
け

る
自
由
民
不
自
由

民

の
肚
會
的
地
位

の
推
移

を
眺

め
、
前
者

に
つ

い
て
は
僚
吏
階
級

の
成
立
、
他

の
自
由
民
部
分

の
韓
落
、
後
者

に

つ
い
て
は
吏
官
階
級

の
分
化

、
自
由
賃

借
人
、
不
自
由
賃
借
人
、
土
地
な
き
不
自

由

民

に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ

の
地
位
を
案

じ
來

つ
た
。
僚
吏
階
級

と
吏
官
階
級

が
そ

の
砒
會

的
機
能

、
地
位

に
於

て
相

近
似

し
或

場

合

に
於

て
は
全
く
同

一
の
も

の
と
な

つ
た
事

は
更

め
て
読

く
迄

も
な

い
で
あ
ら
う
。
叉
土
地
な

き
不
自
由
民
が
臆

て
手

工
業

者
と

し

て
現
れ

て
く

る
も
の
に
外
な
ら
な
か

つ
た
事
を
念
頭

に
す

る
な

ら
ば
、
以
上

の
身
分
組
織

の
推
移

に
關
す
る
考
察

は
官
僚
階
級

農
民
階
級

及
び
手
工
業

者
階
級

に
落
付

い
て
ゆ
く
経
路

の
概
観

と
も
み
る
事

が
出
來
よ
う
。
而

し

て
後

に
み
る
様

に
之

等

の
諸
身

分
階
級

へ
の
分
散
は
明

に
荘

園
制
度

の
、
殊

に
そ
の
自
己
経
螢

の
次
第

に
薄
れ
、
愈

々
牧
利
経
螢
化

し
て
ゆ
く
過
程
を
物
語
る
も

の
、

ラ

ン
プ

レ
ヒ
ト
の
所
謂
、
自

由
な
る
土
地
利
用
形
式

の
爽
展
、

采
領
制
度

の
普

及
を
示
し
て
ゐ
る
も

の
に
外
な
ら
な
い
と
も

考

へ
ら
れ

よ
う
。

而
し

て
こ
れ
ら

の
身

分
組

織

の
攣
革

が
結
果

し
て
來
た
庭

の

「
薪

秩
序

に
封
す

る
構
成

原
理
」
を

ス
テ
ル
ネ

ッ
ク
に
從

ふ
て
身

分
上

の
封

立
が

「
國
民
経
濟
的
基
礎
」

の
上

に
可
能

に
さ
れ
た

と

い
ふ
事

の
う
ち
に
求
む

べ
き

で
あ
る
な
ら
ば

(註
31
)
こ
の
様

の

身
分
組
織

の
攣
遜

の
蔭

に
動

い
て
ゐ
る

「
國
民
経
濟
的
」
な
分
業

と

い
ふ
事
情

は
又
之
等

の
身
分
階
級

と
相
並

ん
で
都
市

に
於
け

る
市

民
階

級

の
成

立

の
上

に
も
作
用
し

て
來

て
ゐ
る
事
を
思

ひ
合

は
し

て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
即
ち
略
十
世
紀
以
後

に
於

て



覧

都
市
の
市
民
麿
が
凋
立
な
る
身
分
階
級
と
し
て
成
立
し
始
め
、
都
市
の
嚢
展
に
つ
れ
て
釜
々
集
中
し
て
く
る
雑
多
な
る
要
素
を
自

ら
の
申
に
同
化
し
て
ゆ
く
中
に
、

一
方
早
く
も
自
ら
の
階
級
内
に
分
化
を
招
來
す
る
迄
に
立
ち
到
つ
て
お
り
、
他
方
地
方
に
拮
抗

し
て
愈
々
都
市
民
た
る
統

一
的
橦
利
を
確
立
せ
し
め
て
行
く
過
程
を
み
る
事
が
出
來
る
。
而
し
て
か
玉
る
市
民
階
級
の
分
化
、
統

一
が
再
び
他
の
諸
身
分
階
級
の
上
に
様
々
な
る
作
用
を
及
ぼ
し
て
行
つ
た
委
を
も
み
る
事
が
出
來
る
。
然
し
こ
の
事
に
關
聯
す
る

詳
細
な
叙
述
は
都
市
経
濟
成
立
後
の
維
濟
生
活
の
進
展
を
み
て
ゆ
く
機
會
に
譲
ら
う
と
思
ふ
。

第
冬
節

荘
司
の
経
濟
的
濁
立

ス
テ
ル
ネ

ッ
ク
は
此
時
代

に
於

て
荘

園
制
度

の
蒙

つ
た

一
切

の
攣

化
は
其

一
般

的
な
原
因
を
自

己
経
螢

の
衰
頽

と
荘

司
所
有

の

猫
立

の
裡

に
も

つ
て
お
る
と
述

べ
て
ゐ
る
。
(
註
32
)

