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荘
園
制
は
、
荘
園
領
主
か
ら
百
姓
に
い
た
る
ま
で
、
幅
広
い
階
層
を
包
摂
す
る
中
世
の
社
会
体
制
で
あ

り
、
荘
園
の
研
究
は
中
世
と
い
う
時
代
の
理
解
に
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。 

な
ぜ
荘
園
は
設
定
さ
れ
、
社
会
的
な
保
護
を
え
た
の
か
。
そ
れ
は
、
荘
園
が
荘
園
領
主
に
と
っ
て
社
会

的
な
役
割
を
果
た
す
た
め
の
経
済
基
盤
で
あ
り
、
荘
園
領
主
が
在
地
と
の
間
で
積
極
的
に
関
係
を
と
り
結

ぶ
目
的
は
年
貢
の
収
取
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
荘
園
制
と
は
領
主
に
よ
る

年
貢
収
取
を
通
じ
て
設
け
ら
れ
た
諸
シ
ス
テ
ム
の
複
合
体
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

本
博
士
学
位
論
文
は
、
荘
園
領
主
に
よ
る
年
貢
収
取
を
実
現
さ
せ
た
在
地
社
会
の
実
態
を
解
明
し
、
荘

園
制
と
在
地
社
会
と
の
関
係
を
有
機
的
に
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
以
下
、
各
章
の
概
要
を
示
す
。 

 

序
章 ま

ず
序
章
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
に
進
展
を
み
た
荘
園
制
研
究
（
立
荘
論
・
室
町
期
荘
園
制
論
）

の
成
果
に
触
れ
、
荘
園
制
が
中
央
権
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
の
後
も
形
を
変
え
な
が
ら
中
世
を
通
じ

て
維
持
さ
れ
て
い
く
と
の
見
方
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
荘

園
制
論
は
あ
く
ま
で
中
央
権
力
を
軸
に
据
え
た
体
制
論
で
あ
り
、
荘
園
制
が
荘
園
領
主
の
み
な
ら
ず
在
地

の
百
姓
ま
で
を
も
包
摂
す
る
以
上
、
現
状
の
よ
う
に
中
央
権
力
に
よ
る
年
貢
収
取
の
構
造
を
明
ら
か
に
し

た
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
近
年
の
荘
園
制
研
究
で
示
さ
れ
た
枠
組

み
を
在
地
社
会
の
実
態
か
ら
捉
え
な
お
す
こ
と
を
本
博
士
学
位
論
文
の
課
題
と
し
て
設
定
し
た
。 

本
博
士
学
位
論
文
で
は
、
荘
園
領
主
の
も
と
に
伝
来
し
た
荘
園
文
書
を
用
い
て
、
荘
園
制
と
在
地
社
会

の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
が
、
そ
の
際
の
素
材
（
①
名
体
制
・
②
荘
官
・
③
荘
家
一
揆
・
④
村
落
）

に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
課
題
と
解
決
方
策
を
提
示
し
た
。 

続
い
て
、
本
博
士
学
位
論
文
を
特
徴
づ
け
る
分
析
手
法
に
つ
い
て
述
べ
た
う
え
で
、
考
察
の
フ
ィ
ー
ル

ド
で
あ
る
播
磨
国
矢
野
荘
（
現
兵
庫
県
相
生
市
）・
美
濃
国
大
井
荘
（
現
岐
阜
県
大
垣
市
）
の
荘
園
史
研
究

上
の
位
置
づ
け
お
よ
び
課
題
を
述
べ
、
ま
た
各
章
の
概
要
を
示
し
た
。 

 

第
一
部 

第
一
部
で
は
、
播
磨
国
矢
野
荘
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
、
中
世
後
期
（
特
に
鎌
倉
末
期
～
室
町
期
）
の
荘
園

を
め
ぐ
る
研
究
課
題
の
解
決
を
試
み
た
。 

 

第
一
章 

正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
十
二
月
、
後
宇
多
法
皇
（
以
下
、
後
宇
多
院
）
が
東
寺
興
隆
政
策
の
一
環
と
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し
て
東
寺
に
寄
進
し
た
四
つ
の
荘
園
・
地
所
の
う
ち
、
三
ヶ
所
が
東
寺
の
膝
下
に
立
地
し
、
ま
た
正
和
二

年
以
前
か
ら
東
寺
領
化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
荘
園
・
地
所
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
矢
野
荘
だ
け
が
播
磨
と

い
う
遠
隔
地
に
立
地
す
る
う
え
、
こ
れ
ま
で
正
和
二
年
の
寄
進
で
初
め
て
東
寺
領
化
し
た
と
考
え
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
特
異
性
は
際
立
っ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
矢
野
荘
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
研
究
を
進
め
る
前
提
と

