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大
正
十
二
年
十

「
月
獲
行

論

叢

鎌

倉

時
.代

の
土
地

制
度

(
こ

三

浦

周

行

大
化
の
改
新

に
於
て
土
地
国
有
の
大
方
針
が
確
立
暮
れ
て
其
貴
行
に
着
手

さ
れ
た
け
れ
ざ
も
.
制
度
の
闘
陥
よ

う
生
じ
た
荘
園
な
る
私
有
地
が
蔓
衍
し
て
次
第
に
公
地
(國
領
)
を
盈
食
す
る
に
及
ん
で
、
互
に
其
利
害
關
係
を
異

に
し
π
荘
公
問

の
交
錯
が
、
.
.
種

々
の
面
倒
な
る
土
地
争
議
を
惹
起
.し
て
牢
安
期
末
迄
の
脛
濟
問
題
の
中
心
ご
な

つ

.

て
居
湘
。

是
聴

に
當

っ
て
、
文
治
元
年
源
頼
朝
の
諸
国
荘
園
に
守
護
、
地
.頭
を
補
し
て
自
己
の
家
人
拠
る
武
士
を

こ
れ
に

充
ズ
㊧
こ
五
は
、
㌧
此
間
櫃

の
中
心

に

]
一大
渦
紋
を
生
℃
た
の
で
あ
る
。
就
中
地
頭
の
設
置
は
全
国
の
土
地
を
武
家

の
管
理
に
締

せ
し
め
だ
.も
の
で
あ
ρ
て
、
正
し
4
大
化

の
土
地

国
有
に
次
で

べ
き
大
改
革

で
あ

っ
た
。
日
本

の
対

論

耀

鎌
倉
時
愈
の
土
地
制
漉

第
十
七
巻

(第
五
號
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「
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輪
・
叢

鎌
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時
代
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制
隣

第
十
七
巻

(第
五
號

二
)

六
〇
〇

建
制
度
は
政
治
上
か
ら
.い

へ
ば
武
家
政
治
で
あ
り
滝
・輕
濟
上
か
ら
い
.へ
ば
知
行
制
.度
酒
あ

る
b
.そ
れ
丈
比
武
家
め
一

千
.K
土
地

の
全
管
理
.の
行
は
れ
抱
こ
ピ
は
、
.我
封
建
制
度
の
徹
底
的
研
究
に
重
要
な
る
地
位
を
占

め
る
。

然
る
に
武
家
政
治
は
叉
公
家
政
治
の
封
稠
で
あ
る
。
武
家
は
政
治
上
、
軍
事
上
、
公
家
政
治
を
凌
駕
す

べ
き
優

越
の
地
位
に
あ

っ
た
ε
は

い
ひ
乍
ら
、
両
者
は
す

べ
て
に
於
て
並
立
の
状
態
に
あ

っ

た

か
ら

、
従
来
公
家
政
府

(朝
廷
)
の
管
轄
で
あ

っ
た
公
地
や
荘
園
は
武
家
の
土
地
管
理
に
依

っ
て
も
ご
よ
b
其
所
有
擢
の
失
は
る
べ
き
も
の

で
な
か

っ
た
の
み
な
ら
ず

、
依
然

ご
し
て
公
家
政
府

の
管
轄
下

に
あ

っ
た
。
加
之
蝋
朝
は
示
威
的
行
動
の
下
に
、

苫
も
な
く
其
要
求
を
貫
徹

し
た
も
の

、
、其
後
に
績
獲

し
た
公
家
側

の
陳
情
や
種
々
の
情
實

か
ら
、
彼
れ
及
び
其
後

繊
者
は
此
土
地
管

理
制
度
に
幾
多
の
除
外
例
を
設
く
る
こ
ε
を
蝕
儀
な
く
さ
れ
て
、

一
旦
撞

い
た
地
頭
職
を
撤
廃

し
π
場
合
が
少
く
な
か
っ
た
。
荘
園
に
例
を
求
め
る
ε
、
元
久
二
年
五
月
二
十
四
口
筑
前
国
安
樂
寺
天
満
宮
領
た

