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本
章
に
は
、
各
節
末
に
根
木
資
料
を
は
じ
め

　

て
も
、
現
代
支
那
史
に
な
る
と
、
お
ざ
な
り
の

主
な
る
參
考
著
書
は
も
と
よ
り
、
わ
が
囚
人
の

　

も
の
を
附
録
的
に
、
つ
け
足
し
て
ゐ
る
の
が
多

も
の
は
論
文
に
至
る
ま
で
周
到
に
掲
げ
て
あ
る

　

い
や
う
に
見
う
け
ら
れ
る
の
に
對
し
て
、
本
書

が
、
讃
者
に
は
大
雙
有
難
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と

　

は
こ
の
部
分
に
百
ペ
ー
ジ
に
あ
ま
る
紙
敷
を
さ

と
思
ふ
。
な
ほ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
多
少
気
づ

　

い
て
ゐ
る
。

い
た
こ
と
を
蛇
足
し
て
お
か
う
。

　
　
　
　
　
　
　

特
に
著
者
は
、
多
年
上
海
の
現
地
に
あ
っ
て

　

第
一
節
に
、
明
官
録
と
し
て
成
祀
ふ
皿
宗
・

　

支
那
に
お
け
ろ
限
ま
ぐ
る
し
い
政
治
的
喫
祠
を

紳
宗
熹
宗
と
な
ら
ん
で
毅
宗
（
崇
禎
帝
）
が
あ

　

直
接
腺
嶮
し
、
現
に
な
ほ
さ
れ
っ
ｉ
あ
る
、
人

げ
て
あ
る
が
、
毅
宗
に
は
官
録
と
聊
す
る
も
の

　

で
あ
り
、
本
章
に
お
い
て
、
そ
の
現
代
支
那
史

は
な
く
、
た
ゞ
強
ひ
て
い
へ
ば
、
國
賄
が
こ
れ
‘
に
對
す
る
、
た
ゆ
ま
な
い
研
究
が
、
そ
れ
ら
の

に
準
ず
る
も
の
と
い
へ
る
で
も
ら
う
か
。
ま
た

　

深
い
臍
嶮
に
生
か
さ
れ
っ
＾
叙
述
さ
れ
て
ゐ
る

李
民
家
の
柵
中
日
録
・
建
州
見
聞
録
な
ど
が
あ

　

こ
と
は
、
文
字
ど
ほ
り
本
編
の
棹
尾
を
か
ざ
る

げ
ら
れ
て
ゐ
る
な
ら
、
近
年
稲
葉
博
士
な
ど
に

　

も
の
と
い
へ
よ
う
。
な
ほ
讃
者
は
、
同
じ
著
者

よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
申
忠
一
の
建
州
圖
録
、
そ

　

の
手
に
な
る
本
大
系
中
の
「
民
國
祀
官
史
」
及

れ
を
解
説
し
た
建
同
大
學
刊
「
蓉
老
城
」
゛
な
ど

　

び
「
現
代
支
那
史
」
（
教
養
文
庫
）
を
も
併
せ
讃

も
あ
げ
て
ほ
し
か
っ
た
。
つ
い
で
に
、
満
洲
歴

　

さ
れ
る
な
ら
ば
。
さ
ら
に
う
る
と
こ
ろ
が
多
い

史
地
理
第
二
極
も
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。

　

第
三
・
四
節
で
は
清
季
外
交
史
料
や
八
朝
條

　
　

さ
て
以
上
、
本
書
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
そ

約
、
な
ぞ
も
あ
っ
て
よ
く
、
そ
れ
か
ら
、
こ
れ

　

の
傾
向
に
政
治
的
推
移
を
概
説
風
に
、
順
序
立

は
著
者
の
失
念
だ
と
は
思
ふ
が
、
噴
亭
雑
録
・

　

つ
て
叙
述
さ
れ
た
も
の
と
、
總
説
的
に
書
か
れ

萱
曝
雑
記
の
名
も
見
営
ら
な
か
っ
た
や
う
に
思

　

た
も
の
と
の
二
と
ほ
り
あ
る
こ
と
が
目
立
つ
。

ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
者
は
、
通
史
的
・
概
説
的
な
憬
備
知
識
を

　

第
七
章
民
國
政
治
史
（
小
竹
文
夫
）

　
　
　

こ

　

亀
っ
だ
讃
者
に
は
大
麦
興
味
が
あ
り
、
示
唆
に

れ
ま
で
出
て
ゐ
る
こ
の
種
の
馨
一
書
風
の
概
説
書
ヽ
富
ん
で
は
ゐ
る
が
、
そ
れ
故
に
ま
た
、
本
大
系

は
・
清
末
ま
で
は
比
較
的
詳
細
に
書
か
れ
て
ゐ

　

の
や
う
な
「
新
し
く
支
那
研
究
に
着
手
せ
ん
と

す
る
人
々
へ
の
無
二
の
入
門
書
」
た
ら
し
め
ん

こ
と
を
も
、
そ
の
建
前
と
す
る
も
の
に
は
、
不

向
き
の
誹
り
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。

　

ま
た
各
時
代
々
々
を
、
敷
多
く
の
人
々
に
よ

っ
て
執
筆
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
著
者
そ
れ

ぞ
れ
の
新
見
解
を
吐
露
す
る
こ
と
も
よ
か
ら
う

が
、
た
と
ひ
月
並
み
で
は
あ
っ
て
も
、
一
般
讃

者
の
立
場
を
も
考
慮
し
て
、
ゆ
き
と
ゞ
い
た
書

き
か
た
Ｉ
か
と
い
っ
て
、
時
代
的
性
格
を
把

握
し
て
ゐ
な
い
、
寄
木
細
工
的
な
繁
冗
さ
を
い

ふ
の
で
は
決
し
て
な
い
が
Ｉ
を
し
て
戴
く
方

が
、
よ
り
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
田
村
営
造
）

支
那
佛
教
経
済
史
研
究

の
二
三
に
就
い
て

　
　
　
　
　