し
て
、
①
な
ぜ
後
宇
多
院
は
寄
進
の
対
象
と
し
て
矢
野
荘
を
選
ん
だ
の
か
、
②
矢
野
荘
は
ど
の
よ
う
な
経

緯
を
へ
て
東
寺
領
化
し
た
の
か
、
を
課
題
と
し
て
、
東
寺
領
矢
野
荘
の
成
立
過
程
を
論
じ
た
。 

 

鎌
倉
末
期
、
女
院
領
の
終
焉
や
下
地
中
分
と
い
う
政
治
的
変
動
の
な
か
で
領
家
藤
原
氏
の
地
位
は
大
き

く
動
揺
し
て
お
り
、
藤
原
範
親
の
遺
領
を
巡
る
冬
綱
と
範
親
後
室
と
の
争
い
に
東
寺
僧
長
恵
が
関
与
し
て

い
た
こ
と
が
後
宇
多
院
の
介
入
を
招
い
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
後
宇
多
院
は
大
覚
寺
統
領
の
管
領
者

と
し
て
矢
野
荘
の
東
寺
領
化
を
進
め
て
い
く
。
長
恵
は
後
宇
多
院
の
伝
法
灌
頂
に
参
列
し
た
東
寺
十
八
口

方
供
僧
の
一
人
で
あ
り
、
供
僧
の
一
人
と
し
て
荘
園
経
営
に
も
参
画
し
て
い
た
。
ま
た
冬
綱
排
斥
後
も
後

室
の
名
代
と
し
て
矢
野
荘
に
関
与
し
、
東
寺
領
化
後
に
は
長
恵
か
ら
東
寺
へ
矢
野
荘
の
文
書
が
伝
来
し
て

い
た
。
東
寺
供
僧
長
恵
が
関
与
し
て
い
た
矢
野
荘
は
、
後
宇
多
院
が
東
寺
の
経
済
基
盤
を
整
備
す
る
う
え

で
、
最
も
適
し
た
荘
園
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

本
章
の
考
察
に
よ
り
、
矢
野
荘
が
東
寺
領
化
さ
れ
た
理
由
・
経
緯
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
正
和

二
年
に
寄
進
さ
れ
た
荘
園
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
以
前
か
ら
東
寺
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
い
た

こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
ら
の
荘
園
は
、
後
宇
多
院
忌
日
に
行
わ
れ
る
論
義
法
要
の
料
所
に
充
て
ら
れ
る

な
ど
、
後
宇
多
院
の
「
御
願
寺
」
と
し
て
の
東
寺
を
支
え
る
重
要
な
経
済
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

第
二
章 

 

矢
野
荘
の
研
究
は
、
正
和
二
年
に
新
し
く
荘
園
領
主
と
な
っ
た
東
寺
伝
来
の
諸
文
書
群
に
よ
っ
て
進
め

ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
東
寺
領
化
以
前
の
状
況
を
正
面
か
ら
究
明
し
た
も
の
は
少
な
く
、
鎌
倉
末
期

～
室
町
期
に
お
け
る
東
寺
領
と
し
て
の
展
開
が
、
鎌
倉
期
以
前
の
在
地
秩
序
に
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て

い
た
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。 

本
章
で
は
、
東
寺
領
矢
野
荘
が
成
立
・
展
開
し
て
い
く
う
え
で
在
地
秩
序
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い

た
の
か
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
荘
内
最
大
の
領
主
名
で
あ
り
、
公
文
寺
田
氏
の
所
領
で
あ
る
重
藤
名
の
分

布
に
注
目
し
、
重
藤
名
が
東
寺
領
の
成
立
・
展
開
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
、
考
察
を
加
え
た
。
本

章
に
お
け
る
主
な
課
題
と
し
て
は
、
①
重
藤
名
の
村
落
別
分
布
と
下
地
中
分
と
の
関
係
、
②
東
寺
が
寺
田

氏
を
排
斥
し
た
理
由
、
の
二
点
で
あ
る
。 

 

ま
ず
、
①
に
つ
い
て
。
重
藤
名
は
「
開
発
領
主
」
寺
田
氏
の
根
本
所
領
で
あ
る
と
同
時
に
、
寺
田
氏
の
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荘
内
で
の
正
統
性
を
示
す
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
う
え
で
、
荘
内
に
お
け
る
重
藤
名
の
所
在
を
検
討

す
る
と
、
下
地
中
分
後
の
領
家
方
村
落
は
、
全
て
重
藤
名
が
集
中
的
に
分
布
し
た
村
落
で
あ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
矢
野
荘
に
お
け
る
下
地
中
分
は
領
家
藤
原
氏
と
地
頭
海