本
節

に
於

て
は
右

の
中
後

の
事
情

を
興
味

の
中
心

と
し

つ
玉
こ
れ

に
關
聯
す

る
限
り

に
於

て
前
者

に
ふ
れ

て
み
る
。

こ

の
事

拡
次
節

と
相
倹

つ
て
荘
司
組

織

つ
N自
ぎ
ユ
。
霧

馨

言
巳
)
の
崩
潰

し
て
ゆ
く
過
程
を

窺

ふ
事

に
外
な

ら
な

い
o

マ
イ

ま
ル

一
磨
蕪
園
制
度

の
組
織

内

に
荘

司
と
呼
ぱ
る

玉
官
職
が
如
何
な

る
様
式

と
地
位

に
於

て
編

み
こ
ま
れ

て
ゐ
る

か
を
概
観
し

て
お

く
必
要

が
あ

ら
う
。
然

し
こ

の
事

の
爲

め

に
は
私
共

は
國
王
系

の
土

地
所
有
と
其
他

の
貴
族

、
敷
會
等

の
土
地
所
有

と

の
間

に
は

異
な

る
特
徴

が
あ

り
、
こ
れ

に
慮

じ
て
各

々
の
場

合

に
於
け
る
組
織

に
異
な
る
も

の
が
あ
り
、
從

つ
て
叉
蕪

司

の
機
能

、
地
位

に

も
相
違

が
現

れ
て
ゐ
る
事
を
思

ひ
起

さ
ね
ば
な

ら
ぬ
。

中
世
都
市
経
濟
勃
興
の
背
景

四
五



申
世
都
市
縫
濟
勃
興
の
背
景

四
六

ズ

ト

ロ
イ

先
づ
國
王
系
の
荘
園
制
度
と
荘
司
と
の
關
係
に
つ
い
て
み
る
。
國
王
系
の
土
地
所
有
の
特
長
は
他
の
場
合
と
は
異
な
り

「
分
散

ベ
ジ

ツ

所
有

で
は
な
く

し
て

一
李
方
哩
乃
至
二

平
方

哩
の
、
又
例
外
的

に
は
五
乃
至
六
李
方
哩

の
封
鎖
的
所
有

よ
り
な

る
」
(註
33
)

貼

に

潜
む
。
而
し

て
國

王
系

の
土
地
所
有
は
中
央

的

の
も

の
と
地
方
的

の
も

の
に
分
た
る

、
。
前
者

は
姑
く
措
く

と
し

て
後
者

(
賦
勢

フ
オ

ア
ゥ

ま
ゆ
ケ

圃
敷

、
分
離

地
、
水
車

小
屋
等
を
含

む
)
は
そ

の
最
高
管

理
者

と
し
て

含
紆
×
を
も

つ
て
お
り

そ
の
下

に
多
く

の
下
級
属
吏
が
置

か
れ

て
ゐ
る
。
今

の
場
合

H
民
。×
の
地
位
、
機

能

に
立
入
る

の
要
は
な

い
。
そ

の
下

に
た

つ
屡
吏

の
み
が
問
題

と
な

る
。

一
般

に

フ
イ

ス
キ

ウ

ス

國
庫

地

に
は
二
個

の
経
螢

部
門

が
存
在

し
た
。

一
は
農
耕

に
當

る
賦
勢
圃
敷

に
關
す

る
も

の
、
他

は
森

林
養
植
、
畜
馬
等

に
當
る

特

殊
部
門

で
あ

つ
た
。

こ
の
各
部
門

に
は
そ
れ
ぞ
れ
管

理
長

が
存
在

し
た

の
で
あ
る
が
、
中

に
就

い
て
前
者
即

ち
賦
勢
圃
敷

の
長

ゾ

ル
ド

と

し

て

あ

つ
た

の
が

こ

㌔
に
云

ふ
荘

司

に
外
な

ら
ぬ

。
(
註
34
)

而

し

て

一
般

に
右

の
如

き
管

理
者

が
給

付

を

受

く

る
給

與

の
形
式

ラ

ヒ
ユ
フ
オ

ラ

に

は

三
檬

の
も

の
が

あ

つ
た
。

即

ち

イ
相

當

の
ベ

ネ

フ
ィ

キ

ユ
ム
を

給
與

さ

れ

て
ゐ

た
も

の
。

ロ
荘
園

内

の
持

分

地
を

給
與

さ

れ

》

プ
レ
ベ
ゾ
ヂ

)

)

た

も

の
、

ハ
國

庫

地

の
経

螢

牧
入

中

か

ら
年

金

の
形

で
給

與

さ
れ

た

も

の
、

で
あ

つ
た

が
荘

司

の
給

與

は
概

ね

こ

の
イ

又

は

ロ
の

(

(

(

ラ

形
式

に
よ

つ
た

の
で
あ

る

。
荘

司

の
地

位

が

殊

に
重

要

硯

さ

れ

て
お

つ
た

場

合

に
あ

つ

て

は
特

に
イ

の
様
式

が
選

ば
れ

た
。

蓋

し

(

ラ

ラ

ホ
　
フ
ヘリ
ロ
ク

　