一
、
序

　

支
那
佛
教
経
済
史
に
は
二
つ
の
性
格
が
隠
め

ら
れ
る
。
一
は
佛
敦
史
的
性
格
で
あ
り
他
は
経

済
史
的
性
格
で
・
あ
る
。
然
し
て
そ
の
夫
々
に
従

っ
て
佛
教
文
化
史
の
’
一
部
門
と
し
て
、
又
特
殊

継
済
史
の
一
部
門
と
し
て
研
究
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
ｉ
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
一
一
性
格
が
、

　

こ
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の
研
究
に
於
て
結
び
っ
き
の
鮎
を
見
出
し
て
ゐ

　
　
　

る
の
で
は
な
く
、
研
究
上
の
立
場
の
差
異
と
し

　
　
　

て
顕
著
に
観
取
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ

　
　
　

と
は
是
非
一
考
さ
る
べ
き
で
も
ら
う
。
今
こ
ｘ

　
　
　

に
其
等
の
こ
と
ど
も
に
就
い
‘
て
貧
し
い
考
察
を

　
　
　

め
ぐ
ら
す
所
以
は
、
’
そ
こ
に
何
ら
か
の
新
し
い

　
　
　

研
究
へ
の
展
望
の
一
端
へ
で
も
立
ち
到
り
得
れ

　
　
　

。
ば
と
の
微
意
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

二
。
佛
数
文
化
史
の
一
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
て
の
研
究

　
　
　
　

我
が
國
に
於
け
る
支
那
佛
教
の
研
究
は
既
に

　
　
　

久
し
い
が
、
そ
れ
ら
は
主
と
し
て
教
義
の
研
究

　
　
　

で
あ
っ
て
、
佛
教
の
史
的
研
究
の
必
要
が
認
め

　
　
　

出
さ
れ
た
昨
今
に
於
て
も
、
高
鮒
の
傅
記
と
學

　
　
　

説
の
羅
列
に
終
っ
て
ゐ
た
状
態
で
あ
る
。
然
し

　
　
　

雁
史
學
の
漣
涼
と
。
一
般
の
歴
史
的
精
紳
の
翌

　
　
　

展
は
、
支
那
に
於
て
、
支
那
民
族
に
よ
っ
て
官

　
　
　

践
さ
れ
た
宗
教
と
し
て
、
支
那
佛
教
を
理
解
せ

　
　
　

ん
と
の
機
運
を
興
し
、
こ
ｘ
に
そ
の
精
紳
史
的

　
　
　

研
究
と
共
に
、
そ
の
祗
會
史
的
研
究
と
か
、
縮

　
　

・

　

済
史
的
研
究
等
が
、
佛
数
段
會
史
、
佛
数
緩
済

　
　
　

史
等
と
呼
ば
れ
て
現
は
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

其
等
の
諸
研
究
は
多
数
鼓
表
さ
れ
て
ゐ
る
が

５

　

今
便
宜
上
、
「
支
那
佛
教
祀
會
緩
済
史
研
究
に

即

　
　

｀
‘
”
支
邱
弗
汝
赳
ｙ
’
Ｌ
’
Ｌ
：
―
”
”
…
…

苓
」
瓢
疆
史
笑
泰
界
蜃
を
鴛

し
て
居
ら
れ
る
道
端
良
秀
氏
の
所
説
に
就
い
て

み
て
み
る
。
そ
れ
に
依
る
と
、
佛
教
と
い
ふ
名

の
下
に
於
け
る
總
て
の
問
題
は
悉
く
教
義
に
結

び
っ
け
ら
れ
る
も
。
の
で
は
あ
る
が
、
今
１
　
會
経

済
史
研
究
の
直
接
對
象
は
、
教
義
で
は
な
く
、

佛
数
々
團
に
於
け
る
此
會
経
済
史
的
な
開
係
で

あ
り
、
即
ち
「
佛
数
々
團
の
仕
會
緩
済
史
的
研

究
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
又
教
義
・

そ
の
池
の
の
腱
遷
の
正
し
い
理
解
に
ま
で
も
重

要
で
あ
る
。
佛
教
史
の
開
明
が
佛
教
を
し
て
愈

々
そ
の
價
値
あ
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。

　

「
そ
の
目
的
は
賓
に
佛
教
の
第
一
義
諦
を
明
朝

す
る
に
外
な
ら
ず
、
こ
れ
は
又
一
の
新
研
究
と

し
て
、
佛
教
を
生
か
す
も
の
と
し
て
」

　

（
に
匹

紗
黙
扉
難
皿
）
寡
雲
ミ
ヘ
ー

で
あ
ら
う
と
い
ふ
意
味
の
事
を
述
べ
て
居
ら
れ

　