る
筑
後
國
の
岩
田
、
田
島
両
荘
の
地
頭
職
を
肚
僑

の
愁
訴
を
容
れ
て
肚
家
に
付
し
て
居
り
、
公
地

で
は
同
年
二
月
ニ

ミ

ツ
キ
ノ

十
二
日
備
後
國
御
調
本
北
條
の
地
頭
職
を
止

め
て
国
衙
に
付

し
て
居
る
も
の
等
を
翠
ぐ

べ
き
で
あ
る
。
公
地
ε
荘

園
ε
丈
で
す
ら
土
地

の
争
議
が
絶
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
更

に
武
家
の
管
理
を
加

へ
て
新

に
三
角
關
係

ε

な

っ
て
は
、
問
題
を
し
て

}
層
錯
綜
せ
し
め
る
こ
ε

＼
な

っ
た
の
は
寧

ろ
當
然
の
結
果
ξ
謂
は

な
け

れ
ば

な

ら

阻

。武
家
の
法
制
は
貞
永
式
目
及
び
其
追
加
共

に
中
古
の
律
令
が
大
部
分
支
那
法
の
模
倣
若
し
く
は
採
用
で
あ
っ
た

■



の
ξ
異

っ
て
、
聴
代
の
必
要
に
鷹
じ
た
も
の
で
あ
る
丈
、
直
接
間
接

に
土
地

に
關

し
だ
修
交
が
最
も
多
き
を
占

め

て
居
る
。
土
地
は
此
時
代
の
財
産
中
の
最
も
主
要
な
る
も
の
で
.あ

っ
た
の
み
な
ら
す
、
武
士
肚
會
の
中
福
た
る
將

軍
直
轄
の
黄
土
即
ち
御
家
人
に
取

っ
て
は
、
其
資
格
の
要
件
で
あ
っ
た
ε
同
時
に
、
恩
賞
の
唯

一
の
目
的
物
で
も

あ
れ
ば
、
叉
其
義
務
の
標
準
で
も
あ

っ
た
。
此
く
の
如
き
事
情
は
土
地

に
關

し
た
複
雑
な
る
法
制
を
武
家
制
度
研

究
の
棋
子
た
ら
し
め
る
。
私
は
今
こ

、
に
便
宜
上
、
土
地
の
名
護
匿
別
に
依

っ
て
、
神
碩
、
寺
領
、
國
領
、
本
所

領
、
武
家
領
の
分
類
の
下
に
こ
れ
が
法
制
史
的
、
経
済
史
的
考
察
を
試
み
や
う
ご
思
ふ
b

、

一

神

領

神
領
ご
は
即
ち
肚
領
で
あ
っ
て
、
神
主
が
こ
れ
を
管
領
す
る
。
頼
朝
の
棘
領
寄
附
に
關
す

る
記
事
は
、
治
承
四

年
九
月
十

一
日
即
ち
彼
れ
が
始

め
て
箏
氏
に
反
抗
し
て
旗
揚
を
し
た
聴
、
彼
れ
に
取

っ
て
は
.思
出
深
き
安
房
園
児

御
厨

を
訪
う
た
時

の
事
が
吾
妻
鏡

に
見
え
る
の
を
初
見
ε
す
る
。
そ
れ
に
撮
る
ε
、
此
地
は
も

ε
其
祖
先
養
家
が

東
園
の
敵
を
巫
・げ
た
爲
め
に
最
初
の
恩
賞
ε
し
て
賜
は

つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
義
朝
は
、
我
子
の
官
途

の
昇
進
を

所
ら
ん
が
矯
め
に
、
半
泊
元
年
六
月

一
日
に
こ
れ
を
伊
勢
太
神
宮

に
.寄
附
す

る
ε
、
同
月
二
十
八
日
に
頼
朝
が
藏

入
に
補
せ
ら
れ
た
か
ら
、
全
く
神
慮

に
依
る
の
で
あ
る
ビ
感
恩
の
蝕
り
、
彼
れ
は
親
し
く
共
地

に
荘

ん
で
や
二
十

餓
年
前
の
往
事
、を
追
懐
し
、
猶

ほ
園
中
で
更

に
新
御
厨
を
立
て
、
神
宮

に
寄
附
す
.べ
.し
ε
の
、
自
筆

の
願
文
を
上

論
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つ
π
。
其
後
璽
.年
又
頼
朝
は
、
所
願
成
就
せ
ぱ
必
.ず
新
御
厨
を
寄
進
す

べ
き
ご
ざ
を
約
し
て
居
る
。
文
治
元
年
に

頼
朝
が
全
國
の
土
地
管
理
を
許
さ
れ
π
後
は

(
こ
れ
を
令
レ
舞
茸
領
諸
国
地
頭
職

一
ε
い
っ
て
居

る
)
其
中

か
ら

そ
れ

ア
ガ

ハ
ノ

ぐ

共
尊
崇
す
る
聾

肛
に
寄
附
し
た
も
の
も
少
く
は
な
か
っ
た
。
同
年
十
二
月
土
佐
國
吾
河
郡
の
地
頭
職
を
京
都

分
⊥
ハ
係
若
宮
に
寄
附
し
π
る
が
如
き
は
其

一
例
で
あ
る
。

双
脚
領

に
地
頭
を
置
い
た
場
合
に
も
頼
朝
は
就
役
の
闘
怠
を
戒
め
て
居
る
が
、
.中
に
も
伊
勢
神
宮
は
其
最
も
崇

敬
を
梯

っ
て
居
'た
丈
に
、
神
宮
領
に
謝
し
て
は
、
塒
に
年
貢
等

の
納
附
を
怠
る
こ
ε
な
き
や
う
彼
等
を
戒
飭
し
て

居
り
、
伺

二
年
三
月
に
は
伊
勢
園
内

に
於
け
る
神
宮
領
の
御
園
御
厨
の
地
頭
に
向

っ
て
、
當
國
神
領
の
訥
民

中

の

狼
藉
を
停
止
し
、

一
定
の
年
貢
(御
上
分
雑
事
)及
び
給
主
、
禰
宜
、
帥
主
の
得

分
物
は
、
先
例

に
任
せ
て
辮
俯
す

べ
く
、
若
し
早
損

に
依

っ
て
怠
納
し
π
な
ら
ば
、
地
頭
の
得
身
を
立
替

へ
て
も
神
役
を
怠
ら
の
や
う
に
せ
よ
ご
の

命
令
を
下
し
て
居

る
。
同
国
北
崎
の
御
厨

の
如
き
は
孕
家

の
興
窯
家
資

の
所
有
地
で
あ

っ
た
爲
め
に

　
且
没
牧
注

文
に
加

へ
て
、
宇
佐
美
實
正
を
地
頭
職
と
し
た
け
れ
こ
も
、
神
宮
よ
り
の
訴
願
に
依

っ
て
地
頭
を
止
む

べ
し
ご
の

院
宣
が
下

っ
た
か
ら
、
頼
朝
は
特

に
こ
れ
を
康
し
π
。
但

】
旦
は
こ
れ
を
罷

め
て
も
、
神
宮
よ
り
再
び
本
人
を
還

ウ

ケ
ト

コ
ロ

補
す
る
こ
`
を
望

ん
で
居
た
の
は
、
下
に
も
説
く
が
如
き
地
頭
請
所
ご
す

る
爲
め
で
あ

っ
た
ら
う
。

正
治
元
年
、
頼
家
も
其
宿
願
に
依

っ
て
特

に
姉
宮
領
六
箇
所

の
地

頭
職
を
停
止

し
た
が
、
是
塒
其

一
箇
所
な
る

尾
張
國

】
楊
御
厨

に
封
し
て
は
、
神
宮
よ
り
雑
掌
を
派
遣

し
て
共
地
頭
代
を
放
逐
す

べ
き
命
令
を
獲
し
、
且

つ
得

,



分
を
楡
封
ず
る
ε
聞

い
て
其
狼
藉
を
停

め
π

こ
ε
が
あ
る
。

こ
れ
神
宮
が
過
激
の
庭
置
に
出
で
だ
の
を
咎
め
た
も

の
で
、
思
不覚
は
地
頭
の
管
理
を
罷
め
て
雑
事
の
直
接
管
理
に
改

め
た
の
で
あ
ら
う
。

是
等
の
神
領
は
御
家
人
を
以
て
共
地
頭
ε
し
た
も
の
が
も
ε
よ
り
多

か
っ
た
け
れ
ざ
も
、
中

に
は
紳
生
別
當
が

地
頭
を
兼
ね
る
や
う
に
な

つ
陀
ε
こ
ろ
も
あ
る
。
何
れ
に
も
せ
よ
、
原
則
こ
し
て
は
免
税
地
で
あ
っ
て
、其
敗
入
を

以
て
神
肚

の
縄
費
に
充

つ
べ
き
は
い
ふ
迄
も
な

い
`
こ
ろ
で
あ

っ
陀
。
貞
永
式
目
に
も
、
和
韻
を
有
す

る
神
肚
は

肚
殿
の
破
損
の
少
き
場
合
は
紳
肚
自
ら
修
理
を
加
ふ
る
も
、
.破
損
の
人
な
る
場
合
は
、
こ
れ
を
幕
府
に
届
出