伝

及

び
仏

の
場

合

に
あ

つ

て
は

そ
れ

に
俘

ふ
砒

會

的

地
位

は

何

れ

も

「
圃
敷

從
屡

的
」

で
あ

つ
た

が
、

σ

に

あ

つ
て

の
み
全

く

自

由

の
も

の
だ

つ
た

か
ら

で
あ

る
。
(註

35
)

(
後
述
の
如
く
歴
史
の
経
過

に
俘

ふ
て
國
王
系
が
地
方
的

に
分
散
濁
立
し
始
め
る
事
愈

々
甚
し
昏
に
及

ん
で

剛&
突

は
十
三
世
紀
前
後
に
そ
の
姿
な
消
し
去

つ
衰
か
叉
に
地
方
の
國
庫
地
内
に
都
市
的
な
所
在
が
存
し
れ
揚
合

に
.に
こ
の
所
在
長

に
轄
化
し

去

つ
六
の
で
あ

つ
表
◎
)(
註

36
)



第

二
に
國

王
系

に
非
ざ
る
蕪
園
制
度

と
荘

司
と

の
關
係
を
窺

ふ
て
み
る
。
こ
の
場
合

に
は
前
述

の
如

き

ゴ
告
⑦x
に
當

る
も

の
は

存

せ
す

、
中
央

地
匠

に
於
け

る
吏
僚
を
別

と
す

る
な
ら
ば
、
最
高

の
管

理
者

は
國
王
系

の
場
合

に
於
け

る
と
略
其
性
質

を
同

じ
う

す

る
荘
司

で
あ

つ
た
。
唯
略
十
二
世
紀
前
後

に
於

て

「
グ

ラ
ー

フ
種
」

の
崩
潰
と
荘
園

制
度

を
特

に
法
的
制
度

に
韓
質

せ
し
め
ん

と
す

る
傾
向

の
増
大

と
共

に
荘
園
組
織

の
上

に
多
少

の
攣

化
が
現
れ
、
賦
勢
圃
敷

に
於

て
は
経
濟
機
能

と
法
律
機
能

と

の
峻

別

が

ラ

シ
ユ
ゆ
ト
ハ
イ
ツ

見
受

け
ら
る

」
に
及
ん

で
重
鮎

が
特

に
法
律
機
能

の
上

に
お
か
る

、
様

に
な
り
、
其
爲

め

に
イ
荘

司

の
外

に

「
地
匠

長
」

を
任
命

(

　

す
る

か
、

ロ
叉
は
荘

司
自

ら
が
裁
判
官

又
は
地
匝

長
た
る

の
呼
構
を
象

ぬ
る
に
到

つ
た
。

更

に
又

こ
の
裁
判
行

政

の
爲

め
に
中
央

ラ

と
賦
螢
圃
敷

と
の
仲
介

を
爲
す
者

の
存
在

が
必
要

と
さ
れ
る
に
及

ん
で
こ
の
任

に
當
る
も

の
と
し
て
、

イ
荘

司

が
從
來

の
資
格
を

(

　

猫
保
有
し

て
お
る
場
合

に
あ

つ
て
は
地
匝
長
を
し

て

ロ
地
匝

長
と

い
ふ
呼
構

が
既

に
圃
敷

の
管

長
を

示
す

も
の
と
し

て
用

ひ
ら
れ

(

て
ゐ
る
場
合

に
あ

つ
て
は
最
高
地
匝
長
を
任
命

し

て
其
衝

に
當

ら
し
め
た

の
で
あ
る
。
(註
37
)

而

し

て
以
上
何
れ

の
場

合

に
於

て

ラ

ラ

ラ

も
荘

司
は
蕪

司
た
る

の
資
格

に
於

て
イ
賦
勢
圃
敷

の
管

理
者

で
あ
る

の
み
な

ら
ナ

ロ

O
oげ
α
h。『冨
ロ
告

の
監

視
者

と
し

て
更

に
又

ハ

(

(

(

頃
窪
巳
。冨
巳

の
監
督
者

と
し
て

の
職
能
を
も

つ
て
ゐ
た
。

(
而
し

て
又
其

外

に
十
分

の

一
税

の
徴

税
官
た

る
黙
を
別
す
れ
ば
、
荘

ア

レ
メ

ソ
ヂ

園
主

が
同
時

に

マ
ル
ク
の
最
高

支
配
者

た
る
場
合

に
は
荘

司
は
同
時

に
入
相
地
利
用

の
管

理
者

で
も

あ

つ
た
。
)
(
註
謁
4
さ

て
以
上

グ
ル
ソ
ド
ヘ
ロ
リ
ク

ラ

の
如

き
職
能
を
螢

む
荘
司

の
地
位

は
何

れ
も

「
土
地
從
属
的
」

の
も

の
で
あ

つ
た
が
そ
れ

に
與

へ
ら
る

製
給

與
は
イ

閑
窪
匪
卿
§

ラ

ラ

ラ

ラ

と
し

て
か

ロ
賃
貸
料
、
地
代

の

一
部
分

と
し

て
か
叉
は

ハ
爾
者

(
イ
、

ロ
を
指
す
)