こ
の
所
誕
は
そ
れ
が
佛
散
史
の
一
部
門
な
る

事
か
ら
し
て
尤
も
な
所
で
あ
る
。
然
し
そ
の
故

に
こ
そ
又
そ
の
研
究
的
蜜
践
に
営
っ
て
或
る
制

約
を
免
れ
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　

例
へ
ば
、
同
氏
の
「
支
那
佛
教
寺
院
の
金
融

事
業
－
無
盗
に
就
い
て
Ｉ
」
に
就
い
て
み
て
み

る
。
こ
れ
は
か
Ｘ
る
問
題
に
就
い
て
の
唯
一
の

握
っ
た
力
作
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
依
る
と
、
無

害
と
い
ふ
寺
院
纒
鶯
の
質
業
が
、
。
特
に
無
害
な

る
呼
蒔
を
以
て
採
用
さ
れ
る
所
に
、
』
特
別
の
佛

教
的
、
田
ｉ
想
的
背
景
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
語

源
、
更
に
そ
の
起
源
、
目
的
を
律
典
と
大
乗
経

典
に
み
ゆ
る
も
の
の
二
系
統
に
求
め
、
支
那
の

場
合
は
、
印
度
の
原
始
教
團
に
於
て
、
三
厩
の

供
養
に
資
せ
ら
れ
る
限
り
、
借
尼
寺
院
の
鶯
利

事
業
が
許
容
さ
る
と
い
ふ
紺
済
的
見
地
に
立
て

る
律
典
の
所
説
に
捺
つ
だ
も
の
で
は
な
ぐ
、
あ

く
ま
で
無
雖
を
佛
教
の
幅
田
思
想
の
晨
露
、
佛

教
の
官
践
的
修
業
と
し
て
説
け
る
大
乗
経
典
の

精
紳
に
よ
る
赴
會
救
済
事
業
た
り
し
事
を
論
鐙

し
、
そ
れ
が
庶
民
唯
一
の
金
融
機
開
と
し
て
、

叉
寺
院
纒
済
組
織
上
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
酸

展
し
た
事
は
、
寺
院
の
本
質
上
営
を
得
た
制
度

と
い
ふ
べ
し
と
て
、
北
魏
の
曾
祗
粟
か
ら
始
め

て
、
・
梁
の
武
帝
の
十
無
害
疏
を
経
て
、
そ
れ
が

最
高
潮
に
達
し
た
三
階
数
の
無
盗
、
そ
の
他
の

寺
院
に
於
け
る
無
畳
、
更
に
宋
代
に
於
け
る
長

生
庫
・
解
庫
・
典
庫
・
更
に
後
世
の
寺
庫
に
及

び
、
貸
借
の
様
式
を
述
べ
、
最
後
に
こ
の
機
開

が
貧
民
救
済
機
開
と
し
て
大
に
活
躍
し
つ
ｘ
も

逞
に
高
利
貸
的
に
堕
し
た
弊
を
指
摘
し
て
終
つ

て
ゐ
る
。

　

以
上
無
盗
な
る
金
融
事
業
は
佛
教
本
来
の
福
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６

　

田
思
想
か
ら
出
た
祀
會
事
業
で
あ
っ
た
事
を
中

泗

　

心
に
論
述
さ
れ
て
居
り
ヽ
こ
れ
が
佛
教
を
明
明

　
　

し
、
愈
々
價
値
あ
ら
し
む
る
も
の
と
い
は
れ
て

　
　

ゐ
る
所
で
あ
る
。

　
　
　
　

が
本
論
文
の
歴
史
把
握
に
は
、
所
謂
佛
散
史

　
　

的
の
型
と
安
易
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
然
し
て
Ｉ

　
　

方
三
島
一
氏
は
無
震
財
、
長
生
庫
の
事
を
述
べ

　
　

て
、
そ
れ
は
寺
院
の
寺
庫
の
訟
剰
物
を
流
動
資

　
　

本
と
し
て
屈
輯
せ
る
利
殖
即
ち
商
業
的
富
の
蓄

　
　

積
で
も
っ
て
、
三
階
教
の
そ
れ
も
寺
院
の
祀
合

　
　

事
業
缶
な
問
題
を
し
ヽ
（
篆
註
匹
）

　
　

更
に
支
那
寺
院
は
そ
の
経
済
的
晟
展
の
必
要
上

　
　

種
々
な
る
一
見
歌
會
政
策
的
行
雲
を
さ
へ
行
っ

　
　

た
と
も
言
は
れ
て
ゐ
る
・
（
昌
四
諸
畿
）

　
　
　
　

こ
ｉ
に
食
ひ
温
ひ
が
生
じ
て
来
た
。
道
端
氏

　
　

が
弊
に
堕
せ
り
と
悲
し
ん
で
居
ら
れ
る
の
を
、

　
　

三
島
氏
は
、
そ
こ
に
こ
そ
侃
の
壮
會
脛
済
史
的

　
　

’
な
姿
が
あ
る
と
し
融
會
経
済
上
の
開
題
と
し
て

　
　

探
り
上
げ
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　
　

で
は
次
に
輯
じ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　

三
、
特
殊
経
済
史
の
一
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
て
の
研
究

　
　
　
　

こ
ｘ
に
於
て
も
三
島
氏
の
「
支
那
佛
敦
経
済

　
　

史
の
研
究
」
（
四
ぺ
確
迎
な
る
論
述
が
あ
る
・

　
　

そ
れ
に
依
る
と
、
人
は
敦
へ
る
前
に
食
は
ね
ば

な
ら
な
い
か
ら
。
教
團
の
衣
食
住
、
そ
の
獲
得

の
諸
源
泉
延
い
て
は
経
済
的
諸
開
係
が
問
題
と

な
る
。
寧
ろ
祀
會
経
済
的
基
礎
の
上
に
教
團
が

組
織
さ
れ
、
数
理
が
形
成
さ
れ
、
民
衆
の
上
に

宣
布
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
研
究
は
學
間
的
興
味

ば
か
り
で
な
く
、
民
衆
に
宗
教
の
何
も
の
た
る

か
を
鉄
渋
的
に
示
唆
す
る
教
訓
で
あ
る
鮎
に
こ

の
研
究
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
も
従
来

わ
が
學
界
に
於
て
は
不
営
に
も
佛
数
を
祗
會
緩

済
よ
り
切
り
離
し
て
研
究
す
る
こ
と
が
流
行
し

て
ゐ
る
が
、
か
ｉ
る
正
し
い
此
會
経
済
史
的
立

場
の
喪
失
は
、
徒
ら
に
混
迷
と
惑
飢
と
を
招
く

の
み
で
あ
る
。
で
は
正
し
い
立
場
は
と
い
ふ
と

　

