
窪
田
涼
子
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
中
世
在
地
社
会
に
お
け
る
寺
社
の
社
会
的
機
能
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、
中
世
の
在
地
社
会
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
寺
社
が
ど
の
よ
う

に
展
開
し
ど
の
よ
う
な
社
会
的
機
能
を
持
っ
た
の
か
、
ま
た
在
地
社
会
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
て
い
た
の
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
論
文
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の

は
、
時
代
や
地
域
を
越
え
て
普
遍
的
に
存
在
す
る
民
衆
が
日
々
の
生
活
の
舞
台
と
す
る
在
地
社

会
の
中
世
の
様
相
で
あ
る
。

中
世
の
在
地
社
会
は
、
あ
る
と
き
は
近
隣
と
武
力
的
緊
張
状
態
に
な
り
、
領
主
と
対
等
に
対

峙
す
る
村
落
で
も
あ
る
が
、
一
方
で
そ
の
日
常
は
、
様
々
に
形
作
ら
れ
た
人
的
関
係
の
輪
が
連
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な
り
、
生
活
者
の
知
恵
が
蓄
積
さ
れ
、
緩
や
か
な
時
間
を
か
け
て
変
化
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
寺
社
が
担
っ
た
社
会
的
機
能
の
検
討
は
、
黒
田
俊
雄
に
よ
る
「
寺
社

勢
力
」
と
い
う
存
在
の
発
見
を
嚆
矢
と
す
る
。
こ
の
「
寺
社
勢
力
」
の
基
盤
に
な
っ
た
も
の
が
、

「
中
央
大
寺
社
よ
り
も
は
る
か
に
ひ
ろ
い
空
間
的
・
社
会
構
造
的
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
た
地
方
寺

社
」
で
あ
る
。
黒
田
自
身
は
神
社
や
在
地
寺
院
に
つ
い
て
の
具
体
的
研
究
は
殆
ど
行
わ
な
か
っ

た
が
、
こ
の
寺
社
勢
力
論
を
契
機
と
し
て
、
在
地
の
寺
社
に
関
す
る
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
衆
的
要
求
に
応
え
る
こ
と
が
顕
密
寺
社
に
と
っ
て
必
要
で
あ
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
在
地
寺
社
の
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
も
、
宗
教
的
機
能
に
加
え
て

村
落
社
会
秩
序
の
形
成
と
維
持
の
機
能
が
あ
っ
た
と
い
う
論
点
が
提
出
さ
れ
た
。

一
方
、
村
落
論
の
進
展
に
よ
り
、「
新
し
い
歴
史
の
主
体
」
と
し
て
法
人
格
を
も
つ
自
立
し

た
村
落
、「
自
前
の
武
力
」
と
主
体
的
な
紛
争
解
決
能
力
を
も
つ
生
命
維
持
装
置
と
し
て
の
村

落
を
含
み
込
ん
だ
在
地
社
会
の
姿
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
在
地
社
会
に
お
い

て
、
寺
社
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
も
っ
た
の
か
。
そ
の
内
実
を
具
体
的
に
み
て
い
く
こ
と
、
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こ
れ
が
本
論
文
の
取
り
組
ん
だ
課
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
課
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
、
本
論
文
は
在
地
に
お
け
る
任
意
の
集
団
（
座
、
講
な

ど
）
が
機
能
を
分
掌
し
て
地
域
社
会
を
支
え
る
し
く
み
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
を
視
角
の
一
つ

と
し
た
。
本
論
文
で
扱
っ
た
い
く
つ
か
の
事
例
で
は
、「
信
仰
」
と
い
う
宗
教
的
機
能
は
寺
社

の
も
つ
基
本
的
枠
組
み
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
前
提
と
し
た
「
村
落
社
会
秩
序
の
形
成
と

維
持
」
の
機
能
が
、
実
態
と
し
て
の
お
も
な
役
割
で
あ
る
と
み
え
る
。

第
一
部
「
在
地
社
会
の
形
成
と
寺
社
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
領
主
と
の
関
係
が
、
寺

社
を
介
し
て
形
作
ら
れ
て
い
く
様
相
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。
と
く
に
領
主
の
在
地
経
営
・
運

