
平
安
京
・
京
都
の
都
市
法
と
公
共
領
域

(一)

高

谷

知

佳

は

じ

め

に

本
稿
は
︑
平
安
京
か
ら
室
町
期
京
都
ま
で
の
都
市
法
を
通
し
て
︑
中
世
都
市
の
公
共
領
域
の
支
配
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒

平
安
京
が
﹁
万
代
宮
﹂
と
な
っ
た
九
世
紀
以
降
︑
京
都
に
お
け
る
清
掃
︑
道
橋
の
維
持
・
管
理
︑
病
人
や
捨
子
の
保
護
︑
飢
疫
民
の
救
済

で
あ
る
賑
給
な
ど
に
つ
い
て
法
が
定
め
ら
れ
た

(
1
)

︒
こ
れ
ら
は
首
都
の
環
境
を
維
持
す
る
機
能
を
も
ち
︑
天
人
相
関
思
想
に
も
と
づ
く
徳
政
・

攘
災
の
政
策
で
も
あ
っ
た
︒
櫛
木
謙
周
氏
は
︑
都
市
は
﹁
多
様
性
と
開
放
性
を
前
提
と
し
た
場
﹂
で
あ
る
た
め
︑
必
然
的
に
共
通
の
利
害
に

基
づ
く
﹁
公
共
性
﹂
の
領
域
が
生
じ
る
と
論
じ
︑
そ
れ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
清
掃
や
賑
給
を
位
置
づ
け
た

(
2
)
︒

院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
︑
治
安
維
持
や
都
市
環
境
の
管
理
の
法
は
︑
中
世
の
徳
政
の
一
環
で
あ
る
公
家
新
制
に
盛
り
込
ま
れ
た
︒

保
立
道
久
氏
は
︑
都
市
王
権
で
あ
る
朝
廷
に
と
っ
て
︑
公
家
新
制
の
﹁
都
市
的
な
奢
侈
と
秩
序
侵
犯
の
禁
止
﹂
の
法
が
本
質
的
に
重
要
で
あ

っ
た
と
論
じ
た
︒
し
か
し
南
北
朝
期
以
降
に
つ
い
て
は
︑
地
方
都
市
へ
の
影
響
を
指
摘
す
る
一
方
で
︑
京
都
で
の
展
開
に
は
触
れ
ら
れ
て
い

な
い

(
3
)
︒
ま
た
公
家
新
制
全
体
に
つ
い
て
︑
羽
下
徳
彦
氏
が
︑
当
初
は
荘
園
整
理
令
な
ど
国
家
統
治
の
法
も
含
ま
れ
て
い
た
が
︑
鎌
倉
幕
府
が

伸
長
す
る
中
で
︑
次
第
に
過
差
禁
令
な
ど
朝
廷
の
内
部
秩
序
の
法
を
中
心
と
す
る
限
定
的
な
も
の
に
な
っ
た
と
論
じ
︑
そ
の
後
の
研
究
に
引
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き
継
が
れ
て
い
る

(
4
)

︒
賑
給
・
施
米
も
早
く
に
年
中
行
事
化
し
︑
救
恤
の
機
能
を
担
う
の
は
次
第
に
仏
教
的
な
施
行
に
代
わ
っ
て
い
っ
た

(
5
)

︒
こ

の
よ
う
に
平
安
期
の
都
市
法
の
多
く
は
︑
公
家
新
制
に
引
き
継
が
れ
た
も
の
の
︑
鎌
倉
期
に
な
る
と
公
家
新
制
自
体
が
実
質
的
な
効
力
を
失

っ
て
い
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
き
た
︒

鎌
倉
期
に
は
︑
朝
廷
官
司
が
京
都
の
商
業
・
流
通
に
対
し
て
賦
課
を
行
い
︑
権
門
寺
社
の
境
内
・
門
前
が
一
定
の
独
立
性
を
有
す
る
な
ど
︑

京
都
は
人
的
に
も
地
域
的
に
も
分
権
性
が
強
く
な
り
︑
室
町
期
に
は
︑
京
都
市
政
権
が
将
軍
権
力
の
重
要
な
基
盤
で
あ
っ
た
一
方
︑
個
々
の

本
所
の
人
的
・
領
域
的
支
配
を
否
定
し
て
支
配
を
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

(
6
)

︒

応
仁
の
乱
以
降
に
な
る
と
︑
京
都
の
商
業
・
流
通
か
ら
の
権
益
を
め
ぐ
る
紛
争
が
多
発
し
た
が
︑
幕
府
は
そ
の
都
度
の
利
害
調
整
は
行
っ

た
も
の
の
︑
一
律
の
規
制
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
か
っ
た
︒
都
市
の
公
共
機
能
で
あ
る
治
安
や
流
通
の
維
持
が
︑
分
権
性
と
矛
盾
を
起
こ
す
よ

う
に
な
っ
た
と
い
え
る
︒
以
前
の
筆
者
の
率
分
関
の
研
究
は
︑
都
市
の
治
安
維
持
と
分
権
的
な
流
通
支
配
と
の
矛
盾
の
一
端
を
明
ら
か
に
し

た
も
の
で
あ
る

(
7
)
︒

し
か
し
一
方
で
室
町
期
に
も
︑
都
市
の
公
共
領
域
へ
の
法
は
徳
政
と
い
う
形
で
発
せ
ら
れ
た
︒
将
軍
の
代
替
わ
り
徳
政
と
し
て
裁
判
興
行

や
寺
社
領
保
護
な
ど
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
つ
と
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が

(
9
)

︑
筆
者
は
前
稿
で
︑
同
じ
く
代
替
わ
り
時
期
に
︑
殺
生
禁
断
︑
裹

頭
禁
止
な
ど
衣
服
の
規
制
︑
洛
中
賦
課
が
問
題
化
す
る
中
で
の
行
商
規
制
な
ど
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た

(
8
)
︒
ま
た
近
年
の
松
井
直
人

氏
の
研
究
に
よ
り
︑
室
町
幕
府
侍
所
が
︑
人
的
・
領
域
的
な
帰
属
関
係
を
横
断
し
て
都
市
住
民
を
動
員
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

(
10
)

が
︑
そ
の
対
象
は
清
掃
で
あ
っ
た
︒

櫛
木
氏
の
提
起
し
た
︑
多
様
性
と
開
放
性
を
前
提
と
し
た
場
で
共
通
の
利
害
か
ら
生
ま
れ
る
﹁
公
共
性
﹂
は
︑
近
代
市
民
社
会
の
規
範
的

な
意
味
を
含
ま
な
い
た
め
︑
時
代
や
地
域
を
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
都
市
に
見
出
し
得
る
も
の
で
あ
り
︑
都
市
の
変
化
を
捉
え
︑
比
較
す
る
た
め

の
有
効
な
視
点
で
あ
る
︒
中
世
史
で
は
こ
の
視
点
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
︑
中
世
後
期
の
分
権
的
な
都
市
に
お
い
て
も
︑

治
安
や
環
境
の
維
持
な
ど
の
公
共
領
域
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
一
律
の
法
の
発
令
や
動
員
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
を
長
期
的
・
連
続
的
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に
と
ら
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

前
稿
で
は
︑
公
家
徳
政
・
新
制
に
含
ま
れ
た
都
市
法
が
︑
室
町
期
の
代
替
わ
り
徳
政
に
も
引
き
継
が
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
み
で
あ
っ

た
が
︑
本
稿
で
は
︑
平
安
期
か
ら
室
町
期
ま
で
の
都
市
法
を
題
材
と
し
て
︑
公
共
領
域
を
め
ぐ
る
法
の
形
式
と
内
容
︑
そ
の
変
化
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
︒

第
一
章
で
は
︑
九
世
紀
に
発
せ
ら
れ
公
家
新
制
へ
継
承
さ
れ
た
格
式
の
都
市
法
に
つ
い
て
確
認
し
︑
十
世
紀
以
降
の
徳
政
と
公
家
新
制
の

位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
を
踏
ま
え
︑
院
政
期
ま
で
の
都
市
法
に
つ
い
て
た
ど
る
︒
第
二
章
で
は
︑
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
の
公
家
新
制
の
都

市
法
に
つ
い
て
︑
継
承
と
変
化
を
検
討
す
る
︒
そ
の
の
ち
︑
南
北
朝
内
乱
で
京
都
を
争
奪
す
る
時
期
に
︑
北
朝
が
徳
政
を
図
っ
た
こ
と
に
注

目
し
︑
そ
こ
で
都
市
法
の
占
め
る
意
義
や
実
現
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
こ
れ
は
正
平
一
統
に
お
け
る
南
朝
の
洛
中
地
子
停
止
令
と
あ
わ
せ

て
︑
こ
の
時
期
の
政
権
に
と
っ
て
の
首
都
支
配
の
重
要
性
を
示
す
︒
第
三
章
で
は
︑
都
市
の
公
共
領
域
を
め
ぐ
る
新
た
な
問
題
と
し
て
浮
上

し
た
洛
中
の
諸
賦
課
と
︑
室
町
幕
府
の
京
都
支
配
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
︒

(
1
)

生
島
修
平
﹁
平
安
前
期
の
都
市
維
持
管
理
政
策
と
そ
の
歴
史
的
意
義
﹂
︵
﹃
都
市
史
研
究
﹄
一
︑
二
〇
一
四
︶

(
2
)

櫛
木
謙
周
﹃
日
本
古
代
の
首
都
と
公
共
性
﹄
序
章
︵
塙
書
房
︑
二
〇
一
四
︶

(
3
)

保
立
道
久
﹁
町
の
中
世
的
支
配
と
展
開
﹂
︵
高
橋
康
夫
・
吉
田
伸
之
編
﹃
日
本
都
市
史
入
門
﹄
二
︑
東
大
出
版
会
︑
一
九
九
〇
︶