老
名
氏
と
の
交
渉
の
結
果
と
い
う
よ
り
も
寺
田
氏
・
海
老
名
氏
と
い
う
在
地
領
主
間
の
政
治
交
渉
に
よ
っ

て
実
現
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
領
家
方
村
落
に
お
い
て
重
藤
名
の
占
め
る
割
合
が
高
く
、
寺
田
氏

の
影
響
が
特
に
著
し
い
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
能
毛
・
奥
野
山
を
領
家
方
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
が
、

下
地
中
分
時
に
領
家
方
が
南
北
に
分
断
す
る
こ
と
に
な
っ
た
一
因
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
ま
た
、
一
連

の
考
察
の
な
か
で
大
避
神
社
そ
ば
の
重
藤
政
所
が
寺
田
氏
の
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

次
に
、
②
に
つ
い
て
。
鎌
倉
末
期
の
時
点
で
、
重
藤
名
が
領
家
方
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
た
こ
と
に

鑑
み
れ
ば
、
東
寺
が
円
滑
な
荘
園
経
営
を
行
う
う
え
で
寺
田
氏
の
排
斥
は
必
須
で
あ
っ
た
が
、
寺
田
氏
排

斥
後
も
、
東
寺
が
公
田
方
と
重
藤
方
を
別
個
の
年
貢
収
取
体
系
で
把
握
し
た
こ
と
に
注
目
し
、
海
老
名
氏

や
飽
間
氏
と
い
っ
た
在
地
領
主
が
重
藤
名
の
領
有
権
を
主
張
し
、
東
寺
の
支
配
が
安
定
し
な
い
な
か
で
、

東
寺
は
重
藤
名
を
別
個
の
収
取
体
系
と
す
る
こ
と
で
、
公
田
方
・
重
藤
方
の
一
方
が
違
乱
を
受
け
た
際
の

リ
ス
ク
分
散
を
図
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

重
藤
名
に
代
表
さ
れ
る
鎌
倉
末
期
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
在
地
秩
序
は
、
新
た
に
荘
園
領
主
と
な
っ
た
東

寺
の
矢
野
荘
支
配
を
規
定
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
寺
田
氏
を
は
じ
め
と
し
た
在
地
領
主
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
秩
序
と
格
闘
し
な
が
ら
、
東
寺
は
南
北
朝
～
室
町
期
に
か
け
て
荘
園
経
営
を
進
め
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。 

 

第
三
章 

 

鎌
倉
中
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
、
荘
園
領
主
と
地
頭
に
よ
る
支
配
権
争
い
の
解
決
を
目
的
と
し
て

行
わ
れ
た
下
地
中
分
に
つ
い
て
、
荘
園
領
主
・
地
頭
の
定
め
た
線
引
き
（
領
域
設
定
）
が
在
地
社
会
に
ど

の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
、
①
荘
園
内
の
徴
税
単
位
で
あ
る
名
の
分
布
状
況
、
②
領
家
方
・
地
頭
方
を
横

断
す
る
名
の
そ
の
後
の
歴
史
的
展
開
に
着
目
し
て
考
察
を
加
え
た
。 

 

そ
の
結
果
、
①
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
矢
野
荘
の
百
姓
名
の
過
半
が
領
家
方
・
地
頭
方
に
横
断
す
る
と

さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
横
断
し
な
い
名
の
方
が
多
く
、
両
方
を
横
断
す
る
名
は
四
割
強
に
過
ぎ
ず
、

ま
た
横
断
的
な
名
の
な
か
で
も
約
七
割
は
ど
ち
ら
か
一
方
に
耕
地
が
集
中
し
、
両
方
に
均
等
し
て
分
布
す

る
名
は
少
数
で
あ
り
、
下
地
中
分
の
影
響
が
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
り
も
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
南
北
朝
期
に
作
成
さ
れ
た
検
注
帳
に
お
け
る
名
の
記
載
状
況
を
分
析

し
、
領
家
方
・
地
頭
方
両
方
を
横
断
す
る
名
が
統
合
・
分
裂
し
て
い
く
様
相
を
把
握
し
た
。
特
に
名
の
統
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合
に
つ
い
て
は
、
東
寺
に
よ
る
支
配
体
制
が
確
立
し
て
い
く
な
か
で
進
展
す
る
と
い
う
矢
野
荘
に
お
け
る

名
体
制
変
容
の
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

 

②
に
つ
い
て
は
、
下
地
中
分
の
結
果
分
断
さ
れ
た
名
の
う
ち
、
史
料
に
恵
ま
れ
る
名
の
そ
の
後
を
追
っ

た
。
ま
ず
、
領
家
方
と
地
頭
方
双
方
に
一
定
の
耕
地
を
持
つ
名
で
は
両
属
状
況
が
継
続
し
た
が
、
そ
う
し

た
名
は
少
数
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
領
家
方
・
地
頭
方
の
ど
ち
ら
か
に
耕
地
が
偏
っ
て
い
る