「
支
那
佛
数
々
團
は
民
衆
の
上
に
聳
立
す
る
存

在
で
あ
り
、
國
家
と
の
密
接
な
開
係
を
有
し
っ

ｉ
、
封
建
的
大
地
主
と
し
て
、
商
業
的
富
を
蓄

積
し
、
不
努
に
於
て
自
か
ら
生
活
し
、
そ
の
代

償
？
と
し
て
、
来
世
の
幸
扁
？
と
現
世
の
諦
観

と
を
、
教
理
の
上
か
ら
も
民
衆
に
示
し
、
な
ほ

そ
の
酸
展
の
必
要
上
、
そ
の
経
済
的
活
動
の
過

程
に
於
て
、
種
々
な
る
一
見
胎
會
政
策
的
行
雲

を
さ
へ
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
ｉ
に
支
那
佛
数

経
済
史
研
究
の
正
し
い
観
鮎
が
あ
り
、
従
来
諸

家
の
方
法
論
に
於
け
る
峡
陥
も
こ
の
立
場
か
ら

指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
５
」
と
い
ふ
の

で
あ
る
。

　

さ
て
か
ｘ
る
立
場
に
於
け
る
官
際
の
発
作
た

る
同
氏
の
、
例
へ
ば
「
旺
宋
時
代
に
於
け
る
貴

族
對
寺
院
の
経
済
的
交
渉
に
闘
す
る
一
考
察
」

に
就
い
て
み
よ
う
。
著
者
も
い
ふ
如
く
、
同
家

隨
力
を
代
表
す
る
皇
親
・
貴
族
の
寺
院
寺
産
の

占
有
兼
併
の
事
が
論
述
の
中
核
で
あ
る
。
南
北

朝
以
来
寺
院
経
済
の
膨
脹
は
、
願
門
勢
家
と
種

々
緩
済
的
交
渉
を
持
つ
と
共
に
、
一
方
そ
れ
を

喜
ば
ざ
る
國
家
の
拘
束
を
度
々
受
け
た
が
、
中

で
も
國
家
願
力
を
代
表
す
る
皇
親
・
貴
族
は
寺

院
経
済
に
喰
ひ
込
ん
で
行
っ
た
。
そ
れ
は
墳
墓

の
菩
提
所
と
も
い
ふ
べ
き
私
寺
に
し
て
、
自
家

よ
り
住
持
を
置
き
、
科
賦
を
免
ぜ
ら
れ
勅
額
を

下
附
さ
る
Ｘ
功
徳
墳
寺
（
功
徳
院
）
な
る
形
式

を
以
て
即
ち
既
設
の
有
額
寺
院
を
指
射
し
て
功

徳
墳
寺
と
な
す
こ
と
に
依
り
、
新
寺
建
立
の
緩

済
的
負
鍔
を
免
れ
、
’
且
つ
暇
冨
な
寺
産
と
、
賦

科
免
除
の
特
糧
を
享
受
す
る
事
に
於
て
貴
族
の

寺
院
兼
併
が
形
成
さ
れ
る
。
か
ｉ
る
現
象
は
大

観
年
中
（
皿
参
頃
か
ら
文
献
に
認
め
.
ｉ
>
れ
る
・

宋
初
に
墳
寺
、
唐
代
に
も
功
徳
院
と
い
ふ
の
が

散
見
し
、
同
じ
趣
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、

南
宋
に
入
っ
て
こ
の
現
象
が
穎
著
に
な
力
、
痙

済
上
に
も
政
治
上
に
も
大
問
題
と
な
っ
た
の
で
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お
る
。
以
上
ｉ
Ｖ
ｃ
要
Ｍ
で
あ
る
。

　

更
に
、
「
封
建
的
大
土
地
所
有
の
醍
展
過
程

に
於
て
、
専
制
的
國
家
職
力
を
そ
の
背
景
に
有

す
る
皇
親
・
貴
族
は
恐
ら
く
そ
の
経
済
的
翌
匿
。

の
必
然
性
の
故
に
、
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
排
し
て

寺
院
経
済
の
鉛
隙
に
食
ひ
込
み
、
教
團
を
そ
の

内
部
よ
り
崩
壊
せ
し
め
、
こ
れ
を
無
力
化
し
た

佛
教
々
理
は
か
ｉ
る
支
配
階
級
の
攻
勢
の
前
に

は
、
何
の
意
味
も
有
し
な
か
っ
た
ら
５
．
か
く

理
解
す
る
時
、
唐
宋
貴
族
の
寺
院
占
有
に
関
す

る
史
的
意
味
が
始
め
て
明
か
に
。
把
握
さ
れ
得
る

で
あ
ら
５
」
と
そ
の
史
的
意
味
を
摘
出
さ
れ
て

ゐ
る
。

　

以
上
功
徳
墳
寺
の
問
題
を
中
心
に
、
純
粋
に

経
済
的
関
係
を
抽
出
し
て
、
全
く
緩
済
史
的
観

鮎
か
ら
、
（
尤
も
功
徳
墳
寺
そ
の
も
の
の
性
質

に
就
い
て
は
、
経
済
的
な
そ
れ
の
み
で
は
な
い

が
）
寺
院
と
國
家
・
費
族
と
の
相
関
々
係
に
於

て
、
ｉ
ｌ
特
に
貴
族
の
側
よ
り
の
寺
院
へ
の
攻

勢
と
い
ふ
一
側
面
か
ら
の
み
で
あ
る
が
Ｉ
鮮

か
に
描
き
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
が
、
直
言
を
許
さ

れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
緩
流
史
的
立
場
に
固
着
す

る
訟
り
、
祀
會
一
般
の
歴
史
的
な
推
移
へ
の
位

置
づ
け
が
不
鮮
明
な
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

即
ち
、
唐
代
の
功
徳
院
、
宋
初
の
墳
寺
、
そ
し

て
功
徳
墳
寺
へ
の
外
形
的
に
は
一
聯
Ｑ
現
象
の

夫
々
の
歴
史
的
意
味
丙
容
、
更
に
氏
の
謂
ふ
唐

宋
時
代
に
於
て
兼
併
さ
れ
る
寺
院
と
、
兼
併
す

る
支
配
階
級
そ
の
も
の
の
夫
々
の
性
格
、
そ
し

て
氏
が
謂
ふ
貴
族
の
経
済
的
攻
勢
が
、
唐
宋
時

代
と
い
ふ
長
い
時
代
に
於
て
・
何
故
特
に
宋
中

期
以
後
に
於
て
著
し
く
表
面
化
し
た
か
等
の
諸

鮎
に
今
少
し
考
慮
が
彿
は
る
可
き
で
は
な
か
ら

り
か
。

　