(
4
)

羽
下
徳
彦
﹁
領
主
支
配
と
法
﹂
︵
﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史

中
世
一
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
五
︶

(
5
)

水
野
智
之
﹁
中
世
の
賑
給
・
施
行
・
布
施
・
勧
進
と
将
軍
・
幕
府
﹂
︵
井
原
今
朝
男
編
﹃
富
裕
と
貧
困
﹄
竹
林
舎
︑
二
〇
一
三
︶

(
6
)

佐
藤
進
一
﹁
室
町
幕
府
論
﹂
︵
﹃
日
本
中
世
史
論
集
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
︑
初
出
一
九
六
三
︶

(
7
)

拙
著
﹃
中
世
の
法
秩
序
と
都
市
社
会
﹄
第
四
章
︵
塙
書
房
︑
二
〇
一
六
︶

(
8
)

拙
稿
﹁
洛
中
侍
所
制
札
の
系
譜
﹂
﹃
法
学
論
叢
﹄
︵
一
八
二

-
一
・
二
・
三
︑
二
〇
一
七
︶

(
9
)

村
井
章
介
﹁
徳
政
と
し
て
の
応
安
半
済
令
﹂
﹃
中
世
の
国
家
と
在
地
社
会
﹄
︵
校
倉
書
房
︑
二
〇
〇
五
︑
初
出
一
九
八
九
︶
︑
榎
原
雅
治
﹁
室
町
殿
の
徳
政
に
つ
い
て
﹂

︵
﹃
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹄
一
三
〇
︑
二
〇
〇
六
︶

(
10
)

松
井
直
人
﹁
室
町
幕
府
侍
所
と
京
都
﹂
︵
﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
二
六
五
︑
二
〇
一
七
︶
︒
ま
た
身
分
横
断
的
な
都
市
民
の
呼
称
と
し
て
﹁
町
人
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
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つ
い
て
︑
三
枝
暁
子
﹁
中
世
の
身
分
と
社
会
集
団
﹂
︵
﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史

中
世
二
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
四
︶

第
一
章

平
安
期
の
都
市
法
と
徳
政

第
一
節

九
世
紀
と
い
う
画
期

平
安
京
に
お
い
て
は
︑
嵯
峨
天
皇
期
に
﹁
万
代
宮
﹂
の
意
識
が
生
ま
れ
︑
首
都
の
秩
序
が
国
家
の
秩
序
を
体
現
す
る
と
み
な
さ
れ
た
︒

﹃
日
本
後
紀
﹄
弘
仁
六
年
︵
八
一
五
︶
三
月
癸
酉
条
に
お
い
て
︑
国
家
意
思
に
よ
っ
て
都
城
の
清
浄
・
威
厳
を
保
ち
︑
破
壊
や
汚
穢
を
正
す

こ
と
が
掲
げ
ら
れ
︑
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
集
中
的
に
都
市
法
が
発
せ
ら
れ
た
︒
平
城
京
に
お
い
て
は
都
城
の
景
観
維
持
が
重
視
さ
れ
た
の

に
対
し
︑
平
安
京
に
お
い
て
は
都
市
機
能
の
維
持
・
管
理
が
重
視
さ
れ
︑
京
職
の
み
な
ら
ず
諸
司
諸
家
の
負
担
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る

(
11
)
︒

中
世
に
も
引
き
継
が
れ
る
の
は
︑
①
治
安
維
持
︑
②
獄
の
規
律
︑
③
道
路
環
境
の
清
掃
・
保
全
と
困
窮
者
保
護

④
殺
生
禁
断
・
鷹
は
じ

め
鳥
獣
の
飼
育
禁
止
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

①
治
安
維
持
に
つ
い
て
は
騒
擾
を
禁
止
す
る
法
が
主
で
あ
り
︑
平
安
京
以
前
か
ら
も
﹁
禁
断
京
中
街
路
祭
祀
事
﹂
︵
宝
亀
一
一
年
一
二
月
一

四
日
勅
︶
﹁
禁
断
両
京
畿
内
踏
歌
事
﹂
︵
天
平
神
護
二
年
正
月
一
四
日
官
符
︶
︑
平
安
京
遷
都
直
後
に
も
﹁
禁
断
会
集
之
時
男
女
混
雑
事
﹂
︵
延
暦
一

六
年
七
月
一
一
日
官
符
︶
﹁
禁
制
両
京
畿
内
夜
祭
歌
舞
事
﹂
︵
延
暦
一
七
年
一
〇
月
四
日
官
符
︶
な
ど
︑
繰
り
返
し
発
せ
ら
れ
て
い
る
︒
九
世
紀
に

は
﹁
禁
制
諸
司
諸
院
諸
家
人
々
焼
尾
荒
鎮
又
責
人
求
飲
及
臨
時
群
飲
事
﹂
︵
貞
観
八
年
正
月
二
十
三
日
官
符
︶
と
︑
中
世
に
も
み
ら
れ
る
﹁
群

飲
﹂
と
い
う
語
が
み
ら
れ
︑
都
市
民
へ
の
饗
応
強
制
を
禁
じ
て
い
る

(
12
)

︒
④
殺
生
禁
断
令
に
つ
い
て
は
︑
全
国
的
を
対
象
と
す
る
も
の
と
京
都

や
寺
社
周
辺
を
対
象
と
す
る
も
の
の
両
方
が
あ
り
︑
鷹
の
飼
育
禁
止
は
身
分
規
制
と
い
う
面
を
も
つ
な
ど
︑
す
べ
て
を
都
市
法
と
は
呼
べ
な

い
多
様
な
面
が
あ
る
が
︑
治
安
維
持
の
法
と
同
様
︑
狩
猟
に
伴
う
饗
応
の
強
制
を
禁
じ
る
も
の
も
あ
る

(
13
)
︒
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②
獄
の
規
律
に
つ
い
て
は
︑
少
し
遅
れ
て
十
世
紀
か
ら
︑
獄
囚
の
環
境
改
善
を
図
る
法
が
多
く
み
ら
れ
る
︒
﹃
政
事
要
略
﹄
糺
弾
雑
事
で

は
︑
寛
平
年
間
に
判
決
遅
滞
に
よ
る
獄
死
が
指
摘
さ
れ
︑
天
暦
元
年
︵
九
四
七
︶
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
︒
天
暦
四
年
︵
九
五
〇
︶
十
月
一

三
日
宣
旨
で
は
︑
囚
獄
司
の
も
と
で
獄
が
荒
廃
し
︑
延
長
四
年
︵
九
二
六
︶
五
月
二
七
日
宣
旨
に
よ
り
贖
銅
を
獄
囚
の
衣
服
料
に
宛
て
て
い

た
が
︑
現
在
の
獄
は
検
非
違
使
の
支
配
下
で
あ
る
た
め
︑
財
源
で
あ
る
贖
銅
も
移
管
す
る
よ
う
に
と
定
め
た

(
14
)
︒
獄
は
③
で
ふ
れ
る
賑
給
や
︑

朝
廷
や
貴
族
の
施
行
の
対
象
と
も
な
っ
て
お
り
︑
た
び
た
び
財
源
が
変
化
す
る
不
安
定
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒

③
道
路
環
境
の
維
持
に
つ
い
て
は
︑
弘
仁
十
年
︵
八
一
九
︶
に
清
掃
の
制
︑
貞
観
年
間
に
道
橋
の
管
理
と
道
路
お
よ
び
溝
の
管
理
に
つ
い

て
定
め
ら
れ
︑
諸
家
な
ど
都
市
民
に
も
負
担
さ
せ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る

(
15
)
︒
路
頭
の
困
窮
者
保
護
に
つ
い
て
は
︑
弘
仁
四
年
に
病
人
遺

棄
を
禁
じ

(
16
)

︑
貞
観
九
年
︵
八
六
七
︶
に
京
の
捨
子
に
つ
い
て
︑
検
非
違
使
に
取
り
締
ま
ら
せ
︑
﹁
当
条
領
並
町
長
﹂
を
処
罰
す
る
と
と
も
に
︑

捨
子
は
施
薬
院
に
送
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
寛
平
八
年
︵
八
九
六
︶
閏
正
月
一
七
日
に
は
﹁
左
右
看
督
近
衛
﹂
に
京
中
と
と
も
に
施
薬
院
と
東

西
悲
田
院
へ
の
巡
検
を
命
じ
︑
延
長
八
年
︵
九
三
〇
︶
二
月
一
三
日
に
は
施
薬
院
収
容
者
へ
の
物
資
支
給
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
法
は
︑
実
質
的
に
都
市
の
公
共
機
能
を
担
い
︑
都
市
民
を
収
奪
や
困
窮
か
ら
保
護
す
る
と
と
も
に
︑
理
念
的
に
も
天
人
相
関
説

に
も
と
づ
く
攘
災
の
た
め
の
徳
政
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
︒
櫛
木
謙
周
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
清
掃
の
規
定
は
︑
﹃
礼
記
﹄
や
唐
令
の

旱
害
時
祭
祀
規
定
の
文
言
を
踏
ま
え
て
お
り
︑
徳
政
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
︒
ま
た
九
世
紀
以
降
︑
災
害
を
も
た
ら
す
霖
雨
が
神
の
祟
り

と
み
な
さ
れ
︑
そ
の
原
因
で
あ
る
穢
の
除
去
で
あ
る
清
掃
と
︑
そ
の
結
果
で
あ
る
飢
疫
民
へ
の
賑
給
が
重
視
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
都
市
支
配
を