の
併
與

と
し
て
か

の
形
式

を

と

つ
た
。
(
註
39
)

(

(

(

(

　

　

唯
然

し
十

一
、
二
世
紀
か
ら
三
世
紀

に
か
け

て
荘

司

の
経
濟
的
猫
立

が
愈

々
途
げ
ら
れ

て
ゆ
く
事

と
な

つ
て
以
來

は
就
申

ロ
、

ハ

(

(

申
世
都
市
経
濟
勃
興
の
背
景

四
七



中
世
都
市
経
濟
勃
興
の
背
景

四
八

の
形
式

に
よ
る
も

の
が
櫓
加
し

て
來

た
の
を

み
る
。
(註

㌍
)

以
上
私
共
は
國

王
系
及
び
其

以
外

の
蕪
園
制
度

と
荘

司
と

の
關
係

に
つ

い
て
概
観

し
來

た
。

以
下

か

玉
る
職
能

と
地
位

と
を
有

す
る
荘

司

の
経
濟

活
動

の
猫

立
し

て
ゆ
く
跡
を
み
る
事
と
な

つ
た
が
、
そ
れ

に
先
立

つ
て
尚

一
慮
荘
園
制
度

に
於
け

る
土
地
所
有

の
姿

と
自

己
経
螢

の
地
位

に
就

い
て

一
瞥

を
投

じ

て
お
か

ね
ば
な
ら
ぬ
。

荘
園

主

の
土

地
に
封
す

る
形
式
的

な
所
有
關
係

と
實

質
的
な
そ
れ

と
の
間

に
は
可
成
り

の
距
離
が

あ
り
、
此
時
代

に
及

ん
で
前

レ
ソ
ヂ

ソ

ヘ
ア

シ
ヤ

フ
ト

オ
ヴ

ア
ア
イ

タ

ヅ

ツ
ウ

ム

者

の
關
係

は
地
代
荘
園
制
化
し

つ
、

「
最
高
所

有
櫻
」

の
形
式

に
移

る
と
共

に
後
者

の
關
係

に
於

て
は
そ

の
實
際
上

の
所
有

が
或

は
騎

士
に
、
或

は
荘
司

に
、
或

は
農

民
に
牧

め
ら
れ
る

に
到

つ
て
ゐ
る
の
を
磯

見
す

る
。
今

こ

の
鮎
は
姑
く
別
と
し

て
、
形
式
的

な
所
有
關
係

に

つ
い
て
み
る
も
各
薙
園

の
所
有
者

の
間

に
所
有
樒

の
移
輻

に
於

け
る
可
成

り

の
推
移

が
こ

の
時

代

に
於
て
顯
著

に

な

つ
て
來

て
ゐ
る

の
に
氣

つ
く
。

ス
テ
ル
ネ

ッ
ク

の
所
謂

「
生
産
過
程

の
新

し
き
本
質
的
な
る
要
素
」
(
註
41
)

と
し

て
土
地
所
有

が

一
般
経
濟
生
活

の
規
制
的
原

理
セ

あ
り

え
た
事
情

は
略

カ

ロ
リ

ン
ガ
ー
朝
末

期
に
於

て
大
饅
消

無
し
た
と
み
る
事

が
出
來

る

に

し

て
も
(
註
42
)
土
地
所
有

の
大

い
さ
は
何
れ

の
形
式

の
蕪
園
制
度

の
場
合

に
あ

つ
て
も

カ

ロ
リ

ン
ガ
ー
朝
末
期

に
於

け
る
よ
り
も

そ
れ
以
後

に
於

て
遙

に
増
加
し

て
來

て
ゐ
る

の
を
見
逃
せ
ぬ
。
(註
43
)

然

し
こ

の
形
式

的

に
増
加
し
た
か

に
み
ゆ

る
土
地
所
有
も

仔
細

に
之

を
み
れ
ば
、
各
蕪

園
主

の
聞

に
勢
力

の
消
長
が
あ
り
、
そ
れ
に
慮

じ
て
移
動

の
現
れ

て
ゐ

る
の
を
み
る
。
先

づ
第

一
に

レ
ロ
エ

ソ

國
王
系
の
土
地
所
有
に
つ
い
て
み
る
に
、
古
來
保
持
し
來
つ
た
王
領
地
の
大
部
分
は
経
濟
的
に
は
實
牧
の
極
め
て
寡
少
な
采
領
所

有

關

係

に

か
又

は

男
。琴

屡

鱒9
窪
σq
耳

の
關

係

に
鱒

化

し

て

お
る
。
(
註
糾
)