づ
べ

き
こ
ε
を
規
定

し
て
居

る
が
、
こ
れ
は
も
ε
よ
り
脚
耐
純
愛

の

[
端
を
擧
げ
た
る
に
過
ぎ
な

い
。
而
か
も
別
當
、
赫

主
、
.其
他
神
領
の
管
理
者
が
恰
も
彼
等

の
私
有
財
産

の
如
く
任
意
に
こ
れ
を
腱
扮
す

る
も
の

、
あ
っ
陀
の
は
極
め

て
有
勝
の
事
で
あ

る
。頼
朝

が
嘗

て
「
於
二
神
肚
佛
寺

一臂
二
進
庄
園
一事
、
皆
所
レ奉
=
佛
神

一也
、
.全
不
レ
宛
二
別
當
紳
主

導
之
恩
顧

一」
ご
い
つ
だ
の
は
神
領
寺
領
の
性
質
を
辨
じ
て
動
も
す
れ
ば
不
法
行
爲
に
陥

り
易
き
彼
等
を
戒
め
た
も

の
に
外
な
ら
臓
。
建
長
二
年
、
幕
府
が
都
鄙
の
帥
肚
寺
院

の
修
理
を
命
じ
た
の
も
亦

「
是
當
世
別
當
騨
主
等
、
只

食
二
儲
物
神
領

一轍
無
二
興
隆
之
志

一」
ε
の
事
情
に
基

い
た
も
の
で
あ
る
。

貞

、厭
式
目
に
は
所
領
を
知
行

し
て
か
ら
後
二
十
箇
年
を
纒
過

し
た
も
の
は
縦
ひ
其
不
正
な
る
手
績

に
依

っ
た
場

合

で
あ

っ
て
も
、
既
に
時
効
に
か

、
つ
π
も
の
こ
し
て
其
後
醤
を
得
な
い
こ
ざ
に
な

っ
て
居
る
。
故

に
帥
領
の
場

合
に
於
て
も
、
若
し
現
在
の
所
有
者
が
、
知
行
後
二
十
年
を
経
過

し
た
場
合
に
は
、
棘
吐
は

こ
れ
を
取
戻
す
こ
ご

論

叢

鎌
倉
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代
の
土
地
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度

第
十
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六
〇
四

が
出

來
な

か

っ
た
。
.即
ち
貞

永
式

目

の
第

八
條

に

【
錐
レ
帯
二
御
下
交
ネ

レ
令
二
知
卸

脛
二
年
序
一
所
領
事
、

在
営
知
行
之
後
、
過
二
世
介
年
一
者
、
任

一右
大
幣
家
之
例
↓
不
・論
二
理
非
↓
不
・能
一敢

替
↓
而
申
二
知
行
.之
由

噌
掠
二

給
御
下
交

一之
輩
、
.雌
レ帯
二
彼
駄

一不
レ
及
二
叙
用

一尖
、

此
規
定
が
設
け
ら
れ
て
か
ら
後
も
、
或
は
鵬
造

の
文
書
を
以
て
所
領
を
偏
取

さ
れ
た
ε
か
、
或
は
幕
府
を
欺

い
て

將
軍
の
下
衣
を
給

っ
虎
も
の
で
あ
る
ε
い
ふ
が
如

き
理
由
の
下
に
、
此
規
定
の
適
用
を
免
れ
ん
ご
す
る
も
の
が
あ

っ
た
け
れ
ざ
も
、
幕
府
は
此
規
定
に
「
不
レ
論
=
理
非

一」
ご
の
明
文

あ
る
を
楯

ε
し
て
こ
れ
を
却
下
し
來

つ
た
の
で

あ
る
。
(
式
目
抄
嘉
顧
三
八
十
七
評
定
)併

し
神
領
に
謝
し
て
は
、
幕
府
は
寺
院
の
所
有
地
た
る
寺
領
ご
共

に
、
其

政
策
上

こ
れ
を
尊
重
保
護
し
來

つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
式
目
制
定
よ
り
三
年
後
の
嘉
頑
元
年