担
う
検
非
違
使
が
実
施
し
た
と
さ
れ
る

(
17
)
︒

賑
給
が
京
都
を
中
心
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
九
世
紀
で
あ
る
︒
八
世
紀
ま
で
は
国
家
の
慶
事
や
災
害
に
際
し
て
全
国
的
に
行

わ
れ
︑
高
齢
者
に
手
厚
い
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
︑
災
害
に
よ
る
実
際
的
な
飢
疫
民
の
救
恤
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
︑
霖
雨
に
よ
る
五
月
の
京
中
賑
給
が
年
中
行
事
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
災
害
が
頻
発
す
る
中
︑
京

中
の
賑
給
が
物
資
不
足
に
よ
り
滞
り
︑
臨
時
の
賑
給
や
︑
仏
教
に
基
づ
く
救
恤
で
あ
る
施
行
・
施
米
や
濫
僧
供
も
ま
た
重
要
な
役
割
を
担
っ
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た
(
18
)

︒以
上
の
よ
う
に
︑
九
世
紀
以
降
︑
の
ち
の
中
世
の
都
市
法
に
も
つ
な
が
る
①
治
安
維
持
︑
②
獄
の
規
律
︑
③
道
路
環
境
の
清
掃
・
保
全
と

困
窮
者
保
護

④
殺
生
禁
断
と
い
っ
た
内
容
で
︑
公
共
機
能
を
担
う
法
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
︑
ま
た
清
掃
や
賑
給
な
ど
一
部
の
法
は
︑
そ
れ

自
体
が
徳
政
・
攘
災
の
意
義
を
も
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
︒

続
く
十
世
紀
に
は
︑
多
様
な
内
容
を
含
む
新
制
が
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
中
世
に
は
新
制
発
布
自
体
が
徳
政
と
み
な
さ
れ
た
が
︑

平
安
期
の
新
制
が
同
様
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
︑
次
節
で
は
そ
の
中
で
都
市
法
を
ど
う
扱
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
︒

第
二
節

徳
政
と
新
制
を
め
ぐ
っ
て

古
代
か
ら
中
世
の
朝
廷
が
発
し
た
﹁
新
制
﹂
﹁
制
符
﹂
と
呼
ば
れ
る
成
文
法
に
つ
い
て
︑
三
浦
周
行
氏
が
研
究
の
先
鞭
を
つ
け
︑
新
制
は

﹁
旧
符
︑
先
符
﹂
の
対
称
と
し
て
の
呼
称
で
宣
旨
の
系
統
に
属
す
る
こ
と
︑
奢
侈
を
禁
ず
る
倹
約
令
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
鎌

倉
幕
府
へ
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た

(
19
)

︒

次
い
で
︑
一
九
六
〇
年
代
に
水
戸
部
正
男
氏
が
︑
平
安
期
か
ら
鎌
倉
期
・
南
北
朝
期
ま
で
の
多
く
の
新
制
の
条
文
を
復
元
し
︑
前
後
の
継

承
関
係
を
推
定
し
た
︒
天
暦
元
年
︵
九
四
七
︶
一
一
月
一
二
日
の
村
上
天
皇
の
雑
事
六
箇
条
を
最
初
の
も
の
と
し
て
︑
正
慶
元
︵
一
三
三
一
︶

の
光
厳
天
皇
の
新
制
に
至
る
ま
で
の
間
に
︑
約
六
十
回
の
新
制
を
見
出
し
た
︒
そ
の
中
に
は
︑
条
文
は
残
っ
て
い
な
い
が
後
の
新
制
に
先
例

と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
網
羅
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
成
果
に
よ
っ
て
新
制
研
究
の
基
礎
が
築
か
れ
た
と
い
え
る
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て

水
戸
部
氏
は
︑
新
制
の
特
徴
と
し
て
︑
形
式
面
で
は
院
・
天
皇
の
制
定
意
志
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
︑
複
数
の
条
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
︑
内
容
面
で
は
禁
制
が
多
い
こ
と
︑
下
級
官
人
を
主
た
る
対
象
と
す
る
こ
と
を
挙
げ
た

(
20
)

︒

こ
れ
ら
の
新
制
に
は
荘
園
整
理
令
か
ら
過
差
禁
令
に
至
る
ま
で
︑
異
な
る
射
程
を
も
つ
多
様
な
内
容
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
そ
の
た
め
定
義

が
難
し
か
っ
た
︒
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
研
究
で
は
︑
主
に
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
を
中
心
と
し
て
︑
新
制
の
内
容
と
そ
の
実
効
性
を
中
心
と
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し
て
議
論
が
な
さ
れ
た
︒

羽
下
徳
彦
氏
は
︑
保
元
か
ら
弘
長
ま
で
の
中
世
前
期
の
新
制
に
は
︑
荘
園
整
理
令
な
ど
全
国
的
支
配
者
と
し
て
の
統
治
の
法
と
︑
過
差
禁

令
な
ど
朝
廷
内
部
の
規
律
と
の
二
面
が
あ
る
と
指
摘
し
︑
院
政
期
か
ら
鎌
倉
初
期
の
保
元
・
治
承
・
建
久
の
新
制
で
は
︑
前
者
と
後
者
を
別

個
に
発
し
て
い
た
が
︑
幕
府
勢
力
の
伸
長
と
と
も
に
次
第
に
国
家
統
治
の
法
が
実
態
を
伴
わ
な
く
な
り
︑
朝
廷
の
規
律
を
定
め
た
新
制
の
み

が
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
論
じ
た

(
21
)
︒
棚
橋
光
男
氏
は
︑
保
元
か
ら
建
久
ま
で
の
新
制
を
分
析
し
︑
﹁
﹁
院
＝
天
皇
﹂
権
力
の
至
上
高
権
﹂

と
し
て
の
自
己
規
定
︑
職
の
体
系
と
身
分
の
体
系
の
整
序
︑
朝
廷
が
直
接
支
配
を
行
う
京
都
の
都
市
法
︑
軍
事
統
率
権
の
﹁
院
＝
天
皇
﹂
権

力
に
よ
る
観
念
的
掌
握
と
そ
の
武
家
権
門
へ
の
委
任
と
い
う
性
格
を
持
っ
た
と
論
じ
︑
都
市
法
を
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
た

(
22
)
︒

新
制
研
究
の
中
で
︑
都
市
法
に
最
も
注
目
し
︑
重
視
し
た
の
は
保
立
道
久
氏
で
あ
る
︒
保
立
説
の
特
徴
は
︑
平
安
期
ま
で
遡
っ
て
︑
新
制

を
代
替
わ
り
徳
政
の
一
環
と
み
な
し
た
点
で
あ
り
︑
内
容
を
詳
し
く
確
認
し
て
お
き
た
い

(
23
)

︒

保
立
氏
の
新
制
論
の
背
景
と
し
て
︑
一
九
八
〇
年
代
の
徳
政
論
の
進
展
が
あ
る
︒
笠
松
宏
至
氏
は
︑
徳
政
の
本
質
を
︑
社
会
を
本
来
あ
る

べ
き
状
態
に
戻
す
復
古
で
あ
る
と
論
じ
︑
勝
俣
鎮
夫
氏
は
︑
復
古
へ
の
動
き
を
引
き
起
こ
す
契
機
の
一
つ
が
為
政
者
の
代
替
わ
り
で
あ
る
と

指
摘
し
た

(
24
)

︒
こ
れ
ら
の
研
究
を
受
け
て
︑
網
野
善
彦
氏
は
︑
鎌
倉
期
の
天
変
地
異
や
代
替
わ
り
の
際
に
公
家
新
制
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
た

(
25
)

︒
五
味
文
彦
氏
は
︑
土
地
所
有
秩
序
を
﹁
あ
る
べ
き
状
態
に
戻
す
﹂
も
の
で
あ
る
荘
園
整
理
令
が
︑
院
政
期
か
ら
天
皇
の
代
替

わ
り
の
時
期
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
︑
こ
れ
ら
も
徳
政
・
新
制
と
し
て
位
置
づ
け
た

(
26
)
︒
稲
葉
伸
道
氏
は
少
し
抑
制
的
に
︑
久
安
元

年
︵
一
一
四
五
︶
彗
星
出
現
に
よ
る
新
制
を
最
初
と
し
て
︑
一
二
世
紀
以
降
︑
天
変
地
異
・
辛
酉
・
三
合
な
ど
に
対
処
す
る
徳
政
と
し
て
新

制
が
発
せ
ら
れ
た
と
論
じ
︑
代
始
が
契
機
と
な
る
の
は
保
元
の
み
と
指
摘
し
た

(
27
)
︒

こ
れ
ら
の
議
論
の
中
で
︑
保
立
氏
は
最
も
新
制
を
広
く
と
ら
え
︑
平
安
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
︑
天
皇
の
代
替
わ
り
ま
た
は
成
人
し
た
と

き
に
発
せ
ら
れ
た
法
で
︑
復
古
的
な
も
の
・
国
家
統
治
に
関
す
る
も
の
全
般
を
﹁
新
制
﹂
と
呼
ん
だ
︒
こ
う
し
た
見
方
は
﹃
平
安
王
朝
﹄

︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
六
︶
に
お
い
て
︑
﹁
平
安
時
代
の
天
皇
は
︑
一
般
に
即
位
の
後
に
﹁
新
制
﹂
と
い
わ
れ
る
国
家
維
新
の
法
を
発
布
し
︑
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﹁
血
﹂
の
更
新
と
あ
ら
た
な
治
世
の
開
始
を
宣
言
す
る
が
︑
﹁
主
語
﹂
と
し
て
の
王
の
典
型
的
な
姿
は
︑
こ
の
新
制
の
な
か
に
表
現
さ
れ
る
﹂