(
山
林
は
特
に
貴
族
中
の
最
高
地
位
に
あ
つ
☆
入
々
の
手

に



韓
移
し
、
叙
位
學
ひ
の
爲
め
に
王
立
教
會
財
に
劉
す
る
利
用
の
道
が
絶
た
れ
六
の
が
右
の
如
琶
推
移
の
原
因
で
あ
つ
六
。
叉
新
領
地
の
獲
得
も
、
或
に

封
地
と
し
て
或
に
敦
會

へ
の
贈
興
と
し
て
失
に
れ
、
既
得
地
の
喪
央
な
補
ふ
に
■足
り
な
か
つ
六
〇
)
㎝第
二

に
…敏
會
系

の
土
地
所
有

に
あ

つ
て
は
、

國

王
、
諸
侯
、
其
他
激
會

に
蹄
依
す
る

「
自

由
民
」

よ
り

の
献
納

に
よ

つ
て
増
加
を
み

る
事
は
出
來

た
が
、
そ
れ
と

て
も
時
代

の

経
過

の
裡

に
は
様

々
な
方
面

へ
の
貸
付

の
道
行

に
於

て
次
第

に
凋
立
せ
し
め
ら
れ

て
ゆ
く

の
を
冤
れ
な

か

つ
た
。
(
註
45
)

一
般

に

教

會
系

の
土
地
所
有

は
形
式
的

に
は
十
世
紀

以
後

も
増
加
し
た
と
み
る
事
が
出
來

る

に
し
て
も

、
そ
れ
よ
り
す

る
経
濟
的
實

牧

は

十
二
世
紀

に
及
ん
で
頓

に
衰

へ
て
ゐ
る

の
を
獲
見
す

る
。
(註
46
)

こ
れ

に
引
換

へ
て
第

三

に
地
方
諸
侯
系

の
土
地
所
有
者

の
増
加

は
極
め
て
著
し
く
、
國

王
叉
は
教
會

の
手
申

か
ら
失

は
れ
て
ゆ
く
も

の

」
大
部
分
は
地
方
諸
侯

の

(国
¢旨
α鴨

や

因
。酵

ω穿

。・§

)

手

に
集

め
ら
れ

て
そ

の
櫨

力
伸
長

の
基
礎

と
な

つ
た

の
で
あ
る
。
(註
47
)

も

と
よ
り

こ
れ

ら

の

一
度
増
加

せ
し
め
ら
れ
た

土
地
所

有

と
難
も
叉
再
び
彼
等
に
依

つ
て
貸
付

采
領
化

せ
し

め
ら
れ
、
從

つ
て
叉
分
散
し
猫

立
せ
し
め
ら
れ

て
行

つ
た
事
は

云
ふ
ま

で
も

な

い
。

着

眼
を

こ

の
如

き
分
配
關
係

を
示
し
て
ゐ
る
土
地
所
有

と
自

己
経
螢

と
の
關
係

の
上

に
移
し

て
み

る
。
荘

園
制
度

の
下

に
あ

る

土

地

の
全
艦
的
な
大

い
さ
を
激
學
的
な
形

に
於

て
現
す
事
が
困
難
で
あ
る
檬

に
、
自
己
経
菅

の
み
に
當

て
ら
る

」
部
分

の
大

い
さ

を

測
る
事

も
至
難

の
様

で
あ

る
。
唯

一
般
的
な
概
括
を
試

み
る
な
ら
ば
地
方
諸
侯

の
場
合

に
あ

つ
て
は
自

己
維
螢

の
割
合

は
他

の

ザ

ロ

レ
ラ
ソ
ド

場
合

の
そ
れ
よ
り
も
小

で
あ

つ
た
事
(註
網
)
及
び

一
々
の
場
合

の
圃
敷

地
維
螢

に
つ
い
て
み
れ
ば
そ
れ

が

一
般

に
小
維
菅

で
あ

つ

た
事
(
註
49
)
等

の
當

面

の
問
題

に
つ
い
て
は
寧
ろ
非
本

質
的
な
事
情

の
み
窮
知
し
う
る

に
す
ぎ
ぬ
。
今

こ
れ

ら
の
貼

に
於

け
る
不

中
世
都
市
脛
濟
勃
興
の
背
景

四
九



申
世
都
市
煙
濟
勃
興
の
背
景

五
〇

明
さ
は
姑
く
別
と
し

て
も
、

カ

ロ
リ

ン
ガ
ー
朝
以
後

圃
敷

地
経
螢

の
も

つ
重
要
さ
は
何

れ

の
様
式

の
荘
園
制
度

の
場
合

に
あ

つ
て

ラ

も

一
般

に
減

じ

て
ゆ
く
傾
向

を
み
る
事

が
出
來

る
。
(註
5。
)

而
し

て
そ

の

一
般
的
な
原
因
と
し
て
は

イ
自
己
維
螢
が
自

ら
蕪

園
制

(

　