に
、
宇
佐
棘
宮

の
神

領
が
、
其
管
理
者
の
犯
罪
に
依

っ
て
、
幕
府
か
ら
誤

っ
て
没
牧
虚
分
に
遭

っ
た
も
の
十

「
箇
所
に
及
ん
だ
事
が
判

っ
て
、
其
中
四
箇
所
は
既
に
返
付
さ
れ
た
け
れ
こ
も
、
撹
鹸
の
七
箇
所
は
現
在
の
知
行
人
に
支
給
す

べ
き
替
地

の

な
き
爲
め
返
還
庭
分
に
出
つ
る
こ
ε
も
出
恋
す

に
居

っ
π
の
で
あ
る
が
、
幕
府
は
知
行
後
縫

ひ
二
十
箇
年
を
経
過

し
て
も
、
適
當
の
時
機
に
は
式
目
の
條
丈
に
拘
ら
す
慮
分
を
す

る
ε
の
規
定
を
設
け
た
。
(
吾
妻
鏡
)
こ
れ
は
軍
な

る
宇
佐
神
宮
の
場
合
で
あ
る
ε
は
い
へ
、
事
實
に
於
て
式
目
第
八
條

に
除
外
例
を
設
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
且

つ

他
の
野

並
の
神
領
や
寺
領
も
亦

こ
れ

に
均
霑
す
る
ε
な
る
ε
、
重
大
な
る
修
正
で
め

つ
π
に
相
違
な

い
。
さ
れ
ば

貞
永
式
目
の
逼
加
を
牧
め
た
新
編
追
加
に
は
、雑
務
篇
神
耽
佛
寺
條

に
、「
紳
肚
佛
寺
領
不
レ
依
二
年
紀

一御
成
敗
所

々

■



鴨

南

徐
々
五
箇
係
L
ε
題
し
て
、
榊
肚
寺
院

の
領
地
を
地
頭
其
他

の
俗
人
が
多
年
.不
正
の
手
績
に
依

っ
て
占
有
押
領
し
來

つ
た
も
の
＼
更
改
を
命
じ
て
、
神
領
は
社
家
に
、
寺
領
は
供
僧

に
返
還
さ
せ
た
場
合
が
五

つ
も
載
せ
ら
れ
て
居
b

共
年
数
の
如

き
も
、
短
き
は
四
十
飴
牛
よ
膨
、
七
十
年
九
十
飴
牛
に
蓮
及
び
、
甚
し
き
に
至

っ
て
は
既

に
敷
百
年

を
経
過
し
把
も
の
で
も
神
領
こ
し
て
返
澱
を
命
じ
九
も
の
さ
へ
め
る
。
是
等
は
其
年
代
が
よ
く
割

っ
て
居
ら
頗
け

れ
こ
も
、
同
じ
新
編
追
加
に
は
、
神
領
で
あ
る
が
故

に
幕
府
が
年
紀
に
依
ら
す
し
て
理
非

に
依

っ
て
裁
決
を
下
し

た
弘
安
八
年
二
月

二
十
八
目
の

]
例
を
擧
げ

て
居

る
。
そ
れ
に
振
る
ε
、
現
在
の
知
行
者
は
、
貞
永
以
来
、
幕
府

⊥
ハ
波
羅
の
下
知
、
帥
ち
讃
歌
を
有
し
て
居

っ
て
、
其
二
十
箇
年
以
上
知
行
し
來

つ
た
事
實
は
顕
著
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
式
目

に
照
ら
せ
ば
政
替

し
難

い
の
で
あ
る
が
、
而

か
も
不
正
の
手
纏

に
依

っ
て
こ
れ
を
知
行
し
、
年
撒
に

託

し
て
押
領
す
る
は
許
し
難

い
ε
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
其
所
有
を
停
止
す
る
旨
の
判
決
を
下
し
π
こ
ε
を
載
せ
て

居
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
更

に
同
年
九
月
十
八
日
の
幕
府
の
裁
決

に
於
て
は
、
伊
勢
帥
宮
領
の
事
件
に
關
し
て
、

「
肚
領
者
不
・可
レ
拘
二
年
紀

【之
旨
被
二
定
置
一畢
」
ε
い
ふ
を
理
由
ε
し
て
、
押
領
を
買
牧
し
た
地
主

の
萱
買
を
取
消

し
、
奮
の
如

く
肚
家
の
管
理
に
復
路

さ
せ
て
居
る
。
即
ち
幕
府
は
神
領
の
費
賞
讃
交
等
は

こ
れ
を
認
め
な

い
の
で

・
あ
っ
て
、
縦
ひ
二
十
箇
年
以
上

こ
れ
を
知
行

し
て
居

っ
て
、

一
般

の
土
地
所
有
の
時
効

に
か

、
つ
た
場
合
で
あ

っ

.

て
も
、
神
領

に
謝
し
て
は
、
特

に
こ
れ
が
除
外
例
を
設
け
て
其
時
効
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

斯
う
な
る
ε
、
叉
神
領
程
所
有
罹
の
安
全
な
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に

　
種
の
弊
害
を
生
じ
て

凱謝

漁蹴

醗燃A月
吐町
代
の
土
地
制
蝋腺
.

硲夘
十
七
巻

(第
五
號

七
)

詣ハ
〇
五

、
.
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六
〇
六

來
た
。
即
ち
倒
せ
ば
地
主
が
裏
面
自
己
の
所
有
地
を
帥
領
に
寄
附
し
て
み
つ
か
ら

こ
れ
が
管
理
者
ε
な
b
乍
ら
、

.

其
實

こ
れ
を
所
有
す
る
ε
異
ら
ざ
る
條
件
の
下
に
所
有
罹

の
安
全
を
期
す

る
が
如
き
行
爲
で
あ
る
。
當
時
棘
肚
の

神
人
ε
翻
し
た
俗
人
が
、
往

々
吐
く
の
如

き
手
段

を
弄
し
て
、
紳
砒
に
封
ず

る
崇
敬
の
念
を
善
用

し
乍
ら
他
人
に
迷

づ
セ

モ
ノ

ヨ
セ
サ

タ

戚
を
及
ぼ
す

こ
ε
が
あ
っ
て
こ
れ
を
寄
物
`
か
寄
沙
汰
ビ
か
い
っ
た
。
さ
れ
ば
幕
府
は
夫
等
に
野
し
て
も
警
戒
す

る
ε
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
式
目
の
制
定
後
八
年
な
る
仁
治
元
年
に
は
、
幕
府

の
承
認
を
縄
な

い
で
寺
肚
に
寄
附

し
だ

土
地
は
す

べ
て
こ
れ
を
没
牧
す

る
こ
己

、
し
た
の
で
め
る
。
(武
家
年
代
記
)元
來
師
説

若
し
く
は
寺
院
に
土
地
を

寄
附
す

る
こ
ε
は
大
賢
令
に
捺
せ
ら
れ
て
居

る
ε
こ
ろ
で
あ
る
が
、
實
際
に
は
行
は
れ
て
居
な
か
っ
た
。
夫
等
の

寄
附
の
中
に
は
、
前
に
も
述

べ
π
や
う
な
肺
耐
、
寺
院
の
特
典

に
浴
し
て
所
有
権
の
安
全
を
圖
ら
う
ε
す
る
や
う

な
不
純
の
分
子
が
多

か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
幕
府
も
其
弊
を
認
め
て
幾

分
の
制
限
を
設
け
、
公
然
の
手
練
を
経
て

幕
府
の
承
認
を
得
陀
も
の
で
な
け
れ
ば
無
効

ご
し
π
。
帥
ち
今
日
の
登
記
の
如
く
將
軍
の
下
知
状
を
受
く
る
も
の

で
る
つ
て
始
め
て
有
効
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
所
謂
私
寄
進