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
広
く
と
ら
え
た
﹁
新
制
﹂
と
し
て
︑
花
山
天
皇
に
よ
る
寛
和
年
間
︵
九
八
五
～
九
八
七
︶
の
洛
中
水
田
耕
作
禁
止
令
や
︑
後
三

条
天
皇
に
よ
る
延
久
年
間
︵
一
〇
六
九
～
七
四
︶
の
内
裏
造
営
が
挙
げ
ら
れ
︑
後
三
条
天
皇
が
峻
厳
な
治
安
維
持
を
行
っ
た
と
す
る
﹃
古
事

談
﹄
な
ど
の
説
話
も
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
こ
れ
ら
は
︑
﹃
玉
葉
﹄
に
﹁
寛
和
延
久
之
聖
代
﹂
︵
治
承
三
年
︵
一
一
七
九
︶
七
月
二
五
日
条
︶
と
の

文
言
が
あ
る
よ
う
に
︑
後
世
に
お
い
て
模
範
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る

(
28
)

︒
そ
し
て
﹁
王
城
合
戦
﹂
で
あ
っ
た
保
元
の
乱
後
に

発
せ
ら
れ
た
保
元
新
制
に
つ
い
て
︑
王
土
の
中
心
で
あ
る
京
都
の
復
興
の
宣
言
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
平
安
期
の
都
市
法
の
集
大
成
と
評
価
し

た
(
29
)
︒
た
だ
し
﹁
要
す
る
に
新
制
は
︑
京
都
の
変
貌
に
対
す
る
反
動
的
な
施
策
で
あ
っ
た
の
だ
が
︑
そ
れ
が
実
際
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
︵
中

略
︶
変
化
し
た
現
実
を
追
認
し
再
編
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
﹂
と
述
べ
︑
在
家
と
住
人
の
把
握
と
︑
神
人
・
供
御
人
を
含
む
と
思
わ
れ
る
富

裕
層
へ
の
賦
課
な
ど
を
重
視
す
る
︒

保
立
氏
の
議
論
は
﹁
平
安
時
代
以
来
発
布
さ
れ
た
新
制
の
基
本
が
︑
濃
厚
に
復
古
的
・
身
分
的
な
色
彩
を
も
つ
奢
侈
法
令
や
治
安
法
令
に

あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
規
制
対
象
の
多
く
が
都
市
的
な
奢
侈
と
秩
序
侵
犯
で
あ
り
︑
そ
れ
故
に
︑
新
制
は
本
質
的
に

都
市
法
令
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
い
た
﹂
と
述
べ
る
よ
う
に
︑
朝
廷
の
限
ら
れ
た
支
配
領
域
の
規
律
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た
京
都
の
過
差
禁
令
や
秩
序
維
持
の
法
を
き
わ
め
て
重
視
し
︑
平
安
京
か
ら
中
世
京
都
へ
の
連
続
性
に
焦
点
を
あ
て
る
も
の
で
あ
り
︑
都

市
史
の
重
要
な
成
果
で
あ
る
︒
し
か
し
一
方
で
︑
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
都
市
法
は
︑
前
述
の
よ
う
に
史
料
上
も
研
究
上
も
﹁
新
制
﹂
と
呼
ば

れ
て
い
な
い
も
の
が
多
く
︑
ま
た
徳
政
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
も
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
︒

徳
政
と
新
制
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
︑
早
川
庄
八
氏
が
︑
平
安
期
に
お
け
る
﹁
新
制
﹂
は
﹁
新
し
い
禁
制
﹂
と
い
う
意
味
に
す
ぎ
な
い
と

批
判
し
た

(
30
)
︒
中
世
に
お
い
て
も
︑
す
べ
て
の
﹁
新
制
﹂
を
徳
政
と
み
な
す
こ
と
に
対
し
て
は
批
判
が
あ
り
︑
谷
口
昭
氏
は
︑
徳
政
は
内
容
で

新
制
は
形
式
で
あ
り
︑
荘
園
整
理
令
と
倹
約
令
は
実
効
性
が
異
な
る
の
で
同
一
視
す
べ
き
で
な
い
と
論
じ
︑
野
田
武
志
氏
は
︑
平
安
期
の
み
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な
ら
ず
一
二
世
紀
に
成
立
し
た
﹃
朝
野
群
載
﹄
で
も
︑
新
制
を
﹁
新
し
い
禁
制
﹂
と
す
る
用
法
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

(
31
)

︒

こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
て
佐
々
木
文
昭
氏
は
︑
徳
政
と
し
て
の
新
制
は
十
一
世
紀
以
降
に
現
れ
る
と
論
じ
た
︒
三
浦
氏
・
水
戸
部
氏
に

続
い
て
平
安
期
か
ら
南
北
朝
期
ま
で
の
新
制
を
網
羅
的
に
検
討
し
た
佐
々
木
氏
は
︑
十
世
紀
ま
で
の
新
制
は
特
定
の
祭
礼
で
の
奢
侈
禁
止
を

定
め
た
時
限
立
法
が
多
い
が
︑
十
一
世
紀
以
降
に
な
る
と
︑
徳
政
＝
攘
災
の
た
め
の
よ
り
現
実
的
な
対
処
と
し
て
︑
廷
臣
議
定
を
経
た
施
政

方
針
が
新
制
と
し
て
発
せ
ら
れ
︑
先
例
と
し
て
後
代
に
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
と
し
︑
長
保
元
年
新
制
︵
九
九
九
︶
が
徳
政
と
し
て
の
新
制
の

最
初
の
も
の
で
あ
る
と
し
た

(
32
)

︒

そ
の
後
︑
平
安
期
に
お
け
る
徳
政
・
新
制
に
関
す
る
議
論
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
近
年
刊
行
さ
れ
た
﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史
﹄

に
お
い
て
︑
春
名
宏
昭
氏
は
新
制
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
﹁
村
上
朝
に
行
わ
れ
た
後
世
に
繋
が
る
政
策
の
う
ち
も
っ
と
も

注
目
す
べ
き
は
新
制
で
あ
り
︑
新
制
は
鎌
倉
時
代
以
後
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
新
制
﹂
の
出
発
点
と
さ
れ
て
い
る
天
暦
元
︵
九
四

七
︶
の
太
政
官
符
は
︑
六
条
か
ら
成
る
も
の
と
し
て
復
原
さ
れ
て
お
り
︑
中
下
級
官
人
に
対
す
る
過
差
禁
制
・
奢
侈
禁
制
の
法
と
理
解
さ
れ

て
い
る
︒
内
容
的
に
は
特
筆
す
べ
き
特
徴
は
な
く
﹁
新
制
﹂
は
普
通
名
詞
だ
と
い
う
意
見
も
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
太
政
官
符
は
翌
年
の
太
政

官
符
で
早
く
も
﹁
新
制
﹂
と
表
現
さ
れ
て
お
り
︑
村
上
朝
の
時
点
で
す
で
に
﹁
新
制
﹂
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
︒
つ
ま
り
︑

こ
れ
は
法
令
を
発
布
す
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る

(
33
)

﹂
︒
つ
ま
り
︑
新
制
が
徳
政
で
あ
る
か
は
措
き
つ
つ
も
︑
﹁
天
皇
が
自
ら
の

主
体
的
な
発
意
に
よ
り
国
家
・
社
会
を
秩
序
づ
け
る
法
令
を
施
行
す
る
﹂
と
い
う
意
義
は
認
め
ら
れ
て
い
る
︒

新
制
を
め
ぐ
っ
て
︑
古
代
史
と
中
世
史
の
議
論
が
錯
雑
し
が
ち
な
の
は
︑
中
世
史
で
は
︑
朝
廷
が
新
制
を
発
す
る
こ
と
自
体
も
︑
新
制
に

含
ま
れ
る
個
々
の
法
や
代
替
わ
り
時
期
の
法
も
︑
広
く
徳
政
と
と
ら
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
新
制
に
は
﹁
新
し
い
禁
制
﹂
に
す
ぎ
な
い

も
の
も
あ
る
と
い
う
古
代
史
か
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
︑
新
制
と
呼
ば
れ
た
法
に
対
し
て
政
権
が
ど
の
よ
う
な
期
待
を
寄
せ
た
か
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
は
︑
そ
の
都
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒

し
か
し
本
稿
の
関
心
か
ら
は
︑
都
市
法
に
つ
い
て
は
﹁
新
し
い
禁
制
﹂
や
単
項
法
令
を
も
含
め
て
︑
法
の
実
態
を
み
て
ゆ
く
こ
と
が
有
益
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で
あ
る
︒
古
代
中
世
を
通
し
て
︑
清
掃
や
賑
給
︑
過
差
禁
令
な
ど
都
市
法
の
多
く
は
︑
理
念
的
に
も
そ
れ
自
体
が
徳
政
・
攘
災
の
意
義
を
認

め
ら
れ
て
お
り
︑
発
布
の
契
機
に
よ
っ
て
峻
別
す
る
よ
り
も
︑
そ
の
公
共
的
機
能
の
実
態
に
つ
い
て
︑
で
き
る
だ
け
多
く
の
材
料
か
ら
検
討

し
た
い
︒

第
三
節

過
差
禁
令
の
周
知

天
皇
の
施
政
方
針
と
し
て
発
布
さ
れ
た
新
制
の
最
初
と
さ
れ
る
の
が
︑
村
上
天
皇
期
の
天
暦
元
年
︵
九
四
七
︶
十
一
月
十
三
日
付
太
政
官

符
で
あ
り
︑
年
中
行
事
に
お
け
る
過
差
禁
令
の
六
か
条
で
あ
っ
た
︒
円
融
天
皇
の
天
延
三
年
︵
九
七
五
︶
・
天
元
五
年
︵
九
八
二
︶
に
も
賀
茂