度

か
ら
遠
ざ

か
つ
て
ゆ
く
過
程

に
作
用
す

る
も

の
と
、

ロ
逆

に
荘

園
制
度
自

ら
が
自

己
維
螢

か
ら
遠
ざ

か
つ
て
ゆ
く
過
程

に
作
用

ー

ー

す

る
も

の
と

の
二

に
分
別
す
る
事
が
許

さ
れ
よ
う

と
思

ふ
。
イ
に
属
す
る
原
因

の
う
ち

に
あ

つ
て
最
も
重
要
な

る
も

の
は

こ

」
に

(

ラ

窺
は

ん
と
す

る
、
荘
司

の
猫

立
で
あ
り
、

ロ
に
馬
す
る
も

の
に

つ
い
て
は
そ
の

一
部
分

は
次
節

に
述

ぶ
る

と
し

て
、
今
そ

の

一
般

(

　

を
略

記
す
る

な
ら
ば
大
饅
次

の
如

き
も

の
で
あ
ら
う
。

そ

の
事
情

を
左

の
四

に
分

つ
。

ロ
ノ

一
。
各
荘
園

主
は
其

土
地
増
大

に
伴

(

ふ
て
實
際

そ

の
経

螢
に
當

る
事

か
ら
、
土

地
に
封
す

る
支
配
権

を
次
第

に
所
謂
地
代
荘
園
制
度

化

せ
し
め
て
行

つ
た
。
而

し
て
こ

の
傾
向

は
吏
僚

の
多
数
を
必
要
な

ら
し
め
、
所
謂

「
采
領
制
度
」

の
畿
達

と
な
り
、
最
初
は
軍
純
な
る
管

理
を
委

ね
た

に
す
ぎ
な

　

.
か

っ
た
土
地

が
釜

々
猫
立
し

て
ゆ
く
機
縁
を
作

つ
た
。

ロ
ノ
ニ
。
土

地
所
有

の
増
大

は
そ

の
経
螢

の
た
め
に
す

る
從
属

民

の
多
数

(

を
必
要
な
ら
し

め
、
延

ひ
て
從
属
民

の
肚
會
的
地
位

の
上
昇
と
な
り

、
経
濟
的
猫
立

の
機
縁
を
作
る
事

と
な
り
、
從

つ
て
之
等

の

　

人

々
の
間

に
自

己
経
螢

が
分
散
猫
立

せ
し
め
ら
れ
た
。

ロ
ノ
三
。
圃
敷
内

の
手

工
業
者
等

の
分
業

に
基

く
猫
立
、
奴
隷
を
供
給
す

(

る
源

泉

の
枯
潟

、「
自
由

、
不
自
由
賃
借
人
」

の
猫

立
等

の
た
め

に
、
自

己
経
菅

に
必
要
な
る
榮
働
力
を
見
出
し

え

ざ

る

に

到

つ

た
。

ロ
ノ
四
。
次
節

に
述

ぶ
る
如
く
猫

乙
の
地
勢

は
優
良

地
に
於

て
は
小
経
螢

に
適

し

て
お
る
も

の
が
あ
り
、

こ
の
小
経
螢

地

の

(

分

散
は
、
中
央
構

力

の
衰

へ
て
ゆ
く
と
相

互
關
聯
し

て
、
監
督
権
を
離

る

玉
に
到

つ
た
。
私

の
所
謂
第

二
種

の
事
情
は
略
右

の
如

き
も

の
で
あ

る
が
、
是
等

の
も

の
に
つ
い
て
は
後

に
再
読
す

る
機
會

が
あ
る
と
し

て
蝕

で
は
當
面

の
事
情

と
し

て
第

一
種

の
事
情



即
ち
荘
笥

の
経
濟
的
猫
立
の
み
を
と
り
出
し
て
考

へ
て
み
る
。

よ
し
國
王
系
土
地
所
有
に
於
て
蕪
司
に
任
命
せ
ら
れ
た
者
に
は
勢
望
を
有
す
る
身
分
階
級
出
身
の
者
は
稀
れ
で
あ
り
、
國
王
は

寧
ろ
計
書
的
に
農
耕
に
從
事
し
つ
」
あ
る
中
等
身
分
階
級
の
者
を
探
用
し
た
と
し
て
も
、
更
に
又
是
等
の
蕪
司
に
は
概
ね
容
易
に

申
央
よ
り
監
督
し
う
る
程
の
土
地
を
委
ね
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
つ
た
と
し
て
も
(註
タ
)

一
般
に
吏
僚
階
級
の
枇
會
的
地
位
の
上
昇

と
並
行
し
て
荘
司
の
そ
れ
も
叉
高
ま
り
、
采
領
制
度
化
の
作
用
は
蝕
に
も
及
ん
で
蕪
司
所
有
の
猫
立
を
結
果
し
た
と
み
ね
ば
な
ら

ぬ
。
殊
に
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
の
所
謂
、
國
王
系
土
地
所
有
の
著
し
い
特
長
で
あ
る
塵
の
分
散
所
有
に
非
ざ
る
と
い
ふ
事
情
も
略
十
世