思
ふ
に
、
支
那
欧
會
の
近
世
的
移
行
が
唐
宋

交
替
の
交
に
あ
っ
た
事
は
、
内
藤
博
士
を
初
め

諸
家
の
論
誕
さ
れ
た
所
で
あ
る
。
そ
の
著
し
い

現
象
は
、
中
世
的
門
閥
賢
族
の
没
落
と
、
近
世

的
掲
裁
君
主
椎
の
確
立
と
、
そ
れ
に
依
存
す
る

近
世
的
士
太
夫
こ
門
閥
に
櫨
ら
ざ
る
貴
族
、

君
主
朧
に
依
存
す
る
一
代
貴
族
）
の
成
立
、
そ

し
て
相
對
的
に
は
庶
民
の
地
位
向
上
で
あ
る
と

言
は
れ
て
ゐ
る
。
さ
て
塚
本
氏
が
巧
に
描
寫
さ

か
ゐ
る
如
く
（
Ｊ
紳
四
匹
浄
）
唐
代
佛
教
賢

族
佛
教
で
あ
り
、
貴
族
的
存
在
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
普
通
に
言
は
る
Ｘ
如
く
、
一
般
中
世
貴
族

の
政
治
的
此
會
的
地
位
の
没
落
が
安
史
の
既
を

重
大
な
契
機
と
し
た
と
す
れ
ば
、
支
那
中
世
佛

教
の
そ
れ
は
唐
武
宗
の
胚
佛
、
五
代
の
戦
既
、

特
に
後
周
世
宗
の
佛
教
整
理
に
求
め
ら
れ
る
で

な
ら
５
・
こ
の
事
は
肛
に
詳
細
に
論
ぜ
ら
る
べ

き
問
題
で
あ
ら
う
。
（
チ
つ
取
り
早
く
は
、
稲

葉
博
士
「
経
済
上
よ
り
み
た
る
支
那
佛
教
徒
の

地
位
」
參
怒
そ
し
て
そ
の
暖
を
受
け
て
宋
の

太
祀
、
太
宗
が
、
佛
教
復
興
者
と
し
て
讃
嘆
さ

れ
っ
ｉ
、
自
己
の
濁
裁
君
主
嘩
確
立
膿
制
下
に

再
建
し
た
佛
数
は
ヽ
既
に
中
世
賢
族
的
な
政
治

的
祀
會
的
勢
力
を
剥
奪
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
に
留
意
さ
る
べ
き
で
あ
ら
５
．
そ
し
て
勿

論
宋
代
に
寺
院
の
経
済
力
が
看
大
し
た
故
も
あ

ら
う
が
、
又
叙
上
の
事
由
か
ら
、
政
治
的
祀
會

的
勢
力
を
、
喪
失
せ
ろ
経
済
勢
力
を
支
配
者
の

側
に
於
て
問
題
と
す
る
こ
と
が
、
宍
代
に
於
て

特
に
顕
著
な
現
象
と
し
て
展
開
し
た
と
解
す
べ

き
か
と
思
ふ
。

　

然
れ
ば
、
功
徳
墳
寺
に
よ
る
寺
院
兼
併
と
い

ふ
狸
済
上
の
問
題
も
、
以
上
の
如
く
純
粋
に
経

済
的
な
ら
ざ
る
事
象
を
參
考
す
ろ
こ
と
に
よ
り

か
へ
っ
て
よ
り
明
か
に
な
る
で
も
ら
う
。
然
る

時
に
は
、
支
配
階
級
の
繩
済
的
攻
勢
と
し
て
教

團
を
内
的
に
崩
壊
無
力
化
せ
し
め
た
所
に
第
一

義
的
な
史
的
意
味
が
あ
る
と
い
ふ
よ
り
は
、
前

述
の
如
き
支
那
歴
史
そ
の
も
の
の
、
そ
し
て
寺

院
勢
力
の
政
治
的
祀
會
的
推
移
に
隨
伴
し
た
経

済
上
の
現
象
と
解
す
べ
く
、
そ
の
限
Ｊ
に
於
て
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氏
の
所
説
の
如
く
、
両
者
の
繩
済
的
對
立
、
几

族
の
繩
済
的
攻
勢
と
し
て
圖
式
的
に
意
義
づ
け

る
こ
と
は
深
い
洞
察
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
又

教
團
の
勢
力
の
一
層
の
退
化
を
来
し
た
と
し
て

も
寧
ろ
第
一
一
次
的
な
意
味
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
　
　
　

四
、
歴
史
學
と
し
て

　

こ
ｉ
で
も
う
一
度
歴
史
學
の
立
場
と
し
て
考

察
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　

先
づ
道
端
氏
の
言
は
れ
る
所
は
、
過
去
の
佛

散
史
研
究
の
状
況
か
ら
し
て
尤
も
な
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
一
の
制
約
を
免
れ
な
い
。
そ
れ