ε
認

め
て
祀
寺
領

の
特
典
に
浴
す
る
こ
ε
を
許

さ
な
か
っ
た
の
み
な
ら
す

、
.
.
其
土
地
を
没
牧
庭
分
に
付
す
る
ご
い
ふ
の
で
あ
る
。
建
暦
元
年
に
陸
奥
國
新
熊
棘
砒

の
住
僧
隆
慶

か
ら
地
頭
李
資
幹

が
瀞
田
を
岬
領
す

る
ざ
の
訴
を
起
し
虎
の
を
問
注
所

に
於
て
審
理
の
結
果
、
將
軍

資
朝

の
親
裁
ε
な

っ
た
こ
亡
が
め
る
。其
裁
決
に
振
る
ε
、肚
壇
は
秀
衡

の
時
に
賢
俊

の
私
建
立
で
あ
り
、
四
十
町

の
神
田
の
内
の
三
十
町
は
秀
衡
、
十
町
は
地
頭
資
幹
の
私
寄
進

で
あ

っ
て
、
潮
見
の
地
で
な

い
か
ら
、
縫

ひ
「没
牧

㌔

,



さ
れ
て
も
訴
ふ

べ
き
理
由
は
な

い
の
で
あ
る
が
、
改
め
て
四
十
町
を
免
租
地

こ
す

る
.こ
ご
に
す

る
ε
い
ふ
に
め

っ

た
。
此
裁
決
が
あ
っ
て
始
め
て
新
熊
野
肚
の
神
田
は
免
税
の
特
典
を
與

へ
ら
れ
た
澤
で
あ
る
。

沸
領
は
縦
ひ
幕
府
の
公
認
の
下
に
あ
.つ
た
も
の
で
も
、
す

べ
て
が
幕
府

に
封
ず
る

一
切
の
義
務
免
除
に
閲
す

る

特
典
を
得
た
も
の
で
は
な
か
つ
紀
。
殊

に
幕
府

か
ら
地
頭
職
を
寄
附
さ
れ
た
も
の
、
例

へ
ば
厳
島
肚
領
の
安
藝
國

ア

ヨ

マ
ツ

千
興
末
地
頭
職
の
如
き
も
の
が
め
る
。
(
吾
妻
鏡
貞
恋
元
年
四
月
十
九
日
條
)是
等
は
地
頭
職

の
負

ふ
べ
き
義
務
は

.

當
然

こ
れ
を
負
憺
す

べ
き
で
あ

っ
た
。

こ
れ
も
其
地
頭
職
で
あ
っ
た
ら
う
、
(郡
の
地
頭
職
の
あ

っ
た
こ
こ
は
、
近

江
國
栗
本
北
郡
の
地
頭
職
の
如
き
實
例
が
み
る
)
建
久
三
年
に
、
幕
府
は
左
安
牛
若
宮
領
土
佐
國
吾
河
郡
に
謝
し

て
は
京
都
大
番
役
以
外
の
公
事
を
停
止
し
た
が
、
大
番
役
は
同
姓

の
別
當
季
殿
に
催
動
せ
し
む

べ
し
ε
の
命
令
を

守
護

に
與

へ
て
居
る
。
こ
れ
神
領
`
錐
こ
も
幕
府
の
御
家
人
役
を
免
れ
な
か

つ
π
も

の

、
め
っ
陀
明
讃
で
あ
ら
ね

ば
な
ら

鍛
。

然
ら
ば
是
等
の
脚
韻
は
如
何

に
し
て
管
理
さ
れ

つ
、
あ
っ
た
か
ε
い
ふ
に
。
前
代
以
來
の
荘
園
制

度

に

依

っ

て
、是
等

の
神
領
に
於
て
も
、
中
央
の
貴
族
、
権
門
だ
る
本
所
、
領
家
、
及
び
幕
府
の
地
頭
電
の
關
係
が
成
立

っ
て

居
だ
も

の
が
多
く
、
其
敦
盛
の
多
く
は
是
等

の
本
所
、
領
家

の
所
有
に
蹄

し
て
、
彼
等
は
肺
領
を
我
物
顔
に
振
舞

ふ

の
み
な
ら
す
、
神
主
の
任
免
を
も
行
ふ
に
至
り
、
叉
土
地
管
理
の
實
権
は
地
頭
に
賺
し

つ
、
あ

っ
陀
。
縦
ひ
幕
府

r
の
傲
神
祭
佛
の
方
針

に
依

っ
て
.
紳
肚
佛
寺
領
に
は
地
頭
の
新
儀
を
停
止
す

べ
し
ε
の
厳
命
が
獲
せ
ら
れ
て
居
.っ

論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
十
七
巻
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五
號

九
V

六
Q
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六
〇
入

て
も
、
(例

へ
ば
寳
治

二
年
閏
十
二
月
廿
日
の
如
き
)其
貴
行

は
頗
る
困
難
で
あ

っ
陀
。
新
編
追
加
の
紳
肚
佛
寺
條

(
一
六
入
〕
郡
内
寺
肚
事
に
も
、
郡
内
の
寺
肚
が
領
家
の
進
上
(支
配
の
意
)
で
あ
る
か
、
將
叉
地
頭
の
氏
寺
、
氏
趾