祭
な
ど
祭
礼
で
の
過
差
禁
令
を
定
め
た
新
制
が
あ
り
︑
一
条
天
皇
の
永
延
元
年
︵
九
八
七
︶
か
ら
翌
年
に
か
け
て
︑
ま
た
正
暦
元
年
︵
九
九

〇
︶
に
も
︑
祭
礼
で
の
過
差
禁
令
や
地
方
政
治
の
刷
新
を
内
容
と
す
る
新
制
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
34
)
︒

前
述
の
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
を
中
世
の
新
制
と
同
様
に
み
な
す
こ
と
に
は
批
判
も
あ
る
が
︑
こ
の
問
題
に
関
連
し
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
︑

﹃
日
本
紀
略
﹄
に
お
い
て
︑
冷
泉
天
皇
の
代
始
め
の
時
期
で
あ
る
康
保
四
年
︵
九
六
七
︶
七
月
九
日
条
の
﹁
始
頒
延
喜
式
﹂
と
い
う
記
述
で

あ
る
︒
醍
醐
天
皇
の
時
期
に
も
同
じ
先
例
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
︑
ご
く
短
い
記
述
で
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
︑
天
皇
の
代
替
わ
り
に

際
し
て
︑
新
制
で
は
な
く
従
来
の
も
の
で
あ
っ
て
も
︑
何
ら
か
の
法
典
を
示
す
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑
こ
れ
ら
は
過
差
禁
令
が
中
心
で
あ
る
が
︑
同
時
代
の
過
差
禁
令
の
実
施
の
あ
り
方
に
つ
い
て
︑
﹃
小
右
記
﹄
に
治
安
三
︵
一
〇
二

三
︶
五
月
十
三
日
条
に
︑
次
の
よ
う
な
き
わ
め
て
具
体
的
な
記
述
が
あ
る

(
35
)
︒

﹁
此
の
両
三
日
︑
或
い
は
検
非
違
使
︑
或
い
は
刀
禰
︑
市
女
笠
并
び
に
襪
を
切
る
と
云
々
︒
未
だ
其
の
意
を
得
ず
︒
若
し
新
制
有
ら
ば
︑

先
づ
日
限
を
立
て
︑
遐
邇
に
知
ら
し
め
︑
却
け
ら
る
べ
き
か
︒
而
る
に
俄
か
に
切
り
破
る
事
︑
何
如
︒
就
中
︑
女
等
︑
市
女
笠
を
以
て
形
を

隠
し
︑
功
徳
所
に
参
る
︒
是
れ
善
根
な
り
︒
今
に
至
り
て
は
︑
頼
り
無
き
女
等
︑
善
根
を
植
ゑ
難
き
か
︒
女
人
︑
笠
を
着
す
る
は
︑
公
損
無

か
る
べ
き
か
︒
法
制
の
事
︑
万
を
以
て
数
ふ
べ
し
︒
而
る
に
忽
ち
笠
の
制
有
り
︒
未
だ
其
の
是
を
知
ら
ず
︒
往
古
︑
制
無
し
︒
奇
と
為
す
に
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足
る
の
み
﹂

検
非
違
使
や
刀
禰
が
︑
市
女
笠
や
襪
を
切
る
と
い
う
事
件
を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
記
事
で
あ
る
︒
同
様
の
事
件
は
約
一
〇
年
前
の
長
和

三
年
︵
一
〇
一
四
︶
四
月
二
一
日
条
に
お
い
て
も
︑
検
非
違
使
の
使
役
す
る
看
督
長
・
放
免
・
別
当
下
人
ら
が
市
女
笠
を
切
る
事
件
を
起
こ

し
て
お
り
︑
﹁
使
庁
の
狼
藉
︑
今
の
時
に
如
か
ず
﹂
と
強
く
非
難
さ
れ
て
い
る
︒

南
北
朝
・
室
町
期
に
も
﹁
裹
頭
﹂
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
市
女
笠
も
顔
を
隠
す
こ
と
が
検
非
違
使
ら
に
問
題
視
さ
れ
た
と
推
測

で
き
る
︒
し
か
し
長
和
三
年
の
記
述
に
よ
れ
ば
︑
﹁
市
女
笠
︑
禁
制
の
物
に
非
ず
︒
仮
令
︑
禁
物
と
雖
も
︑
看
督
長
・
放
免
・
別
当
の
下
人
︑

破
却
す
る
は
︑
太
だ
奇
恠
な
り
﹂
︑
つ
ま
り
市
女
笠
は
禁
制
の
対
象
で
は
な
く
︑
ま
た
禁
制
の
対
象
で
あ
ろ
う
と
も
彼
ら
が
勝
手
に
そ
れ
を

切
る
こ
と
は
容
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
治
安
三
︵
一
〇
二
三
︶
五
月
一
三
日
条
で
は
市
女
笠
と
襪
が
切
ら
れ
て
お
り
︑
襪
は
そ
の

後
の
新
制
の
過
差
禁
令
で
何
度
も
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
市
女
笠
は
女
性
が
﹁
功
徳
所
﹂
に
参
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
︑
公
損
は
な

い
と
さ
れ
て
い
る
︒

注
目
す
べ
き
は
︑
﹁
若
し
新
制
有
ら
ば
︑
先
づ
日
限
を
立
て
︑
遐
邇
に
知
ら
し
め
︑
却
け
ら
る
べ
き
か
﹂
の
一
文
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
新
制
﹂

は
施
政
方
針
で
は
な
く
﹁
新
し
い
禁
制
﹂
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
内
容
が
過
差
禁
令
で
あ
る
た
め
︑
施
政
方
針
と
し
て
出
さ
れ
た

過
差
禁
令
も
実
施
は
お
そ
ら
く
同
様
の
手
続
で
あ
ろ
う
︒
過
差
禁
令
を
定
め
る
場
合
に
は
︑
ま
ず
日
を
限
っ
て
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
て
い
る
︒
中
世
に
お
い
て
は
周
知
︑
限
ら
れ
た
層
に
の
み
届
く
﹁
壁
書
﹂
と
︑
広
く
一
般
に
周
知
す
る
﹁
高
札
﹂
が
あ
る
こ
と
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
が

(
36
)
︑
平
安
期
の
過
差
禁
令
は
︑
一
般
へ
の
周
知
を
取
り
締
ま
り
の
前
提
と
し
て
い
た
と
い
え
る
︒

第
四
節

都
市
の
流
動
性

統
治
方
針
と
し
て
の
新
制
に
お
け
る
過
差
禁
令
に
つ
い
て
は
︑
保
立
道
久
氏
が
﹁
そ
の
規
制
対
象
の
多
く
が
都
市
的
な
奢
侈
と
秩
序
侵

犯
﹂
と
述
べ
た
よ
う
に
︑
倹
約
令
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
都
市
祭
礼
に
お
け
る
衒
示
的
な
過
差
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
り
︑
都
市
法
と
し
て
の
性
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格
が
み
ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
よ
り
直
接
的
に
都
市
法
が
登
場
す
る
の
は
︑
長
保
元
︵
九
九
九
︶
七
月
二
七
日
新
制
で
あ
る
︒
第
五
条
﹁
応
重
禁
制
僧
侶
無
故

住
京
及
号
車
宿
京
舎
宅
事
﹂
で
は
︑
僧
侶
が
住
居
を
車
宿
と
称
し
て
京
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
禁
じ
る
法
が
定
め
ら
れ
た
︒
こ
れ
は
把
握
の
難

し
い
流
動
的
な
居
住
形
態
の
住
民
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
︑
鎌
倉
期
以
降
の
公
家
新
制
に
お
け
る
在
家
や
寄
宿
へ
の
規
制
に
も
繋
が
っ
て
ゆ

く
も
の
と
い
え
る
︒

こ
の
年
末
に
︑
京
職
下
部
が
僧
の
在
所
に
事
寄
せ
て
人
家
に
入
り
米
を
奪
う
と
い
う
事
件
が
起
き
て
お
り
︑
こ
の
法
と
も
関
連
す
る
紛
争

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
翌
年
四
月
に
も
僧
侶
の
車
宿
の
取
締
り
が
あ
り
︑
新
制
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
︑
翌
月
に

は
取
締
り
の
手
順
が
定
め
ら
れ
た
︒
さ
ら
に
長
保
二
年
六
月
五
日
の
新
制
の
第
一
条
﹁
僧
俗
車
宿
事
﹂
で
重
ね
て
徹
底
が
図
ら
れ
て
い
る

(
37
)
︒

佐
々
木
文
昭
氏
は
第
二
節
で
触
れ
た
徳
政
と
新
制
の
見
直
し
の
中
で
︑
長
保
元
年
新
制
を
︑
飢
饉
お
よ
び
内
裏
焼
亡
を
契
機
と
し
て
意
見
封

事
を
経
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
第
一
条
か
ら
第
四
条
の
神
事
・
仏
事
違
例
の
法
が
後
代
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
︑
翌
長
保
二
年

六
月
五
日
新
制
で
再
び
徹
底
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
中
世
的
新
制
の
画
期
と
し
て
高
く
評
価
し
た
が

(
38
)

︑
そ
の
画
期
と
な
る
法
が
ま
さ

に
都
市
の
流
動
性
に
つ
い
て
の
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
︑
本
稿
で
は
重
視
し
て
お
き
た
い
︒

第
五
節

大
規
模
造
営
と
都
市
法

そ
の
後
︑
保
元
ま
で
の
新
制
は
︑
荘
園
整
理
令
か
賀
茂
祭
な
ど
祭
礼
に
お
け
る
過
差
禁
令
が
主
で
あ
り
︑
都
市
に
つ
い
て
の
法
は
み
ら
れ

な
か
っ
た
︒
た
だ
し
︑
白
河
・
鳥
羽
院
政
の
時
期
に
は
御
願
寺
の
大
規
模
造
営
な
ど
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
都
市
の
公
共
領
域
に
関
す