は
何
よ
り
佛
散
の
價
値
を
減
ぜ
し
め
て
は
な
ら

な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
一
義
諦
の
閉
明
を
目
的

と
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
然
し
こ
の
研
究
を

以
て
直
接
的
に
佛
教
の
宣
揚
に
資
せ
ん
と
す
る

な
ら
ば
、
歴
史
學
の
生
命
た
る
客
観
的
態
度
の

喪
失
を
来
す
も
の
で
あ
る
。
殊
に
佛
数
経
済
史

研
究
に
於
て
は
、
必
ず
し
も
呵
接
的
に
は
佛
散

の
閉
明
に
は
有
益
で
な
い
。
時
に
は
そ
の
反
對

の
如
き
事
さ
へ
あ
る
。
現
在
の
「
佛
教
史
の
研

究
が
多
く
佛
敦
學
者
の
手
に
な
り
ゝ
少
ぐ
も
佛

教
徒
に
よ
り
、
研
究
さ
れ
て
ゐ
る
が
故
に
史
的

研
究
に
と
っ
て
最
も
必
要
な
客
観
的
批
判
的
態

度
を
佛
散
そ
の
も
の
に
向
け
以
て
或
る
時
代
に

於
て
佛
敬
が
占
め
る
位
置
役
割
を
理
解
す
る
こ

と
は
か
な
り
困
難
で
は
あ
る
」
が
、
こ
の
困
難

は
次
第
に
克
服
さ
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
て
こ
の
方
面
よ
り
の
研
究
の
長
所
は
、
何

よ
り
そ
の
佛
教
的
特
色
の
解
明
に
あ
る
。
そ
れ

な
く
し
て
は
佛
敦
司
清
史
た
る
名
に
適
し
な
い

で
も
ら
う
。

　

そ
し
て
そ
の
短
所
は
、
三
島
氏
が
批
判
さ
れ

た
所
で
あ
る
。
無
書
の
語
源
や
。
そ
の
精
抑
的

根
祇
が
如
何
様
に
説
明
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
利

殖
事
業
と
し
て
行
は
れ
た
、
一
般
繩
流
現
象
と

の
関
係
こ
そ
鼓
た
る
事
賓
で
あ
る
。
そ
こ
で
正

し
い
祀
會
経
済
史
的
立
場
に
於
け
る
研
究
を
提

唱
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
ｉ
で
は
極
力
繩
済

外
的
な
考
察
を
排
し
て
、
純
粋
に
経
済
史
的
に

考
察
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
又

こ
の
研
究
の
一
段
の
進
展
を
促
し
た
も
の
で
あ

る
。
然
し
こ
ｘ
で
も
叉
そ
の
立
場
を
限
定
す
る

訟
り
、
あ
る
狭
さ
を
感
ぜ
し
め
る
も
の
が
あ
る

第
三
節
に
於
て
、
煥
學
を
も
顧
み
ず
愚
考
を
述

べ
た
所
以
で
あ
る
。
然
れ
ば
繩
済
史
を
支
那
歴

史
一
般
の
内
に
位
置
づ
け
て
解
憚
し
な
い
で
、

狸恐
れ
な
し
と
し
な
い
で
あ
ら
う
。
同
様
の
事
が

緩
済
史
の
研
究
を
以
て
直
ち
に
支
那
佛
教
全
啓

を
論
ず
る
と
い
ふ
鮎
に
於
て
も
言
は
れ
得
る
で

も
ら
う
こ
の
こ
と
は
又
特
殊
史
と
一
般
史
の
問

題
に
ま
で
展
開
す
る
で
も
ら
う
が
、
こ
ｉ
で
は

佛
教
纒
済
史
が
、
他
の
種
々
の
史
的
現
象
の
開

係
の
内
に
占
め
る
地
位
開
係
を
充
分
考
慮
さ
る

べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

　

さ
て
此
處
迄
来
て
、
此
處
か
ら
新
し
い
研
究

へ
の
何
ら
か
の
展
９
に
到
る
べ
き
で
あ
る
。
が
、

不
肖
私
に
は
未
だ
そ
れ
程
の
學
識
も
な
い
。
た

ｙ
こ
ｘ
で
學
界
の
傾
向
を
眺
め
、
以
て
何
ら
か

を
得
る
よ
す
が
と
も
な
れ
ば
と
思
ふ
。
そ
し
て

こ
れ
は
一
に
私
達
の
今
後
の
宦
賤
に
か
ｉ
つ
て

ゐ
る
問
題
な
の
で
も
あ
る
。

そ
れ
と
て
も
前
述
の
両
者
を
契
機
と
し
て
出
て

来
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
折
衷
で
な
い
事

は
勿
論
で
あ
る
。
極
め
て
抽
象
的
な
言
ひ
方
で

は
あ
る
が
、
佛
敦
繩
済
史
と
い
ふ
特
殊
史
を
如

何
に
一
般
史
に
於
て
理
解
し
て
ゆ
く
か
と
い
ふ

鮎
に
於
て
、
従
来
の
二
つ
の
立
場
は
、
そ
の
夫

々
の
立
場
に
於
て
相
歩
み
よ
る
で
あ
ら
う
。

　

私
は
佛
教
史
の
立
場
か
ら
の
か
ｉ
る
傾
向
を

塚
本
氏
の
論
文
に
於
て
感
じ
取
ら
れ
る
と
思
ふ

例
へ
ば
支
那
佛
敦
経
済
史
の
色
々
な
場
合
に
引

か
れ
る
問
題
「
北
魏
の
曾
祗
戸
・
佛
圖
戸
」
で

あ
る
が
、
氏
は
こ
の
経
済
現
象
を
北
魏
の
歴
史

の
う
ち
か
ら
理
解
さ
れ
て
ゐ
る
‘
。
先
ｊ
づ
北
Ｉ
佛
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教
の
ｍ
史
か
ら
説
き
。
１
　
風
戸
に
充
て
た
と
い

　
　

ふ
平
斉
戸
の
意
義
を
明
か
に
し
、
そ
の
設
置
年

　
　

代
に
就
い
て
の
輝
老
志
の
誤
謬
を
正
し
、
次
い

　
　

で
肘
祗
戸
の
性
質
と
昔
風
粟
の
運
用
に
就
い
て

　
　

主
と
し
て
痙
済
的
性
格
ｉ
‐
そ
の
農
奴
性
を
説

　
　

き
、
次
に
そ
の
佛
教
思
想
的
背
景
を
述
べ
、
つ

　
　

い
で
そ
の
普
及
に
至
っ
た
理
由
を
種
冷
の
方
面

　
　