名
の
場
合
に
は
、
面
積
が
乏
小
な
一
方
の
耕
地
が
売
却
さ
れ
た
り
統
合
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
収
取
が

一
円
化
し
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
な
お
貞
次
名
の
事
例
で
は
、
地
頭
方
に
属
す
る
面
積
の
方

が
広
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
領
家
方
の
名
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
名
主
屋
敷
が
領
家
方
に

所
在
し
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
、
名
主
を
核
に
形
成
さ
れ
る
名
の
あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
的

で
あ
る
。 

 

第
四
章 

南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
の
荘
園
で
は
、
名
主
・
百
姓
ら
が
領
主
に
申
状
を
提
出
し
た
り
、
集
団
で
逃
散
・

強
訴
に
及
ん
だ
り
す
る
荘
家
一
揆
が
数
多
く
み
ら
れ
た
。
荘
家
一
揆
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
著
さ

れ
て
き
た
が
、
人
民
闘
争
史
研
究
で
は
荘
家
一
揆
が
内
包
す
る
矛
盾
は
階
級
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
た

一
方
、
地
域
社
会
論
で
は
荘
家
一
揆
の
一
体
性
が
あ
る
種
自
明
視
さ
れ
、
そ
の
矛
盾
に
つ
い
て
の
議
論
は

深
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
章
で
は
、
中
世
の
荘
園
が
多
様
な
個
性
を
持
つ
「
地
域
」
の
集
合
体
と
し

て
成
立
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
荘
家
一
揆
が
内
包
す
る
矛
盾
を
荘
園
内
の
地
域
的
な
特
質
か
ら
論
じ
な
お

す
べ
く
、
播
磨
国
矢
野
荘
の
在
地
秩
序
で
あ
る
上
村
・
下
村
に
注
目
し
て
、
検
注
帳
の
分
析
か
ら
上
村
・

下
村
の
具
体
的
な
範
囲
を
特
定
し
、
そ
の
よ
う
な
上
村
・
下
村
と
い
う
荘
園
内
「
地
域
」
が
荘
家
一
揆
と

ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
考
察
を
加
え
た
。 

 

ま
ず
、
荘
内
に
散
在
す
る
名
に
つ
い
て
、
検
注
帳
に
記
載
さ
れ
る
名
耕
地
の
村
落
別
分
布
を
検
討
す
る

こ
と
で
、
矢
野
荘
の
名
分
布
が
南
北
に
大
き
く
分
か
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ま
で
見
通
し
に
留

ま
っ
て
き
た
上
村
・
下
村
の
領
域
を
明
確
に
比
定
し
、
名
の
分
布
が
上
村
・
下
村
の
範
囲
を
越
え
て
入
り

組
む
こ
と
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
矢
野
荘
の
名
編
成
が
上
村
・
下
村
と
い
う
荘

園
内
「
地
域
」
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
上
村
・
下
村
の
特
質
を
、
信
仰

や
水
利
、
開
発
の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。 

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
地
域
」
の
視
角
か
ら
矢
野
荘
を
代
表
す
る
二
つ
の
一
揆
（
応
安
二
年
の
十
三
日

講
事
件
・
永
和
三
年
の
惣
荘
一
揆
）
に
検
討
を
加
え
た
場
合
、
こ
う
し
た
上
村
・
下
村
と
い
う
荘
園
内
「
地

域
」
間
の
利
害
対
立
こ
そ
矢
野
荘
の
荘
家
一
揆
が
抱
え
た
弱
点
で
あ
り
、
代
官
ら
の
弾
圧
策
も
「
地
域
」
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間
対
立
を
利
用
し
、
荘
家
一
揆
の
内
部
崩
壊
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
人
々
の
生
活
に
基
づ
い
た
荘
園
を
構
成
す
る
「
地
域
」
的
な
特
質
を
要
因
と
す
る
一
揆
が
内

包
す
る
矛
盾
を
描
き
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。 

 

第
五
章 

 

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
矢
野
荘
の
損
免
要
求
は
余
剰
生
産
物
の
現
地
留
保
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な

く
、
実
際
に
起
き
た
災
害
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
見
直
し
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
本
章
で
は
、
そ
の
よ