る
単
項
法
令
や
政
策
に
も
影
響
し
た
︒

応
徳
三
年
︵
一
〇
八
六
︶
に
は
検
非
違
使
が
京
中
作
田
を
刈
っ
て
都
市
環
境
の
荒
廃
を
戒
め

(
39
)
︑
﹃
中
右
記
﹄
永
久
二
年
︵
一
一
一
四
︶
五
月

十
四
日
条
で
は
﹁
近
日
京
中
著
摺
衣
者
︑
並
博
戯
輩
満
道
路
︑
慥
可
禁
制
﹂
と
︑
検
非
違
使
の
奏
上
に
よ
っ
て
過
差
と
博
奕
を
禁
じ
て
い
る

(
40
)
︒
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白
河
院
政
期
に
は
全
国
的
な
殺
生
禁
断
が
盛
ん
に
行
わ
れ
︑
京
都
に
対
し
て
も
籠
鳥
を
放
た
せ
る
・
小
鳥
鷹
鷂
を
養
う
こ
と
を
禁
じ
る
な

ど
の
法
を
発
し
て
い
る

(
41
)

︒
ま
た
地
方
か
ら
漁
網
を
進
上
さ
せ
て
院
御
所
前
で
焼
く
と
い
う
一
件
も
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
は
都
市
へ
の
デ
モ
ン
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
る
だ
ろ
う

(
42
)
︒

ま
た
︑
院
に
よ
っ
て
御
願
寺
な
ど
が
多
く
建
立
さ
れ
る
中

(
43
)
︑
洛
中
に
お
い
て
も
禁
を
破
っ
て
多
く
の
堂
舎
が
造
立
さ
れ
︑
群
衆
が
集
ま
っ

て
治
安
が
乱
さ
れ
る
た
め
︑
検
非
違
使
が
こ
れ
ら
を
破
却
し
て
い
る
︒
﹃
百
錬
抄
﹄
で
は
︑
そ
の
賑
わ
い
を
以
下
の
よ
う
に
活
写
し
て
い
る
︒

﹁
自
朔
日
東
西
二
京
諸
条
︑
毎
辻
造
立
宝
倉
︑
鳥
居
打
額
︑
其
銘
福
徳
神
︑
或
長
福
神
︑
或
白
朱
社
云
々
︑
洛
中
上
下
群
集
︑
盃
酌
無
弄
︑

可
破
却
之
由
︑
被
仰
検
非
違
使
︑
為
淫
祀
有
格
制
之
故
也

(
44
)
﹂
︒
こ
う
し
た
騒
擾
と
結
び
つ
く
祭
礼
は
︑
時
代
を
通
し
て
首
都
の
問
題
で
あ
っ

た
︒ま

た
︑
造
営
さ
れ
た
御
願
寺
に
お
い
て
盛
ん
に
仏
事
が
行
わ
れ
︑
賑
給
及
び
そ
の
他
の
救
恤
︑
ま
た
恩
赦
が
多
く
行
わ
れ
た
︒
院
政
期
に

は
︑
年
中
行
事
と
し
て
賑
給
定
・
施
米
定
が
行
わ
れ
︑
ま
た
改
元
に
お
い
て
も
賑
給
の
実
施
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
都
度
の
人
数
や

費
用
な
ど
の
具
体
的
な
記
録
は
乏
し
く
︑
実
態
は
不
明
に
な
っ
て
い
た
︒
こ
れ
は
恩
赦
が
︑
そ
の
都
度
の
人
数
や
罪
状
な
ど
詳
細
な
情
報
ま

で
明
ら
か
な
の
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑
御
願
寺
に
お
け
る
救
恤
は
き
わ
め
て
大
規
模
で
多
様
な
形
態
が
あ
り
︑
そ
の
費
用

な
ど
も
判
明
し
て
い
る
︒
元
永
元
年
︵
一
一
一
八
︶
八
月
︑
飢
饉
に
対
し
法
勝
寺
に
お
い
て
千
僧
読
経
が
行
わ
れ
︑
白
河
院
の
院
庁
が
東
西

諸
寺
僧
に
粥
を
施
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
先
例
に
な
い
こ
と
と
記
さ
れ
て
い
る

(
45
)
︒

長
承
四
年
︵
一
一
三
五
︶
の
三
月
と
四
月
も
︑
飢
饉
に
対
し

大
規
模
な
救
恤
が
あ
っ
た
︒
三
月
に
は
﹃
百
錬
抄
﹄
で
は
﹁
上
皇
於
法
勝
寺
︑
以
米
千
石
賑
飢
饉
貧
賤
之
者
﹂
︑
﹃
中
右
記
﹄
で
は
﹁
院
臨
時

賑
給
京
中
︑
於
河
原
給
之
︑
千
万
人
集
会
云
々
﹂
と
︑
法
勝
寺
と
河
原
と
で
大
規
模
な
賑
給
を
行
っ
て
お
り
︑
四
月
に
は
さ
ら
に
播
磨
か
ら

三
千
石
の
別
進
米
で
賑
給
を
行
っ
て
い
る

(
46
)
︒

ま
た
恩
赦
に
つ
い
て
も
︑
も
と
は
賑
給
と
同
様
に
全
国
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
改
元
・
政
権
中
枢
の
人
物
の
病
気
平
癒
や
出

産
な
ど
に
加
え
︑
御
願
寺
の
仏
事
に
よ
り
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
京
都
の
治
安
維
持
や
獄
制
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
に
な
っ
て
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い
た
︒
恩
赦
は
そ
れ
自
体
が
徳
政
・
善
政
で
あ
り
︑
ま
た
新
制
で
も
獄
と
軽
犯
囚
の
釈
放
に
つ
い
て
の
法
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
都
市
の
公
共

領
域
に
関
す
る
法
と
し
て
検
討
す
る
意
義
が
あ
る
︒
筆
者
は
前
稿
で
︑
鎌
倉
期
か
ら
室
町
期
の
恩
赦
に
つ
い
て
検
討
し
︑
両
統
迭
立
期
に
は

恩
赦
が
頻
繁
に
実
施
さ
れ
る
一
方
で
人
数
に
つ
い
て
は
抑
制
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
︑
こ
の
時
期
に
も
︑
年
間
に
二
度
以
上
の
非

常
赦
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
先
例
を
確
認
す
る
事
例
や
︑
ま
た
釈
放
す
べ
き
囚
人
が
い
な
い
と
い
う
事
例
な
ど
︑
恩
赦
の
頻
発
に
よ
る

問
題
が
生
じ
て
い
る

(
47
)
︒

恩
赦
と
都
市
支
配
と
の
関
連
で
き
わ
め
て
興
味
深
い
の
は
︑
久
安
三
年
︵
一
一
四
七
︶
の
鳥
羽
新
御
堂
供
養
の
非
常
赦
に
お
い
て
︑
赦
が

適
用
さ
れ
な
い
罪
と
し
て
﹁
京
中
強
盗
﹂
が
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
非
常
赦
の
場
合
は
﹁
八
虐
︑
強
窃
盗
二
盗
︑
故
殺
︑
謀
殺
︑
私
鋳

銭
﹂
な
ど
の
重
罪
で
あ
っ
て
も
赦
免
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
京
中
﹂
の
強
盗
は
赦
免
さ
れ
な
い
と
明
記
さ
れ
る

(
48
)
︒
ま
た

こ
の
時
期
︑
こ
う
し
た
恩
赦
の
具
体
的
な
適
用
除
外
に
つ
い
て
は
天
皇
が
定
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
長
承
三
年
の
非
常
赦
に
お
い
て

﹁
如
此
犯
罪
或
免
或
否
︑
可
在
勅
定
︑
臣
下
非
量
申
事
也
︑
被
奏
此
旨
︑
早
皆
悉
可
免
之
由
︑
被
仰
下
也
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

明
ら
か
で
あ
る

(
49
)

︒
恩
赦
が
頻
繁
に
発
せ
ら
れ
︑
ほ
と
ん
ど
の
囚
人
が
釈
放
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
の
一
方
で
︑
強
盗
が
大
き
な
脅
威
と
な
っ
て

お
り

(
50
)

︑
治
安
の
た
め
に
﹁
京
中
強
盗
﹂
だ
け
は
赦
免
で
き
な
い
と
政
権
中
枢
で
判
断
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒

ま
た
獄
囚
が
放
免
後
に
検
非
違
使
の
下
部
と
な
り
狼
藉
を
働
い
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
獄
囚
ら
が
恩
赦
を
受
け
る
よ
り
先

に
獄
を
出
て
周
辺
の
﹁
小
屋
﹂
に
住
ん
で
い
る
例
が
あ
り
︑
﹁
事
々
如
忘
朝
憲
云
々
﹂
と
非
難
さ
れ
て
い
る

(
51
)
︒
ま
た
検
非
違
使
ら
も
︑
﹁
小

屋
﹂
に
犯
人
を
拘
禁
し
て
お
い
た
結
果
︑
そ
の
奪
い
合
い
で
﹁
合
戦
﹂
と
な
っ
た
事
例
も
あ
る

(
52
)
︒
恩
赦
の
頻
発
す
る
獄
周
辺
で
︑
流
動
的
な

居
住
形
態
が
治
安
の
悪
化
に
拍
車
を
か
け
て
い
た
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
院
政
期
に
は
大
規
模
造
営
が
行
わ
れ
︑
都
市
で
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
殺
生
禁
断
や
大
規
模
な
救
恤
が
み
ら

れ
︑
徳
政
と
し
て
の
恩
赦
も
増
え
る
一
方
︑
そ
の
弊
害
と
し
て
都
市
や
獄
周
辺
の
治
安
悪
化
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
︒
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第
六
節