か
ら
、
思
想
的
に
、
此
會
的
に
、
経
済
的
に
Ｉ

　
　

北
魏
の
農
業
政
策
等
か
ら
考
察
し
、
そ
の
功
罪

　
　

影
響
に
絲
っ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　

尤
も
本
論
文
に
就
い
て
も
種
々
の
批
判
も
あ

　
　

り
、
勁
ほ
経
済
的
な
聯
開
に
不
充
分
の
憾
み
も

　
　

も
ら
う
し
、
又
今
こ
ｘ
で
項
目
を
翠
げ
た
の
み

　
　

で
は
充
分
で
は
な
い
が
、
本
論
文
を
讃
め
ば
佛

　
　

教
史
と
い
ふ
特
殊
史
か
ら
一
般
史
を
背
景
と
せ

　
　

る
歴
史
學
の
立
場
へ
の
新
し
い
歩
み
寄
り
が
感

　
　

ぜ
ら
れ
る
と
私
は
思
ふ
。
そ
し
て
特
殊
経
臍
史

　
　

の
立
場
よ
り
の
か
ｘ
る
進
展
を
私
は
切
に
期
待

　
　

し
て
ゐ
る
。

　
　
　
　

然
し
て
其
處
に
問
題
と
な
る
’
の
は
、
佛
教
的

　
　

性
格
、
又
は
経
済
的
な
そ
れ
の
強
調
で
は
な
く

　
　

佛
教
史
的
現
象
と
、
経
済
史
的
現
象
と
の
爾
者

　
　

の
間
の
相
開
々
係
で
あ
ら
５
．
そ
し
。
て
こ
の
脆

弱

　
　

に
於
て
も
又
両
者
ぱ
相
歩
み
寄
る
で
あ
ら
う
と

３

　

思
ふ
。

　

楢
ほ
前
述
二
氏
の
立
場
の
相
異
は
ヽ
豪
教
″

外
舶
な
畝
會
的
経
済
的
活
動
と
雖
も
、
も
の
第

一
の
特
性
を
宗
教
的
な
源
泉
か
ら
受
け
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
教
團
、
獣
會
の
要
求
そ
の
他

の
こ
と
か
ら
方
向
が
韓
換
さ
れ
て
も
、
先
づ
充

た
さ
れ
る
も
の
は
宗
教
的
欲
求
で
あ
る
と
い
ふ

の
と
、
佛
教
の
活
動
は
布
教
も
含
め
て
總
べ
て

先
づ
第
一
に
そ
の
源
泉
を
経
済
的
欲
求
か
ら
受

け
る
の
で
あ
っ
て
・
、
そ
れ
が
宗
教
的
活
動
と
み

ら
れ
る
時
で
も
、
先
づ
充
た
さ
れ
る
も
の
・
は
経

済
的
欲
求
で
あ
る
と
い
ふ
Ｉ
一
っ
の
命
題
と
し
て

一
般
化
出
来
る
と
思
ふ
。
然
し
こ
の
開
題
は
、

人
間
文
化
一
般
の
、
更
に
は
人
間
性
そ
の
も
の

の
究
明
に
ま
で
掘
り
下
げ
ら
る
べ
き
で
あ
っ
て

こ
ｘ
で
は
軽
々
し
く
は
論
じ
な
い
こ
と
と
し
て

上
記
二
氏
の
立
場
の
相
異
の
根
源
が
賓
は
こ
ｉ

に
在
る
こ
と
を
指
摘
附
記
す
る
に
止
め
て
お

　

先
輩
諸
賢
の
努
作
に
對
し
敢
て
蕪
言
を
弄
し

た
罪
を
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

①註

佛
数
経
詩
史
の
概
念
に
就
い
て
は
本
論
中
の

道
端
、
子

ら
う
。
私
は
「
佛
教
的
諸
経
済
現
象
の
歴
史

的
研
究
」
と
て
も
げ
へ
ば
よ
い
か
と
思
ふ
・

今
ま
で
の
研
究
に
就
い
て
は
、
道
端
氏
「
支

部
佛
教
祀
會
経
済
史
の
研
究
に
就
て
｛
皿
皿

照
さ
れ
た
い
。
今
便
宜
上
主
要
な
る
も
の
に

就
い
て
題
目
の
み
左
に
掲
げ
る
。
以
て
大
般

の
傾
向
を
窺
へ
る
。
で
あ
ら
う
。

イ
、
寺
院
内
の
纒
済
彬
造
、
寺
院
の
紺
沸
的

行
儒
、
及
び
其
の
諸
源
泉
等
に
開
す
る
研
究

－
明
哲
富
（
駄
靉
い
認
）
姦

に
診
乙
裏
の
一
叢
（
靉
驚
い
ず

那
雲
之
の
廠
変
（
認
諾
霖
）

唐
代
の
寺
田
僣
田
と
但
尼
の
私
有
財
産
（
四

詔
報
）
叉
寵
の
舞
高
覧
（
Ｐ

疆
端
端
農
）
姦
舞
茸
ふ

畏
ヽ
同
禁
（
悶
鸚
贈
）
宍
宗

ｊ
ｎ
乞
ニ
に
ａ
い
二
監
訃
腎

叙
皿
史
）
三
階
敦
團
と
鉦
誰
蔵
に
つ
い
て
（
四

皿
昂
註
）
ａ
・
認
；
宍
（
鄙

1
1
　
Ｎ
　
1
1
1

）
唐
の
均
田
法
に
於
け
る
僣
尼
の
給

匹
に
誓
ゐ
昌
い
で
フ

ロ
。
寺
院
と
一
般
１
　
會
紺
済
と
の
間
の
諸
問

題
に
開
す
る
研
究
Ｆ
経
済
上
よ
り
見
た
る
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Ａ
毀
示
談
（
詔
錨
‰
）
梁