う
な
近
年
の
研
究
視
角
を
継
承
し
、
災
害
と
い
う
非
常
時
に
結
ば
れ
た
一
揆
に
つ
い
て
、
前
章
と
同
様
に

荘
園
内
部
の
「
地
域
」
の
特
性
か
ら
、
名
主
・
百
姓
ら
の
結
合
を
捉
え
な
お
す
こ
と
を
課
題
と
し
た
。
先

行
し
て
河
成
地
の
地
理
的
分
布
を
分
析
し
た
橋
本
道
範
論
文
の
成
果
を
踏
ま
え
、
分
析
す
る
検
注
帳
を
精

査
す
る
こ
と
で
、
よ
り
広
域
的
か
つ
詳
細
な
河
成
地
点
の
位
置
比
定
を
お
こ
な
い
、
①
河
成
面
積
の
時
代

的
変
遷
、
②
非
常
時
に
荘
家
一
揆
が
結
ば
れ
る
論
理
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
水
害
と
い
う
非
常
事
態
の
な
か
で
損
免
を
求
め
た
の
は
、
救
済
対
象
か
ら
漏
れ

た
被
災
し
た
当
事
者
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
結
ば
れ
る
一
揆
の
構
成
員
は
よ
り
限
定
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
①
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
河
成
面
積
が
著
し
く
増
加
し
て
お
り
、
ま

た
平
地
の
集
落
と
谷
間
の
集
落
と
の
河
成
の
質
的
相
違
が
み
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
荘
園
内
の
地
域
に
よ
っ
て

災
害
へ
の
対
応
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
②
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
全
荘
で
団
結
し

た
事
例
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
貞
和
五
年
の
連
署
起
請
文
に
み
ら
れ
る
名
主
・
百
姓
を
分
析
す
る
と
、
貞
和

五
年
水
害
で
起
請
文
に
署
判
を
加
え
た
名
は
領
家
方
全
体
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ

ら
の
名
主
は
損
免
認
定
の
前
提
と
な
る
内
検
が
不
十
分
で
あ
っ
た
地
域
（
＝
雨
内
・
西
奥
）
に
耕
地
を
持

っ
て
お
り
、
貞
和
五
年
の
連
署
起
請
文
は
、
そ
の
よ
う
な
名
が
主
体
と
な
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

事
例
は
水
害
と
い
う
非
常
時
に
際
し
て
荘
家
の
一
揆
が
ど
の
よ
う
に
結
ば
れ
た
の
か
を
よ
く
物
語
っ
て
お

り
、
す
な
わ
ち
、
荘
家
一
揆
は
危
機
意
識
を
共
有
す
る
当
事
者
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。 

先
行
研
究
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
荘
家
一
揆
像
と
し
て
は
、
中
世
後
期
に
お
け
る
惣
組
織
の
発
達
と
、

そ
れ
に
基
づ
い
た
全
荘
で
の
一
揆
が
挙
げ
ら
れ
る
。
矢
野
荘
で
も
永
和
三
年
の
「
惣
荘
一
揆
」
や
、
荘
内

の
ほ
ぼ
全
て
の
名
が
起
請
文
に
署
名
し
た
貞
治
六
年
の
損
免
要
求
な
ど
は
、
全
荘
で
団
結
し
た
好
例
と
い

え
る
。
一
方
、
本
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
一
揆
の
構
成
員
は
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
、
限
定
的
で

あ
る
場
合
も
あ
り
、
今
後
は
よ
り
実
態
に
即
し
た
荘
家
の
一
揆
研
究
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 
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第
六
章 

 

室
町
期
荘
園
制
論
に
お
い
て
、
荘
園
制
変
容
期
（
十
五
世
紀
半
ば
）
の
荘
官
・
沙
汰
人
層
は
、
地
域
社

会
に
お
け
る
優
越
性
を
失
っ
て
没
落
し
て
い
く
と
さ
れ
、
荘
家
の
一
揆
の
頻
発
や
侍
層
の
台
頭
に
焦
点
が

当
て
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
荘
官
・
沙
汰
人
層
は
中
央
権
力
と
在
地
を
架
橋
す
る
存
在
で
あ
り
、
荘
園

制
変
容
期
に
お
い
て
も
そ
の
役
割
は
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
室
町
時
代

後
期
に
お
け
る
荘
官
の
地
位
低
下
や
守
護
権
力
に
よ
る
荘
官
の
排
斥
を
示
す
事
例
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ

て
き
た
矢
野
荘
田
所
、
本
位
田
家
盛
を
改
め
て
検
討
し
、
当
該
期
に
お
け
る
荘
官
の
実
態
を
記
し
た
モ
ノ

グ
ラ
フ
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
荘
園
領
主
の
年
貢
収
取
を
規
定
し
続
け
た
荘
官
の
社
会
的
な
意
義
を
論
じ

た
。 

 

ま
ず
、
荘
園
制
変
容
期
に
お
い
て
本
位
田
家
盛
は
、
田
所
で
あ
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
名
主
職
を
集
積