が
私
の
進
止
で
あ
る
か
は
、
先
例
に
任
せ
て
今
更
攣
更
せ
阻
ε
い
っ
て
居
る
。

さ
れ
ば
其
中
神
主

(寺
院
の
場
合

は
供
僑
じ

の
管
理
で
あ

っ
た
も
の
も
、
當
然
其
牧
人
を
以
て
神
事
や
修
理
の
経
啓
ハに
充

つ
べ
き
で
あ
る
の
を
、

一

圓
知
行

ビ
い
っ
て
悉
一
こ
れ
を
私
し
乍
ら
、
其
任
務
を
怠
り
、
神
領
寄
附
者

の
精
神
を
渡
劃
す
る
も
の
が
往

々
あ

っ
た
か
ら
、
幕
府

は
紳
肚
経
済

の
牧
人
ε
支
出

ε
の
調
査
を
命
じ
て
、
こ
れ
が
監
督
を
嚴
に
せ
ん
ざ
試
み
た
こ
ε

鼠

見
え
る
。
建
武
中
興
の
新
政
府
量

に
魏

に
於
け
・
荘
園
の
此
讐

を
矯
正
せ
ん
が
爲
め
に
・
護

2

二
宮

に
謝

し

て
は
本

家
及

び
領
家

の
號

を
塵
す

べ
く

決

定

し
た
。

〔建

武
元
年
五
月

の
法
令

に
見

え
る

)所

謂

…
二

宮
ご

は

一
宮

、
二
宮

の
事

で
あ

っ
て
、
各
園
内

に
於

け
る
耐
量
肌
の
肚

格

で
あ

る
。
蕾

に

一
宮

、
二
宮

の
み
な
ら
す

三
宮

、
興
宮

、
五
宮

杯

い
ふ
も

め

つ
て
、
今

も
共
沸

礼肥
の
所

在
地

に
は

↓
宮
、

二
宮

、
三

宮
杯

の
地
名

が
残

っ
て

居

る
。

　
例

を
擧

げ
る

ご
、
山
城

の

一
宮
は
賀
茂
紳

肚

で
あ
b
、
大
和

の
そ
れ
は
三
輪
棘
瓢肌
で
め
る
が
如

き

で
あ

る
。

就
中

　
宮
は

「
國
中

最
上

の
格
式

に
あ

る
神
肚

で
あ

る
こ

い
ふ
ε
こ
ろ

か
ら

、
総
肚

こ
も
構

せ
ら

れ
だ
。
総

肚

の
名

も
亦
地

名

に
残

っ
た

こ
こ
ろ
が

あ
る
。
而
し

て
二
宮

は

一
般

の
崇
敬

も

こ
れ

に
吹
鶴

は
盲

ふ
迄
も
な

い
か

ら

、
建

武
中

興

に
於

て
は

、
是
等

の
脚
肚

に
濁
す

る
特
別

の
恩

典

ご
し

て
、
従
前

の
神
領

に
於

け

る
本

家
、
領
家

の
名

稠
を
撤

磨
し
た

の
で
あ

る
。

こ
れ
が
結

果

こ
し

て
従
来

の
如
く
紳

領

の
租
税

を
本
家

や
領
家

に
納

む

る
の
義

■



務
を
見

れ
さ
せ
、
神
肚
自
身
に
其
所
有
地

の
経
管

に
當
ら
せ
る
こ
ε
、
な

っ
た
の
で
あ
る
つ
建
武
元
年
五
月
七
日

の
施
行
細
則
に
振
る
ε
、
神
肚

の
敷
地
や
も
ε
神
主
の
所
有
し
て
屈

托
地
頭
職
で
、
故
あ
っ
て
没
牧
さ
れ
た
も
の

に
射

し
て
は
調
査

の
上
、
此
新
規
定
を
適
用
し
て
本
所
、
領
家
の
號
を
廃
す
る
け
れ
こ
も
、
神
領
の
地
頭
職
に
謝

し

て
は
、
追
て
何
分
の
沙
汰
す

べ
し
ご
見
え
る
が
、
そ
れ
が
如
何
な
る
庭
分
に
出
で
ら
れ
だ
か
は
こ
れ
を
徴
す

べ
き

材
料
が
な

い
。

二

寺

領

以
上
は
主
こ
し
て
神
領
に

つ
い
て
述

べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
寺
院

の
所
有
地
だ
る
寺
領
ご
て
も
亦
原
則
ご
し
て

こ
れ
ご
同

一
の
取
扱
を
受
一

べ
き
も
の
で
あ

っ
π
。
故
に
法
令
其
他

の
記
録
中
に
も
、
多
く
の
場
合

に
於
て
寺
砒

領
ε
記
さ
れ
て
居

っ
て
、
其
間
些
の
差
別
が
設
け
ら
れ
て
な
い
の
で
あ
る
。
故

に
以
上
碗
領
の
鯛
め
に
述

べ
た
電

こ
ろ
は
、
大
抵
寺
領
に
も
適
用

さ
る
べ
き
も
の
ε
看
做
し
て
妨
げ
な
(
、
.こ

、
に
再
び
こ
れ
を
繰
返
す
の
必
要
を

認
め
な
い
。
例

へ
ば
文
治
元
年
、

一
般
に
地
頭
を
遣
い
π
後
に
、
特
別
の
由
緒
の
め
る
寺
院
に
毀
し
て
は
こ
れ
を

免
除
し
た
る
が
如
き
も
共

「
例
で
あ
る
。
讃
岐
國
善
通
寺
は
弘
法
大
師
誕
生
地
長
日
不
退
の
所
藤
所
で
あ

っ
て
大

師
自
作

の
繹
迦
薬
師
の
豫
が
あ
る
ε
の
由
緒
に
依

っ
て
、
地
頭
を
置

か
れ
た
爲
め
に
、
寺
用
が
闕
如
す
る
ご
の
寺

の
愁
訴
を
容
れ
て
こ
れ
を
庵
し
て
居

る
。

(吾
妻
鏡
妥
貞
二
年
三
月
十
三
日
條
)
不
正
な
る
寄
附
行
爲
即
ち
所
謂

、

論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
十
七
巻

(第
五
號

一
『)

六
〇
九
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號

「
二
)