時
代
に
於
け
る
貴
族
對
寺
院
の
緩
済
的
交
渉

‘
1
:
３
=
!
す
る
ぶ
ぶ
ヽ
（
三
島
一
、
市
村
博
士
古

”
鴎

　
　
　

老
Ｍ
稀
記
念
束
洋
史
論
叢

　

）

唐
宋
時
代
に
於
け
る
貴
族
の
寺
院
翁
併
に
闘

す
三
１
（
四
、
一
端
竺
写
杢
遥
の

特
握
化
゛
の
一
件
（
銅
、
一
心
皿
學
研
｀
宋
代
に

於
け
る
寺
院
課
税
に
開
す
る
一
考
察
（
如
Ｅ

疆
総
）
宍
に
幹
乙
喬
箭
（
四
い

祀
東
洋
中
世
史

第
二
篇
七
章

　

）

ハ
、
支
那
佛
数
々
團
と
し
て
の
緩
流
的
諸
閣

係
の
研
究
ト
宋
の
財
政
雖
と
佛
数
（
鶏
四
、

悶
靉
靉
）
宋
刺
貿
の
混
警
佛

数
々
團
「
一
一
」
心
四
一
究
）
百
代
に
於
け
る
度
膜
問

の
夏
牒
に
つ
い
て

の
度
牒
雑
考
（
皿

艶
竺
話
）
貨
皇
で
１
き
ａ

輿
塚
本
、
支
那
佛

策
散
史
學
四
ノ
四
）

肯
ほ
那
波
博
士
、
佛
散
信
仰
に
基
き
て
組
織

せ
ら
れ
仁
る
中
晩
唐
時
代
の
祀
邑
に
就
き
て

　

史
林
二
十
四

　

戸
久
支
那
佛
散
史
學
）

（

ノ
三
’
四

　

）
梁

　

老

　

ニ
ノ
マ
ー
予
四
巾

晩
唐
時
代
に
於
け
る
侭
濫
慰
に
開
す
る
一
根

本
轟
の
Ｉ
（
鸚
誰
″
）
ｓ
に
延
煌

　

出
土
史
料
に
よ
る
唐
代
寺
院
経
済
の
貴
重
な

　

る
研
究
が
多
い
。

⑦
功
徳
墳
寺
に
就
い
て
は
、
道
端
良
秀
氏
、
亥

　

那
に
於
け
る
寺
領
の
一
考
察
（
叡
山
學
報
七

　

仁
井
川
毘
氏
、
唐
宋
法
律
文
書
の
研
究
第
三

　

章
施
入
文
書
第
一
致
土
地
施
入
と
文
書
の
作

　

成
・
小
川
貫
残
氏
、
宋
代
の
功
徳
墳
寺
に
就

　

い
て
（
龍
谷
史
壇
二
十
一
）
等
參
照
。

③
内
藤
博
士
、
概
括
的
唐
宋
時
代
狐
（
束
洋
。
叉

　

化
史
研
究
所
収
）
・
那
波
博
士
ご

　

較
史
論
（
ア
ジ
ア
問
題
誰
座
七
）
・
隋
唐
五
代

　

宋
畦
曾
史
（
支
那
地
理
歴
史
大
系
七
支
那
祀

　

會
史
所
収
）
・
東
洋
文
化
史
大
系
、
宋
元
時
代

　

の
部
の
夫
々
の
所
・
曾
我
部
静
雄
氏
、
北
宋

　

政
治
史
（
支
那
地
理
腿
史
大
系
五
支
那
政
治

’
史
下
所
牧
）
・
佐
伯
寫
氏
、
王
安
石
（
支
那
歴

　

史
地
理
叢
書
）
等
參
照
。

④
板
野
長
八
氏
「
支
那
佛
散
史
學
」
（
雑
声
に

　

對
す
る
批
評
紹
介
（
歴
史
學
研
究
七
‐
ノ
七
、

　

九
四
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
善
峰
憲
雄
）

　
　
　

懐
安
5
S
i
＊
＜
＝
N

　

曇
曜
五
窟
と
取
組
ん
だ
け
れ
ど
も
、
な

か
な
か
終
ら
ず
ご

の
先
酸
と
し
て
岡
崎
君
と
二
人
出
て
来
ま

し
た
。
夕
ぐ
れ
渾
河
の
流
れ
を
遡
っ
て
萬

安
も
と
の
紫
溝
堡
に
着
く
。
仲
々
賑
や
か

な
町
で
降
り
る
客
が
相
常
に
あ
る
。
咋
年

と
受
っ
だ
こ
と
は
、
蒜
公
署
が
此
處
に
で

き
た
た
め
か
、
日
本
人
の
姿
を
見
る
こ
と

だ
。
町
も
に
ぎ
や
か
、
買
物
も
Ｉ
と
ほ
り

ま
に
あ
ふ
。
た
ゞ
四
瓜
を
あ
ち
ら
も
こ
ち

ら
も
山
の
や
う
に
積
ん
で
ゐ
る
の
は
意
外

で
あ
っ
た
。
果
物
も
多
い
。
葡
萄
、
沙
果

等
身
。
面
白
い
の
は
夜
に
な
る
と
汽
燈
を

つ
け
る
。
之
は
上
田
參
事
官
の
創
意
か
と

も
思
ふ
が
、
辻
々
に
汽
燈
が
っ
く
。
そ
の

間
に
ラ
ン
プ
の
灯
が
鮎
々
と
し
て
人
々
が

ざ
わ
め
い
て
ゐ
る
。
上
田
氏
得
意
の
明
朗

政
治
か
も
知
れ
ぬ
。
萬
安
の
鎚
公
所
も
赤

煉
瓦
の
新
築
。
蘇
公
署
は
も
と
の
師
範
學

校
を
改
築
中
。
し
か
し
と
に
か
く
一
番
活

溌
に
蘇
政
が
運
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
み
る
。

明
日
か
ら
下
調
べ
七
少
し
歩
く
っ
も
り
で

す
。
（
九
庁
こ
十
一
日
附
森
宛
書
信
）
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