す
る
一
方
、
東
寺
に
対
し
て
は
恒
常
的
に
年
貢
を
未
進
す
る
な
ど
自
立
性
を
高
め
、
富
を
集
積
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
本
位
田
氏
に
よ
る
富
の
集
積
は
他
の
在
地
有
力
者
と
の
軋
轢
を
深
め
、
家
盛
と
対
立
す
る
在
地

有
力
者
は
守
護
山
名
氏
と
結
び
つ
い
て
、
家
盛
を
失
脚
さ
せ
る
に
至
っ
た
。
失
脚
後
の
家
盛
は
東
寺
に
接

近
し
て
備
中
国
新
見
荘
に
代
官
と
し
て
下
向
し
た
。
他
方
、
応
仁
・
文
明
の
乱
後
に
は
、
家
盛
・
家
延
父

子
は
守
護
代
に
接
近
し
、
そ
の
後
、
本
位
田
氏
と
東
寺
と
の
交
渉
が
途
絶
す
る
と
と
も
に
、
矢
野
荘
か
ら

の
年
貢
納
入
も
終
焉
を
迎
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、
東
寺
の
年
貢
収
取
と
本
位
田
氏
の
去
就
は
密
接
に
関
わ

る
も
の
で
あ
り
、
荘
園
制
の
変
容
・
衰
退
期
に
お
い
て
も
荘
園
領
主
の
年
貢
収
取
に
対
す
る
荘
官
の
重
要

性
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
な
荘
官
・
沙
汰
人
層
が
没
落
し
た
り
、
守
護
権
力
に
接
近
し
た
り
す
る
現
象
こ
そ
、
荘
園

制
の
変
容
や
解
体
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
荘
園
制
の
変
容
・
解
体
期
に
お
い
て
も
荘
官
・
沙
汰
人
層
を
後

景
に
退
か
せ
る
こ
と
な
く
、
荘
園
制
を
構
成
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
く
べ
き
と

考
え
ら
れ
る
。 

 

第
二
部
は
、
美
濃
国
大
井
荘
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
現
地
調
査
の
成
果
を
活
か
し
な
が
ら
在
地
社
会
の
実
態

復
原
研
究
を
進
め
た
。 

 

第
七
章 

天
平
勝
宝
八
年
（
七
五
六
）
、
聖
武
天
皇
の
遺
志
に
よ
り
東
大
寺
へ
施
入
さ
れ
た
大
井
荘
で
は
、
十
一
世

紀
の
半
ば
に
四
至
・
牓
示
を
定
め
、
国
使
の
入
部
禁
止
を
求
め
る
な
ど
、
そ
の
領
域
性
が
強
調
さ
れ
、
中

世
化
が
進
行
し
た
。
こ
れ
ま
で
大
井
荘
の
中
世
化
を
め
ぐ
っ
て
は
、
東
大
寺
と
国
司
に
よ
る
中
央
で
の
法
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廷
闘
争
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
に
紹
介
さ
れ
た
「
大
井
荘
勅
施
入
文
案
」

に
古
代
大
井
荘
の
四
至
が
記
載
さ
れ
、
中
世
大
井
荘
の
四
至
と
の
異
同
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
大

井
荘
域
の
拡
大
過
程
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
大
井
荘
域
拡
大
の
画
期
は
、
嘉

保
三
年
（
一
〇
九
六
）
五
月
十
二
日
「
官
宣
旨
」
に
記
さ
れ
る
永
承
・
天
喜
年
間
の
荘
別
当
大
中
臣
氏
ら

に
よ
る
荘
内
へ
の
「
公
田
」
引
き
入
れ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
荘
域
拡
大
と
「
開
発
領
主
」
大
中
臣

氏
と
の
関
連
性
は
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
章
で
は
、
①
大
井
荘
の
拡
大
の
画
期
を
明

確
化
す
る
こ
と
、
➁
荘
域
拡
大
と
「
開
発
領
主
」
大
中
臣
氏
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
、
を
課
題
と
し
た
。 

そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
古
代
か
ら
続
く
大
井
荘
が
中
世
荘
園
に
転
換
す
る
際
、
荘
域
の
拡

大
を
伴
っ
た
が
、
東
大
寺
に
よ
る
法
廷
闘
争
と
同
時
に
、
現
地
で
荘
域
拡
大
を
推
進
し
た
の
は
「
開
発
領

主
」
大
中
臣
氏
で
あ
り
、
荘
園
整
理
や
課
役
賦
課
が
強
化
さ
れ
た
当
該
期
に
東
大
寺
と
大
中
臣
氏
ら
在
地

勢
力
と
の
利
害
の
一
致
が
大
井
荘
の
拡
大
・
中
世
化
を
実
現
さ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、