紀
以
後
に
つ
い
て
は
云
爲
し
え
す
に
な
つ
て
以
來
(註
52
)
何
れ
の
形
式

の
土
地
所
有
に
於
て
も
の
蕪
司
所
有
の
分
散
性
と
中
央
権

力
の
失
墜
に
俘
ふ
監
督
の
不
充
分
さ
は
釜
々
荘
司
所
有
の
輕
濟
的
猫
立
を
効
果
し
て
行
つ
た
も
の
と
み
る
事
が
出
來
る
。

而
し
て
既
に
述
べ
た
如
き
荘
司
に
樹
す
る
様
々
な
る
給
與
の
形
式
も
後
に
は

「實
牧
割
當
」
(田
§
警

き
§
)
を
給
與
す
る
形
式

が
盛

と
な
り
(
註
53
)
園
藝
、
牧
畜
等

の
場
合

に
あ

つ
て
は
全
實
牧

の

一
定
割
合
を
貢
納

と
し

て
提
供
す
れ
ば

足
り
る
事

を
許

さ
れ

更

に
後

に
到

つ
て
は
荘

司
は
そ

の
管

理
す
る
圃
敷

財

に
就

き
、
全
牧
入
を
引
渡
し
叉
は
計
算
す
る
事

を
な

さ
す
荘

司
圃

敷
全
禮
を

そ

の
給
與

と
し

て
支
給

さ
る

玉
事

と
な
り
、
こ

の
關
係

は
釜

々
進
展

し

て
十
二
世
紀
後

牛

に
及

べ
ば
蕪

司
は
最
早

「
蕪
園

制
度
的

な
圃
敷

経
螢

の
た
め

の

一
切

の
需
要

に
封
す

る
契
約

的
な
交
附
者

(い
ぼ
巽
碧
酔)
た
る

に
す
ぎ
ぬ
」
(註
54
)

迄

に
到

つ

て
ゐ
る
。
鼓

に
及

ん
で
は
荘

司
は
蕪
園
主

に
封

し

て
全
く

一
定

の
買
納
を
果
せ
ば
足
り

る
事

と
な
り
、
更

に
こ

の
貢
納

が
自
然
物

貢
納
か

ら
貨

幣

貢
納

に
攣

る
に
及

ん
で
そ

の
経
濟
的
活
動

は
釜

森
猫
立

の
程
度

と
範
園
を
増

し
以
て
蕪

園
主

の
自
己
経
螢
を
崩
潰

せ
し
め

る
事

中
世
都
市
経
濟
勃
興
の
背
景

・

五

一



中
世
都
市
煙
濟
勃
輿
の
背
景

五
二

と
な

つ
た

。

そ
れ

の
み

で
は
な

い
。
蕪

司
は
こ
の
關
係

に
更

に

一
歩
を
進

め
て
積

極
的

に
蕪
園
主

に
代

つ
て
そ

の

く
崖

§

罰呂

に
属
す

る

一

切

の
貢
納
賦
役
を
自
ら
制
定
し
、
享
有
し
、

一
切

の
公
共

の
構

利
を
そ

の
掌
中

に
牧

め
ん
と
力
め
た

の
み
で
な
し

に
、
進

ん
で
ヴ

ィ
リ
カ
チ
オ

ン
に
属
す
る
所
有

の
原
本
的
な
る
大

い
さ
を
捜
大

せ
ん
と
努
む
る

に
到

つ
て
ゐ
る
。
(
註
55
)

固

よ
り
か

玉
る
試

み
に

封
す

る
荘
園
主

の
反
抗

も
な
か

つ
た

の
で
は
な

い
が
、
其
効
を
奏
す

べ
く
既

に

「
荘

司

の
地
位
は
絵
り

に
強
く
な

つ
て
來

て
お
り

荘

園
主

の
自

己
維
螢

に
封
す

る
行
爲
能
力

は
飴

り

に
も
弱
小

に
な

つ
て
ゐ
た

の
で
あ

る
。
」
(
註
56
)
殊

に
荘

司
職

の
世
襲

化

の
傾
向

は

こ

の
事
態
を
愈

々
促
進

せ
し

め
た
。
蓋

し
彼
等
は
世
襲
的

に
荘

司
所
有
を
管

理
す

る
事

と
な

つ
て
以
來
、
自

ら
、
そ

の
下

に
属

プ

ル
グ

す

べ
き
各
種

の
吏
僚
を
任
命

し
以
て
そ

の
圃
敷

や
ペ
ネ

フ
イ

シ

ェ
ム
の
上

に
他

の
騎

士
階
級
同
檬

に

「
城
塞
」
を
築

き
、
好

ん
で

貴
族
階
級

と
姻
戚
關
係
を
結

ぶ
に
▼到

つ
た
。
(註
57
)