六
一
〇

「
無
道
寄
沙
汰
」
を
禁
ず

る
こ
ε
亦
同
様
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
法
制
上

一
種

の
特
別
な
る
取
扱
を
享
く

べ
き
土
地

セ
る
に
於
て

「
致

し
て
居

る
の
で
あ
っ
π
。

散
に
今
瀞
領

の
場
合

に
見
え
な
か
っ
た
此
程
特
典
の

一
例
を
暴
ぐ
る
な
れ
ぜ
、
頼
朝
の
時
に
任
命

し
た
御
家
人

の
地
頭
に
向

っ
て
は
、
幕
府
は
原
則
ご
し
て
こ
れ
を
欧
補
せ
ざ
る
方
針
を
取

っ
て
居
た
。
彼
後
烏
羽
上
皇
か
ら
其

寵
姫
伊
賀
局
の
爲
め
に
振
津
國
長
江
倉
橋
二
藍

の
地
頭
職
を
罷

め
よ
巴
の
命
令

に
劃
し
て
幕
府
が

「
故
人
將
之
時

如
レ
此
令
二成
敗
【候
、
常
時
兄
二
指
其
餐

一候
之
問
、
難
二改
易

一候
也
」
ご
断
乎

注
し
て
拒
絶
し
奉

っ
た
の
は
即
ち
此

方
針

に
外
な
ら
ぬ
.
然

る
に
幕
府
は
頼
朝
の
時
信
濃
善
光
寺
の
希
望
に
依

っ
て
其
治
安
維
持
の
爲
め
に
地
頭
職
を

補
せ
ん
電
す
る
に
當

っ
て
適
任
者
を
詮
衡
す
る
だ
、
長
沼
宗
政
が
吾
身
は
先
世

の
罪
人
で
あ
る
か
ら
、
來
世
値
遇

の
結
縁
の
爲
め
に
、
當
寺
生
身
如
水

の
地
頭
に
補

せ
ら
れ
だ

い
ざ
志
願
し
た
爲
め
に
認
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に

も
拘
ら
す
、
爾
来
年
月
を
脛
た
後
に
は
、
寺
家
却

て
地
頭
の
撤
廃
を
望
む
に
至

っ
た
の
で
、
實
朝
は
承
元
四
年
に

特

に
寺
僧
の
申
請
を
容

れ
て
こ
れ
を
停
止
し
た
る
が
如
き
は
、
全
く
寺
領
に
封
し
て
崇
敬
の
誠
意
を
表
し
た
も
の

で
あ
る
。
(承
元
四
年
八
月
十

一
日
に

一
旦
停
止
し
た
け
れ
こ
も
、
行
は
れ
ぬ
矯
め
、
嘉
顧
二
年
七
月
十
七
日
、
更

に
停
止

の
命
令
を
鞍
し
だ
)
又
大
面

一
団
は
殆
ご
興
輻
寺
の
勢
圏
内
に
賺
し
て
居

っ
た
か
ら
、
幕
府
も

こ
れ
を
認

め
て
特
に
守
護
地
頭
を
遣
か
な
か
っ
た
が
、
嘉
頑

二
年
に
、
興
輻
寺
が
幕
府
の
命
令
に
抵
抗
し
た
場
合
に
、
特
に

守
護
を
置

い
て
警
察
権
を
行
は
せ
、
且

つ
同
寺
衆
徒
の
知
行
す

る
荘
園
に
も
地
頭
を
補
し
て
其
管
理

に
締
せ
し
め

■



た
が
、
こ
れ
が
矯
め
.に
衆
徒
は
忽
ち
其
糧
道
を
絶
た
れ
π
の
で
、
二
箇
月
を
も
出
で
兎
内

に
屈
服
し
た
か
ら
、
幕

府
も
亦
直
に
大
和
の
守
護
及
び
興
幅
寺
領
を
寺
家

に
附

せ
し
め
、
寺
領
は
も
だ
よ
り
衆
徒

の
知
行
地
に
劃
し
て
も

地
頭
職
を
世
か
す
し
て
、
茜

の
如
く
彼
等

の
完
全
な
る
管
理
及
び
所
有
を
認
め
た
。

然

る
に

「
般
の
寺
領
は
亦
荘
園
の
慣
習
に
依

っ
て
本
所
、
領
家
の
干
渉
を
免
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
建
武
の
中
興

倣
府
は
、
諸
国
の
紳
肚
に
於
け
る
.一
宮
、
.
一宮
の
如
く
、
國
分
寺
の
寺
領
の
他
人

に
侵
害

さ
れ
た
も
の
を
も
回
復

せ
し
む

べ
き
方
針
を
取

っ
た
の
で
あ
る
。

三

國

領

國
領
は
叉
公
領
、
公
地
ε
も
い
っ
た
も
の
で
、
国
司
の
管
轄
に
麟
…し
て
居
た
こ
ざ
言
ふ
迄
も
な
く
、
国
司
は
當

塒
の
中
央
政
府
た

る
朝
廷
の
任
命
派
遣
し
π
地
方
官
で
あ
っ
て
、
其
管
下
の
土
地
は
朝
廷
の
統
治
を
受
け
、
其
肢

盆
は
國
家
の
牧
人
に
締
す

べ
き
も
の
で
あ
っ
把
。
然
る
に
国
司
は
本
所
、
領
家
ε
共

に
、
.多
く
中
央

に
あ

っ
た
か

ら
、
地
方
で
は
留
守
所

の
在
職
官
人
が
其
事
務
を
執
り
、
.國
衙
の
所
麟
地

は
郡
司
、
保
司
、
郷
司
、
其
他
の
も
の

が
管
理

し

つ
、
め

つ
陀
。
鎌
倉
幕
府
の
成
立
し
て
か
ら
其
地
方
官

ε
し
て
諸
国
、匹
守
護
を
榿
く

こ
ε
に
な

つ
セ
が

こ
れ
は
部
内
に
於
け
る
兵
士
の
召
集
及
び
重
罪
犯
人
の
逮
捕
等
所
謂
大
犯
三
箇
條

の
職
椛
に
限
ら
れ
て
居

っ
て
、

其
他
の
行
政
椹
を
與

へ
ら
れ
て
居
ら
な
か

っ
た
か
ら
、
国
司
は
儼
然
た
る
地
方
行
政
官
だ
る
地
位
を
失
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
地
頭
は
叉
國
頓
及
び
本
所
領
の
荘

園
に
も
置
か
れ
た
が
、
こ
れ
は
圭
ε
し
て
租
税
の
徴
牧
催
促
等

の
事
務
に
當

る
も
の
で
あ

っ
て
、
亦
国
司
の
存
在

の
意
義
を
没
却
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
故
に
頼
朝
も
嘗
て

論

叢

鍛
倉
時
代
の
土
地
制
度

.

第
十
七
巻

(第
五
號

一、三
)
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一
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[四
)