福
原
遷
都
後
の
混
乱
と
都
市
法

﹁
九
州
之
地
者
︑
一
人
之
有
也
︑
王
命
之
外
︑
何
施
私
威
﹂
で
始
ま
る
保
元
新
制
は
︑
荘
園
整
理
令
な
ど
全
国
統
治
の
法
と
︑
過
差
禁
令

な
ど
朝
廷
内
部
の
規
律
の
法
と
に
分
か
れ
︑
公
家
新
制
の
中
で
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
厚
い
研
究
が
あ
る

(
53
)
︒
都
市
法
は
後
者
に
収
め
ら
れ
︑
本

文
は
残
っ
て
い
な
い
が
︑
鎌
倉
期
の
建
久
新
制
に
多
く
引
き
継
が
れ
て
お
り
︑
保
が
行
政
・
裁
判
の
単
位
と
な
っ
た
こ
と
や
︑
寄
宿
人
の
流

入
規
制
か
ら
業
種
把
握
に
変
化
し
た
こ
と
な
ど
が
画
期
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
54
)

︒
そ
れ
に
次
ぐ
治
承
新
制
は
︑
鹿
ケ
谷
事
件
の
直
後
︑
高

倉
天
皇
の
も
と
で
平
氏
政
権
が
九
条
兼
実
へ
の
諮
問
を
経
て
︑
長
保
以
降
の
新
制
を
先
例
と
し
て
発
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
新
制
も
全
国

統
治
の
法
と
朝
廷
内
部
の
規
律
に
分
か
れ
︑
ま
た
初
め
て
利
息
制
限
令
が
盛
り
込
ま
れ
た
︒
鎌
倉
期
の
新
制
に
も
利
息
制
限
令
が
み
ら
れ
る

が
︑
こ
れ
は
の
ち
に
後
醍
醐
政
権
下
で
検
非
違
使
が
徳
政
を
発
布
す
る
こ
と
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る

(
55
)

︒

新
制
に
加
え
て
︑
こ
の
時
期
に
お
い
て
重
要
な
の
は
︑
福
原
遷
都
や
飢
饉
に
よ
る
混
乱
か
ら
の
立
て
直
し
の
法
で
あ
る
︒
治
承
四
年
六
月

︵
一
一
八
〇
︶
の
福
原
遷
都
か
ら
十
一
月
末
に
還
京
し
︑
全
国
的
な
飢
饉
状
況
に
加
え
︑
翌
年
一
月
に
高
倉
上
皇
︑
閏
二
月
に
平
清
盛
が
相

次
い
で
死
去
す
る
と
い
う
混
乱
の
中
︑
治
承
五
年
二
月
︑
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
た
京
中
の
在
家
掌
握
と
富
裕
層
へ
の
兵
糧
米
賦
課
が
図

ら
れ
た

(
56
)

︒
ま
た
寿
永
元
年
︵
一
一
八
二
︶
十
月
︑
﹁
京
中
人
家
︑
自
去
夏
壊
之
沽
却
︑
殆
如
無
人
家
︑
仰
使
庁
制
止
之
︑
然
而
猶
不
拘
之
﹂
す

な
わ
ち
家
屋
が
壊
さ
れ
売
り
払
わ
れ
て
荒
廃
し
て
い
る
た
め
︑
検
非
違
使
に
取
り
締
ま
ら
せ
た

(
57
)
︒
家
屋
を
壊
し
売
る
こ
と
を
禁
ず
る
法
は
︑

鎌
倉
期
半
ば
の
寛
喜
の
飢
饉
に
お
け
る
新
制
や
︑
室
町
期
に
も
繰
り
返
し
み
ら
れ
る
︒

七
月
に
は
眼
前
の
飢
饉
に
対
す
る
攘
災
に
つ
い
て
九
条
兼
実
が
諮
問
に
答
え
︑
天
変
に
よ
る
改
元
で
あ
れ
ば
赦
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
し

て
お
り
︑
こ
こ
か
ら
は
徳
政
・
攘
災
に
お
け
る
恩
赦
の
重
要
性
が
窺
わ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
代
始
改
元
で
は
赦
が
行
わ
れ
な
い
の
が
常
で
あ
っ

た
た
め
︑
こ
の
直
後
の
安
徳
天
皇
代
始
の
養
和
改
元
で
は
赦
は
行
わ
れ
な
か
っ
た

(
58
)
︒
寿
永
二
年
六
月
︑
天
下
静
謐
後
に
改
め
て
発
す
る
新
制

に
つ
い
て
諮
問
が
行
わ
れ
た
が

(
59
)
︑
し
か
し
安
徳
天
皇
と
平
氏
政
権
は
そ
の
後
︑
京
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
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以
上
の
よ
う
に
︑
本
章
で
は
︑
平
安
京
か
ら
院
政
期
の
都
市
の
公
共
領
域
の
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
︒
平
安
京
に
お
い
て
は
︑
九
世

紀
以
降
︑
①
治
安
維
持
︑
②
獄
の
規
律
︑
③
道
路
環
境
の
清
掃
・
保
全
と
困
窮
者
保
護
︑
④
殺
生
禁
断
な
ど
の
法
が
み
ら
れ
︑
ま
た
都
市
民

一
般
へ
の
過
差
禁
令
が
︑
形
式
的
で
は
な
く
周
知
徹
底
を
踏
ま
え
て
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
︒
院
政
期
ま
で
の
新
制
で
は
︑
こ

の
①
～
④
の
都
市
法
が
直
接
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
都
市
へ
の
人
の
集
ま
り
や
大
規
模
造
営
に
対
応
し
な
が
ら
殺
生
禁
断
・

賑
給
・
恩
赦
な
ど
が
み
ら
れ
た
︒
ま
た
不
安
定
な
居
住
の
規
制
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
お
り
︑
長
保
元
年
・
二
年
︑
新
制
で
初
め

て
の
都
市
法
は
︑
車
宿
と
称
し
て
京
都
に
居
住
す
る
こ
と
の
禁
止
で
あ
っ
た
︒
ま
た
小
屋
な
ど
流
動
的
な
居
住
の
も
た
ら
す
治
安
悪
化
に
つ

い
て
た
び
た
び
問
題
視
さ
れ
︑
取
り
締
ま
ら
れ
て
い
る
︒
先
行
研
究
で
は
︑
保
元
新
制
を
機
と
し
て
在
家
を
通
し
た
寄
宿
の
掌
握
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
︑
そ
の
前
史
と
し
て
︑
こ
う
し
た
不
安
定
な
居
住
の
取
り
締
ま
り
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒

次
章
以
下
で
は
︑
①
～
④
に
加
え
︑
⑤
不
安
定
な
居
住
の
規
制
と
掌
握
に
留
意
し
な
が
ら
︑
鎌
倉
期
・
室
町
期
の
都
市
法
を
み
て
ゆ
き
た

い
︒(

11
)

北
村
優
季
﹃
平
安
京
﹄
︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
五
︶
︑
生
島
修
平
﹁
平
安
前
期
の
都
市
維
持
管
理
政
策
と
そ
の
歴
史
的
意
義
﹂
︵
﹃
都
市
史
研
究
﹄
一
︑
二
〇
一
四
︶

(
12
)

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
一
九

(
13
)

﹃
政
事
要
略
﹄
七
〇
糺
弾
雑
事
︑
大
同
三
年
九
月
二
三
日
・
一
一
月
二
日
な
ど

(
14
)

﹃
政
事
要
略
﹄
六
一
糺
弾
雑
事
︑
寛
平
七
年
二
月
二
一
日
・
天
暦
六
月
二
九
日
︑
八
二
糺
弾
雑
事
︑
天
暦
四
年
十
月
十
三
日
宣
旨

(
15
)

﹃
﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
一
六
︑
﹁
応
令
在
宮
外
諸
司
諸
家
掃
清
当
路
事
﹂
弘
仁
十
年
一
一
月
五
日
官
符
︑
﹁
応
令
結
保
督
察
奸
猾
及
視
守
道
橋
事
﹂
貞
観
四
年
三
月
一
五
日

官
符
︑
﹁
応
不
清
掃
道
路
溝
恤
並
壅
水
浸
途
之
責
両
職
直
移
式
兵
二
省
貶
奪
考
禄
亦
弾
正
台
隔
月
巡
検
京
中
事
﹂
貞
観
七
年
十
一
月
四
日
官
符
な
ど
︒
ま
た
こ
う
し
た
平
安

京
の
維
持
管
理
の
法
に
つ
い
て
は
生
島
論
文
︒

(
16
)

﹃
政
事
要
略
﹄
七
〇
糺
弾
雑
事

(
17
)

櫛
木
謙
周
﹃
日
本
古
代
の
首
都
と
公
共
性
﹄
︵
塙
書
房
︑
二
〇
一
四
︶

(
18
)

賑
給
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
︑
寺
内
浩
﹁
律
令
制
支
配
と
賑
給
﹂
︵
﹃
日
本
史
研
究
﹄
二
四
一
︑
一
九
八
二
︶
︑
高
橋
渡
﹁
洛
中
賑
給
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
史
叢
﹄
一

八
︑
一
九
七
四
︶
︑
浜
田
久
美
子
﹁
施
米
に
関
す
る
一
考
察
﹂
︵
﹃
日
本
社
会
史
研
究
﹄
五
〇
︑
二
〇
〇
〇
︶
︑
川
本
龍
市
﹁
王
朝
国
家
期
の
賑
給
に
つ
い
て
﹂
︵
坂
本
賞
三
編