更

に
今

〕
歩
を
進
め
て
煩
雑
を
忽
ぴ
乍

ら
此
時
代

に
於
け

る
荘

園
制
度

の

。。
些
§
自
(
圃
敷

地
)
の
、
征
服
、
植
民

又
は
新
規

耕

作

に
よ
る
増
加

も
亦
同
様

に
亥
第

に
荘

園
主

の
手

か
ら
失
は
れ

て
行

つ
た
過
程

を
瞥

見
し
よ
う
。
斯
様
な
新

規
開

墾
地

の
経
螢
は

當

初
は

◎。
国穿
窪
。

に
よ

つ
て
行
は
れ
た
も

の
に
違

ひ
な
か

つ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ

と

て
も
最
早
曾

て

の
時

代

に
見

ら
れ
た
如
く

び

ロ

ル
ラ
ソ

ド

に
圃
敷
地

に
於

け
る
勢
働
力

の
絵
剰
を

こ

ム
に
差
向

け
る
事

に
よ

つ
て
行

は
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
或

は
自
己
経
螢

が
蓑

へ
た
爲

め

に
、
或

は
既

に
蕪
司

の
経
濟
的
凋
立

が
著

し
き
程
度

に
及
ん

で
ゐ
る
爲

め

に
、
。。
匙
7
竃
6
が
最
早
利
用
す

る
必
要

を
見
す

に
な

つ

て
ゐ
る
賦

役
勢
働
を
鼓

に
振
向
け

て
開

墾
が
行

は
れ
た

に
す
ぎ

ぬ
。
而

し
て
こ
の
開
墾
や
植
民

の
場
合

に
於

て
経
螢

は
総

て
そ

の

耐■ 曜向



事

に
當

む

国
「α
昌
窪

全

部

の
共
同

の
捲
當

と
し
て
か
叉
は
荘
笥

の
猫

立
な
指
導

の
下

に
か
螢
ま
れ
た

の
で
あ
る
が
、
後

に
こ
の
ニ

ゲ

ノ
ヅ
セ

ン
シ
ヤ

フ
ト

つ
の
形
式

は
相

合
し

て
経
管
は

「
共

同

艘
」

の
手

に
よ

つ
て
行

は
る

、
事

と
な
り
、
荘

司
は
こ

の

「
共

同
艦
」

の
支
配
者

と
し

て
臨

む
に
到

つ
た

の
で
あ

る
。
(註
58
)

か

、
る
關
係

の
進
展
は
猫
り
薪
規

の
開
墾
地

の
場
合

の
み
に
限
ら
れ
た
も

の
で
は
な

い
。

森
林
、
葡
萄

畑
等

に
つ
い
て
も
同
様

の
事
態

の
進
展

が
見
受
け

ら
れ
る

の
で
あ

る
。
(
註
59
)

要
約
し

て
み
る
。
荘

司
が

く
崖
冨
臥
8

に
属
す

る

一
切

の
荘

園
主

の
財
産
管
理

に
就

い
て
、

ラ

ン
プ

レ
ヒ
ト
の
所
謂
軍
純
な

る

フ
イ
ナ
ソ
ツ
ィ
ァ
ム
チ

「
財

務

官
」

た
り
し
に
す
ぎ

ぬ
姿

か
ら
出
焚

し
て
、
膿

て
こ
れ
ら

の
財
産

よ
り
す
る
蕪

司

の
貢
納
其
他

の
義
務

が

一
定
額

の
も

の
と
な
る

に
到

つ
て
蕪

司

の
實

際
維
欝

に
當

る
飴

地
が
増
加
す

る
と
共

に
蕪

園
主

に
封
す
る
猫
立
が
始
端

さ
れ
、
更

に
進

ん

で

一

切

の
賃
貸
財

よ
り
す

る
貢
納
賦
役

に
封
す

る
完
全

な
る
塵

分
櫨

が
荘

司

の
手

に
移
韓
す

る

に
及

ん
で
、
濁
立
経
螢

と
し
て
の
蕪

司

経
螢
は
経
濟
的

に
確

立
さ
れ
、
荘

司
職

の
世
襲

と
な
り
其
肚
會
的

地
位

の
上
昇

と
な
る

に
つ
れ

て
か

玉
る
猫
立
な

る
蕪
司
経

螢

に

封
す

る

一
般
的
是
認

が
與

へ
ら
れ
た
も

の
と
み
る
事
が
出
來

よ
う
。

も

と
よ
り
蕪
園

制
度

の
自
己
経
螢

の
崩
潰

は

こ

玉
に
の
み
そ

の
唯

一
の
原
因
を
も

つ
て
ゐ

る
と
は

い

へ
ぬ
。
故

に
私
は
鼓

に
節

を
改
め

て
注
目
を
農

民

の
経
濟
活
動

の
猫

立

の
上
に
移
す
事

に
よ

つ
て
、

こ

蕊
に
洩

れ
た
他

の
自

己
経
螢
崩
潰

の
諸
原
因

に
鰻
れ

る
事

と
す

る
。
(
未
完
)

中
世
都
市
経
濟
勃
興
の
背
景

五
三
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