六
一
二

「
國

司
着

目
二
公
家

一被

二補
任

一、
在
廃
者

國
司
,
鏡
也
」
こ

い

っ
て
居

る
。

(吾
妻
鏡
建

久
元
年

十
月
五

日
條

)
併

し

乍
ら

事
實

に
於

て
守
護
地

頭
は
其
武
威
を
假

っ
て
職
権

を
過

度

に
行
使

し
て
往

々
越
権

の
行

爲
が
あ

っ
た
。

加
之

頼
朝
は
自
ら
九
箇
國
を
管
領
し
て
親
族
部
下
を
そ
れ
ぐ

其
國
司
に
任
じ
π
外

に
、
特
に
宣
旨
を
賜
は
つ
て
、
諸

國
の
在
臨
、
荘
園
の
下
司
、
偲
押
領
使
を
も
其
指

揮
下

に
置
く
こ
ご
を
許
さ
れ
た
。
吾
妻
鏡
の
文
治
三
年
九
月
十

三
日
僚
に
、
此
事
に
聞
し
て
北
條
塒
政
の
次
の
如

き
奉
書
が
載

っ
て
居
る
。

惚
諸
国
在
廃
庄
園
下
司
惚

押
領
使
可
レ
爲
二
御
進
退
一之
由
被
レ
下
三白旦
旨

一華
、
者
縦
領
主
難
レ
爲
=権
門
¶於
二
庄
公

下
司
等
、

國
ノ
在
羅

一着
、

一
向
可
・爲
二御
進
退

一候
也
、

速
就
二
在
廃
官
人

】被
・
召
二
國
中
庄
公
下
司
押
領
使
之

住
人

「可
レ被
レ完
工
催
内
裏
守
護
以
下
關
東
御
役
↓
但
在
廉
者
公
家
奉
公
無
・
悼
云
々
、

こ
れ
に
標
る
`
.
縫
ひ
権
門
勢
家
の
部
下
π
り
ご
も
、
こ
れ
に
向

っ
て
内
裏
守
護

即
ち
京
都
大
番
其
他
の
義
務
を

負
擢
さ
せ
る
も
の
で
る

つ
て
、
彼
等
は
頼
朝
の
御
家
人

に
准
ぜ
ら
れ
π
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ε
よ
り
叛
齪
を
鎭

足
す
る
爲
め
に
頼
朝
直
轄
の
武
士
の
み
を
以
て
し
て
は
兵
力
の
不
備
を
感
じ
た
か
ら
、

一
時
戦
時
中

の
廃
置
た
る

に
止
ま
っ
て
居
た

こ
ご
は
、
李
和
克
復

の
後

に
復
替

さ
れ
て
、
京
都
大
番
以
下
の
關
東
役

(守
護
役
〕
を
国
司
領
家

の
下
司
荘
官
に
課
す
る
こ
ご
を
禁
じ
た
修
交
が
、
貞
永
式
目
に
存
す

る
の
を
以
て
知
ら

る
、
の
で
あ
る
。「
兼
叉
所

々
下
司
庄
官
以
下
假
二
其
名
於
御
家
人
↓
封
二桿
国
司
領
家
之
下
知
一
云
々
、
如
レ然
之
輩
可
・勤
一一守
護
役

一之
由
縦
錐
二

望
申
ゴ

切
不
レ可

レ加
レ
催
」
蓬
あ
る
が
そ
れ
で
あ
る
。
在
聴
官
八
荘
公
の
下
司
等

の
幕
府
の
管
下
に
移
さ
れ
て
居

た
間

に
は
、
武
家

の
背
景
を
負
う
て
、
其
領
主
π
る
本
所
や
領
家
に
敵
封
せ
ん
ど
し
た
も
の
は
必
ず
多

か
っ
π
で

あ
ら
う
。
朝
廷
に
於
て
も
、
幕
府
に
向

っ
て
、
御
家
人
の
國
領
を
煩
す
こ
ご
を
停
止
す

べ
き
御
沙
汰
は
あ
っ
た
が



'

(
例

へ
ば
吾
妻
鏡
建
久
五
年
三
月
十
大
日
の
僚
)結
果
は
疑
は
し
き
も
の
で
あ
る
。
貞
永
式
目
に
守
護
の
園
務
を
妨

げ
π
り
、
地
頭
の
本
所

に
納
む

べ
き
租
税
を
怠
納
す

る
も
の
に
向

っ
て
の
制
裁
を
規
定
し
て
居
る
。
承
久
の
戦
後

に
は
武
士

の
出
身
力
る
諸
國
の
守
護
地
頭
が
勝
に
誇

っ
て
暴
威
を
逞

し
う
し
、
預
所
、
郷
司
の
輩
を
敏
な
く
紅
公

よ
り
放
逐
し
把
り
、

一
定
の
租
税
を
納
付
せ
瀕
も
の
が
積
出
し
て
朝
命
に
も
悉
せ
な

い
か
ら
、
鎌
倉
の
執
権
北
條

義
時
が
両
山
ハ
波
羅
た
る
泰
時
時
房
の
両
人
の
代
官
各

一
人
を
朝
廷
の
使
者
に
随
行

さ
せ
て
監
視
を
さ
せ
る
に
至

っ

た
位
で
あ
る
。
(新
編
追
加
二
〇
九
)

併
し
乍
ら
幕
府

の
所
轄
に
係

る
土
地
が
国
司
の
部
内

に
出
来
た
り
、
守
護
や
地
頭
が
世
か
れ
た
が
爲
め
に
、
國

領
の
蒙

っ
た
影
響
は
も

こ
よ
り
少
し
ε
は
せ
な
か

っ
た
。
例

へ
ば
そ
れ
が
公
領
.で
あ
る
か
私
領

で
あ
る
か
の
訴
訟

紛
議

の
獲
生
し
易

つ
虎
こ
ε
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
弘
安
五
年
に
武
藏
國
足
立
郡
の
公
領
た
る
や
将
又
私
領
た

る
や
が
問
題
ε
な

っ
た
の
で
、
幕
府
は
其
調
査
資
料

ε
し
て
竿
氏
の
所
領

の
没
牧

さ
れ
π
も
の

、
目
録
即
ち
卒
家

跡
没
牧
御
領
泣
女
を
調
査

し
た
結
果
、
同
郡
の
事
が
北
海
交

に
載

せ
ら
れ
て
居

る
の
を
讃
見

し
て
、其

公
領
た
る
こ

ε
を
決
定
し
た
こ
だ
が
あ
る
。
(新
編
追
加
二
七
三
)文
園
司
部
内

の
警
察
罹
が
殆

ご
全
く
守
護
地
頭
の
掌
中

に
一締

し
て
仕
舞

っ
て
、
地
方
の
警
察
事
務
を
掌

る
べ
き
公
領

の
検
非
違
所
が
、
其
本
務

の
傍
ら
租
税
徴
牧
の
任
に
當
る

こ
ε

、
な

っ
た
が
如
き
も
其
結
果
ご
謂
は
ね
ば
な
ら

の
。

〔新
編
追
加

一
九
〇
)就
中
國
.頑
ご
最
も
密
接
の
關
係
の

あ

っ
た
も
の
は
地
頭
で
あ

っ
た
。
地

頭
の
國
領
に
置
か
れ
弛
、場
合
に
は
、
其
租
税
の
徴
牧

ε
部
内
の
警
察
椹

ざ
を

委
ね
ら
れ
て
居
た
か
ら
、本
家
是
等
の
重
要
な

る
事
務
を
掌

る
べ
く
任
命
さ
れ
て
居
泥
団
司
の
部
下
は
、
こ
れ
を
罷

冠
せ
函
迄
も
、
實
椹
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
仕
舞

っ
だ
。
猶
ほ
詳
し
く
は
便
宜
上
、
次
項
に
併
叙
す

る
。
(未
完
)

論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
十
七
巻

(第
五
號

一
五
)

六
=
二

,