﹃
王
朝
国
家
国
政
史
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
一
九
八
七
︶
︑
西
村
さ
と
み
﹁
平
安
京
に
お
け
る
災
異
と
救
済
﹂
︵
﹃
都
城
制
研
究
﹄
一
三
︑
二
〇
一
九
︶
な
ど
︒
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(
19
)

三
浦
周
行
﹁
新
制
の
研
究
﹂
︵
﹃
日
本
史
の
研
究
﹄
新
輯
一
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
二
︑
初
出
一
九
二
五
・
二
六
︶

(
20
)

水
戸
部
正
男
﹃
公
家
新
制
の
研
究
﹄
︵
創
文
社
︑
一
九
六
一
︶

(
21
)

羽
下
徳
彦
﹁
領
主
支
配
と
法
﹂
︵
﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史

中
世
一
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
五
︶

(
22
)

棚
橋
光
男
﹁
院
権
力
論
﹂
︵
﹃
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
﹄
塙
書
房
︑
一
九
八
三
︶

(
23
)

保
立
道
久
﹁
町
の
中
世
的
支
配
と
展
開
﹂
︵
高
橋
康
夫
・
吉
田
伸
之
編
﹃
日
本
都
市
史
入
門
﹄
二
︑
東
大
出
版
会
︑
一
九
九
〇
︶

(
24
)

笠
松
宏
至
﹁
中
世
の
政
治
社
会
思
想
﹂
︵
﹃
日
本
中
世
法
史
論
﹄
一
九
七
九
︑
初
出
一
九
七
六
︶
︑
同
﹁
鎌
倉
後
期
の
公
家
法
に
つ
い
て
﹂
﹃
中
世
政
治
社
会
思
想
﹄
下
︑
岩

波
書
店
︑
初
出
一
九
八
一
︶
︑
勝
俣
鎮
夫
﹃
一
揆
﹄
︵
岩
波
新
書
︑
一
九
八
二
︶

(
25
)

網
野
善
彦
﹁
徳
政
雑
考

ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
﹃
鯰
絵
﹄
に
ふ
れ
て
﹂
︵
﹃
中
世
再
考
﹄
︑
講
談
社
学
術
文
庫
︑
二
〇
〇
〇
︑
初
出
一
九
八
六
︶

(
26
)

五
味
文
彦
﹁
保
元
の
乱
の
歴
史
的
位
置
﹂
﹃
院
政
期
社
会
の
研
究
﹄
︵
山
川
出
版
社
︑
一
九
八
四
︶

(
27
)

稲
葉
伸
道
﹁
新
制
の
研
究
﹂
﹃
史
学
雑
誌
﹄
︵
九
六

-
一
︑
一
九
八
七
︶

(
28
)

保
立
道
久
﹁
平
安
時
代
の
王
統
と
血
﹂
︵
﹃
別
冊
文
藝

天
皇
制

歴
史
・
王
権
・
大
嘗
祭
﹄
一
九
九
〇
︑
河
出
書
房
︶
︑
﹁
町
の
中
世
的
支
配
と
展
開
﹂
︵
高
橋
康
夫
・
吉

田
伸
之
編
﹃
日
本
都
市
史
入
門
﹄
Ⅱ
︑
東
大
出
版
会
︑
一
九
九
〇
︶
︑
﹁
中
世
初
期
の
国
家
と
庄
園
制
﹂
︵
﹃
日
本
史
研
究
﹄
三
六
二
︑
一
九
九
二
﹁
大
会
に
向
け
て
﹂
︶
︑
﹁
中

世
前
期
の
新
制
と
沽
価
法

都
市
王
権
の
法
︑
市
場
・
貨
幣
・
財
政
﹂
︵
﹃
歴
史
学
研
究
﹄
六
八
七
︑
一
九
九
六
︶
︑
﹃
平
安
王
朝
﹄
︵
岩
波
新
書
︑
一
九
九
六
︶

(
29
)

戸
田
芳
実
﹁
保
元
・
平
治
の
乱
﹂
︵
﹃
京
都
の
歴
史
二

中
世
の
明
暗
﹄
学
芸
書
林
︑
一
九
七
一
︶

(
30
)

早
川
庄
八
﹁
起
請
管
見
﹂
︵
﹃
日
本
古
代
の
文
書
と
典
籍
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
七
︑
初
出
一
九
八
九
︶

(
31
)

野
田
武
志
﹁
新
制
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
国
学
院
法
研
論
集
﹄
二
七
︑
二
〇
〇
〇
︶
︑
谷
口
昭
﹁
中
世
国
家
と
公
家
新
制
﹂
︵
上
横
手
雅
敬
編
﹃
古
代
・
中
世
の
政
治
と
文
化
﹄
思

文
閣
出
版
︑
一
九
九
四
︶

(
32
)

佐
々
木
文
昭
﹃
中
世
公
武
新
制
の
研
究
﹄
︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八
︶

(
33
)

春
名
宏
昭
﹁
摂
関
政
治
と
政
治
構
造
﹂
︵
﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史

古
代
五
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
︶

(
34
)

水
戸
部
正
男
﹃
公
家
新
制
の
研
究
﹄
︵
創
文
社
︑
一
九
六
一
︶

(
35
)

﹃
小
右
記
﹄
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
平
安
期
古
記
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(
36
)

前
川
祐
一
郎
﹁
壁
書
・
高
札
と
室
町
幕
府
徳
政
令
﹂
︵
﹃
史
学
雑
誌
﹄
一
〇
四

-
一
︑
一
九
九
六
︶

(
37
)

﹃
権
記
﹄
長
保
元
年
十
二
月
二
五
条
︑
長
保
二
年
四
月
一
四
日
条
・
五
月
一
四
日
条

(
38
)

佐
々
木
文
昭
﹃
中
世
公
武
新
制
の
研
究
﹄
︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八
︶

(
39
)

﹃
百
錬
抄
﹄
応
徳
三
年
六
月
二
六
日
条

(
40
)

﹃
中
右
記
﹄
永
久
二
年
五
月
十
四
日
条
︒
そ
の
他
同
年
二
月
二
二
日
条
︑
六
月
二
四
日
条
︑
七
月
六
日
条
な
ど

17――平安京・京都の都市法と公共領域 ㈠



(
41
)

﹃
中
右
記
﹄
大
治
四
年
一
〇
月
二
一
日
条
︑
永
久
二
年
九
月
八
日
条

(
42
)

﹃
百
錬
抄
﹄
大
治
元
年
︵
一
一
二
六
︶
六
月
二
一
日
条
︑
﹃
長
秋
記
﹄
大
治
四
年
三
月
一
五
日
条
︒
ま
た
平
雅
行
﹁
殺
生
禁
断
の
歴
史
的
展
開
﹂
︵
大
山
喬
平
教
授
退
官
記

念
会
﹃
日
本
社
会
の
史
的
構
造

古
代
・
中
世
﹄
︑
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
七
︶
﹁
殺
生
禁
断
と
殺
生
罪
業
観
﹂
︵
脇
田
晴
子
他
編
﹃
周
縁
文
化
と
身
分
制
﹄
思
文
閣
出
版
︑

二
〇
〇
六
︶

(
43
)

上
島
享
﹁
大
規
模
造
営
の
時
代
﹂
﹃
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と
王
権
﹄
︵
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
〇
︶

(
44
)

﹃
百
錬
抄
﹄
﹃
為
房
卿
記
﹄
応
徳
二
年
七
月
一
一
日
条
︑
寛
治
元
年
︵
一
〇
八
七
︶
八
月
二
九
日
条

(
45
)

﹃
中
右
記
﹄
元
永
元
八
月
二
三
日
条

(
46
)

﹃
百
錬
抄
﹄
長
承
四
年
三
月
一
七
日
条
︑
四
月
一
七
日
条
︑
﹃
中
右
記
﹄
長
承
四
年
三
月
一
七
日
条

(
47
)

﹃
中
右
記
﹄
大
治
四
年
六
月
七
日
条
︑
七
月
一
九
日
条
な
ど

(
48
)

﹃
台
記
﹄
久
安
三
年
八
月
一
一
日
条

(
49
)

﹃
中
右
記
﹄
長
承
三
年
二
月
一
七
日
条

(
50
)

治
承
元
一
二
月
七
日
条
﹁
近
日
京
中
毎
夜
七
八
か
所
﹂
が
強
盗
に
遭
う
と
記
さ
れ
て
い
る

(
51
)

﹃
本
朝
世
紀
﹄
久
安
五
年
三
月
二
十
日
条

(
52
)

﹃
本
朝
世
紀
﹄
仁
平
三
年
︵
一
一
五
三
︶
六
月
五
日
条

(
53
)

既
に
挙
げ
た
他
に
︑
下
郡
剛
﹃
後
白
河
院
政
の
研
究
﹄
︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
九
︶

(
54
)

五
味
文
彦
﹁
保
元
の
乱
の
歴
史
的
位
置
﹂
﹃
院
政
期
社
会
の
研
究
﹄
︵
山
川
出
版
社
︑
一
九
八
四
︶
︑
保
立
道
久
﹁
町
の
中
世
的
支
配
と
展
開
﹂
︵
高
橋
康
夫
・
吉
田
伸
之
編

﹃
日
本
都
市
史
入
門
﹄
二
︑
東
大
出
版
会
︑
一
九
九
〇
︶

(
55
)

五
味
文
彦
﹃
鎌
倉
時
代
論
﹄
︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
二
〇
︶

(
56
)

﹃
玉
葉
﹄
治
承
五
年
二
月
二
〇
日
条

(
57
)

﹃
百
錬
抄
﹄
寿
永
元
年
一
〇
月
二
日
条

(
58
)

﹃
玉
葉
﹄
治
承
五
年
七
月
一
三
日
条

(
59
)

﹃
吉
記
﹄
寿
永
二
年
六
月
六
日
条
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