①
に
つ
い
て
、
大
井
荘
の
面
積
か
ら
荘
域
の
拡
大
過
程
を
考
察
し
、
延
久
年
間
を
画
期
と
位
置
付
け
た
。

そ
の
う
え
で
、
永
承
・
天
喜
年
間
（
一
〇
四
六
―
五
八
）
に
公
田
が
荘
内
に
引
き
込
ま
れ
た
こ
と
、
そ
の

後
、
「
本
庄
四
至
」
・
「
打
籠
加
納
四
至
」
と
い
う
二
つ
の
四
至
が
存
在
し
た
こ
と
か
ら
、
「
本
庄
四
至
」
＝

「
大
井
荘
勅
施
入
文
案
」
に
記
さ
れ
た
四
至
で
あ
り
、「
打
籠
加
納
四
至
」
＝
延
久
三
年
の
太
政
官
牒
に
記

さ
れ
た
四
至
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
➁
に
つ
い
て
、
大
中
臣
氏
ら
が
自
ら
の
正
統

性
と
し
て
主
張
す
る
荒
野
の
開
発
・
寄
進
と
は
天
喜
年
間
の
「
公
田
」
引
き
入
れ
を
意
味
す
る
と
捉
え
、

ま
た
、
そ
の
「
公
田
」
の
場
所
に
つ
い
て
、
大
中
臣
氏
が
代
々
相
伝
し
た
下
司
名
で
あ
る
石
包
名
の
分
布

を
分
析
す
る
こ
と
で
、
古
代
荘
域
外
に
あ
た
る
北
西
部
こ
そ
大
中
臣
氏
が
「
公
田
」
と
し
て
引
き
入
れ
た

同
氏
の
私
領
で
あ
り
、
南
西
部
は
下
司
と
し
て
集
積
し
た
土
地
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。 

荘
域
拡
大
の
際
に
、
後
世
「
開
発
領
主
」
由
緒
を
主
張
す
る
在
地
勢
力
が
現
地
で
主
導
的
役
割
を
果
た

し
た
役
割
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
大
井
荘
は
、
中
世
荘
園
成
立
の
実
態
を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な

事
例
と
い
え
よ
う
。 

 

第
八
章 

こ
れ
ま
で
大
井
荘
内
の
三
ヶ
郷
に
つ
い
て
実
態
を
追
求
し
た
研
究
は
行
わ
れ
ず
、
な
か
で
も
榎
戸
郷
に

つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
す
ら
曖
昧
な
理
解
の
ま
ま
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
本
章
で
は
、
高
橋
郷
・
榎

戸
郷
の
郷
域
比
定
を
行
っ
た
う
え
で
、
公
人
の
活
動
か
ら
当
該
地
域
の
位
置
づ
け
を
探
っ
た
。 

 

そ
の
結
果
、
ま
ず
、
高
橋
郷
は
永
仁
検
注
帳
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
永
仁
三
年
の
検
注
ま
で
に
大
井
荘

本
荘
と
一
体
で
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
史
料
上
に
み
え
る
地
名
や
小
字
、
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検
注
帳
の
記
載
か
ら
榎
戸
郷
の
郷
域
比
定
を
行
っ
た
結
果
、
永
仁
取
帳
南
東
部
の
空
白
地
帯
は
、
概
ね
榎

戸
郷
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。 

ま
た
、
従
来
、
東
大
寺
公
人
の
遠
隔
地
に
お
け
る
土
地
集
積
は
荘
園
所
職
へ
の
補
任
を
経
て
、
室
町
期

以
降
に
展
開
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
大
井
荘
で
は
十
三
世
紀
後
半
以
降
、
公
人
が
頻
繁
に
下
向
す

る
な
か
で
、
南
北
朝
期
に
は
土
地
所
有
が
始
ま
り
、
そ
う
し
た
現
地
で
の
影
響
力
を
背
景
に
下
司
代
官
職

な
ど
に
補
任
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
榎
戸
郷
で
の
公
人
の
活
動
は
十
三
世
紀
末
の
時
点

で
大
井
荘
本
荘
と
概
ね
同
じ
状
況
で
あ
っ
た
が
、
十
五
世
紀
後
半
以
降
、
大
井
荘
本
荘
で
は
収
取
の
根
幹

で
あ
る
下
司
代
官
職
が
武
家
に
請
け
負
わ
れ
る
な
か
、
榎
戸
郷
を
は
じ
め
荘
内
三
ヶ
郷
で
は
小
規
模
所
領

が
形
成
さ
れ
、
そ
の
代
官
を
公
人
が
担
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
現
象
が
起
き
る
の
は
、
榎
戸
郷
が
荘
域
南

東
部
の
周
縁
地
域
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
中
心
地
域
は
武
家
代
官
、
周
縁
の
小
規
模
所
領
は
公

人
が
請
負
う
室
町
期
大
井
荘
の
年
貢
収
取
体
制
は
十
五
世
紀
末
ま
で
継
続
し
た
。 

 

第
九
章 

日
本
中
世
史
研
究
に
お
け
る
荘
園
故
地
の
現
況
調
査
は
、
中
世
的
景
観
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
農
村
地

域
を
対
象
に
行
わ
れ
て
き
た
。
一
方
、
大
井
荘
は
古
代
か
ら
中
世
に
荘
域
を
拡
大
し
た
が
、
古
代
以
来
の

荘
域
は
大
部
分
が
近
世
に
は
大
垣
城
下
町
と
な
り
、
早
い
段
階
か
ら
都
市
化
が
進
行
し
て
い
た
点
で
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
と
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
の
た
め
か
、
大
井
荘
現
地
に
関
す
る
議
論
は
、
荘

域
の
復
原
お
よ
び
鎌
倉
後
期
の
検
注
帳
を
用
い
た
条
里
坪
付
の
検
討
に
集
中
し
、
そ
れ
以
外
の
歴
史
地
理

的
分
析
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
都
市
化
し
た
現
況
に
あ
る
大
井
荘
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
調
査
が
可
能
で
、
ど
の
レ
ベ
ル
で
の
景
観
復
原
が
可
能
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
前
提
と
し

て
、
本
章
で
は
大
井
荘
の
景
観
に
関
す
る
三
つ
の
テ
ー
マ
を
紹
介
し
、
研
究
の
可
能
性
を
展
望
し
た
。 

そ
の
結
果
、
以
下
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
①
城
下
町
周
辺
に
点
在
す
る
西
高
橋
村
の
飛
び
地

の
存
在
に
注
目
し
、
中
世
ま
で
の
村
が
城
下
町
に
編
入
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
、
城
下
町
化
し
な
か
っ
た
部

分
が
飛
び
地
と
な
っ
て
残
存
し
て
い
た
。
②
大
井
荘
故
地
の
現
況
調
査
を
進
め
る
な
か
で
調
査
の
機
会
を

得
た
大
垣
市
林
町
に
あ
る
顕
性
寺
所
蔵
の
「
林
家
系
図
」
と
東
大
寺
文
書
の
記
述
と
を
相
互
参
照
し
、
内

容
の
共
通
点
、
相
違
点
を
検
討
し
、
鎌
倉
中
後
期
、
大
井
荘
に
台
頭
し
た
山
僧
で
あ
る
林
法
橋
慶
秀
に
よ

る
開
発
の
あ
と
を
探
っ
た
。
③
こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
大
井
荘
内
の
集
落
に
つ
い
て
、
中
世

後
期
の
史
料
に
登
場
す
る
地
名
か
ら
現
地
比
定
を
お
こ
な
っ
た
。 

本
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
大
井
荘
現
地
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
、
未
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か

り
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
な
る
研
究
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。 
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終
章 

 

最
初
に
、
本
博
士
学
位
論
文
の
成
果
を
①
名
の
地
理
的
分
布
の
検
討
に
よ
る
下
地
中
分
・
荘
家
一
揆
の

研
究
、
②
個
別
荘
園
研
究
に
よ
る
荘
園
制
研
究
の
再
検
討
、
③
荘
園
故
地
現
況
調
査
に
よ
る
在
地
社
会
の

実
態
解
明
に
集
約
し
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
は
、
荘
園
制
研
究
が
示
し
た
枠
組
み
を
現
地
の
実
態
か
ら
捉
え

な
お
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
博
士
学
位
論
文
で
は
、
ほ
ぼ
全
て
の
章
の
成
果
が
史
料
解
釈
と
合
わ
せ
て

検
注
帳
の
分
析
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
荘
園
制
下
に
お
け
る
在
地
社
会
の
様
相
を
明
ら
か
に

す
る
う
え
で
、
検
注
帳
を
用
い
た
新
た
な
方
法
論
・
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

こ
う
し
た
検
注
帳
分
析
の
方
法
論
を
も
と
に
、
本
博
士
学
位
論
文
第
三
の
成
果
で
あ
る
「
荘
園
故
地
現

況
調
査
に
よ
る
在
地
社
会
の
実
態
解
明
」
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
、
畠
作
や
水
害
と
い
っ
た
現
地
景
観
を
組

み
込
ん
で
荘
園
制
と
在
地
社
会
と
の
関
係
を
さ
ら
に
追
求
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
（
終
） 