営
に
お
け
る
寺
社
の
利
用
、
寺
社
と
い
う
器
の
中
で
の
宗
教
的
外
被
を
ま
と
っ
た
在
地
社
会
の

経
営
・
運
営
の
し
く
み
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

十
三
世
紀
の
京
郊
・
宇
治
の
摂
関
家
領
で
あ
る
禅
定
寺
に
お
け
る
造
営
・
修
理
に
お
い
て
は
、

そ
こ
で
使
わ
れ
る
材
木
は
禅
定
寺
在
地
で
調
達
さ
れ
、
造
営
の
実
際
は
在
地
が
主
導
し
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
造
営
に
よ
っ
て
在
地
が
搾
取
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
済
的
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に
活
発
化
す
る
よ
う
な
一
種
の
公
共
工
事
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
鎌

倉
期
に
お
け
る
在
地
の
自
立
的
な
あ
り
方
は
、
当
該
地
域
の
場
合
は
材
木
や
炭
な
ど
流
通
を
前

提
と
し
た
山
野
の
生
産
物
が
生
産
の
中
心
で
あ
り
、
周
辺
村
落
と
山
野
の
用
益
を
め
ぐ
る
摩
擦

の
頻
発
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
保
全
を
目
指
し
て
自
ら
を
「
当
荘
」
と
し
て
早
く

か
ら
意
識
化
し
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
、こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
在
地
社
会
に
お
い
て
は
、

荘
園
と
い
う
も
の
は
あ
く
ま
で
も
枠
組
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
山
に
囲
ま
れ
た
禅
定
寺
「
荘
」

の
惣
田
数
帳
に
ほ
と
ん
ど
山
野
の
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
し
、
領
主
に
把

握
さ
れ
た
「
荘
園
」
と
実
際
の
在
地
社
会
と
の
間
に
は
、
あ
る
種
の
懸
隔
が
あ
り
、
そ
の
懸
隔

を
繋
ぐ
紐
帯
、
媒
体
と
し
て
寺
社
が
機
能
し
た
と
す
る
。

次
に
、
如
法
経
信
仰
を
素
材
に
、
寺
社
勢
力
の
在
地
進
出
と
そ
れ
を
受
容
す
る
在
地
社
会
の

状
況
を
論
じ
て
い
る
。
如
法
経
信
仰
は
比
叡
山
を
源
泉
と
し
て
、
若
狭
・
近
江
・
山
城
と
い
う

天
台
勢
力
の
強
い
地
域
お
よ
び
北
陸
や
山
陰
を
中
心
と
し
て
全
国
的
に
展
開
し
、
ま
た
貴
族
社

会
か
ら
は
じ
ま
り
、
十
四
世
紀
前
半
に
は
在
地
社
会
へ
と
広
が
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
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信
仰
は
寺
僧
に
よ
る
法
華
経
写
経
に
結
縁
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
こ
と
か
ら
、
寺
院
に
よ

る
法
会
の
挙
行
が
必
須
で
あ
り
、
民
衆
は
そ
れ
に
聖
を
介
し
て
参
加
す
る
と
い
う
構
造
を
と
っ

た
。
若
狭
、
摂
津
の
例
で
は
聖
を
媒
介
と
し
て
、
民
衆
個
々
の
宗
教
的
願
望
を
個
別
具
体
的
に

く
み
取
る
と
い
う
方
法
で
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
少
額
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
多
数
集
積
さ
れ

る
こ
と
で
莫
大
な
米
銭
と
な
っ
て
寺
社
を
潤
し
、
当
該
期
の
寺
院
の
存
続
を
支
え
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
信
仰
を
通
じ
て
の
新
た
な
収
取
方
法
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
っ
て
、
経
済
的
な
側
面
か
ら
言
え
ば
、
如
法
経
信
仰
は
寺
院
に
と
っ
て
重
要
な
財
源
確

保
の
方
策
で
あ
り
、
如
法
経
会
の
興
行
は
寺
領
か
ら
の
収
入
が
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
の

経
済
的
な
立
て
直
し
の
一
つ
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

一
方
、
村
落
に
如
法
経
道
場
が
お
か
れ
、
よ
り
深
く
村
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
教
線
を
伸
ば
し
て

い
る
例
も
叡
山
膝
下
の
近
江
国
内
の
今
堀
郷
や
奥
嶋
な
ど
で
は
み
る
こ
と
が
で
き
、
今
堀
郷
の

事
例
で
は
村
外
か
ら
の
も
の
も
含
め
如
法
経
田
へ
の
寄
進
の
収
入
が
膨
大
に
な
り
、
在
地
へ
の

財
の
集
中
に
対
し
て
領
主
側
（
山
門
）
が
規
制
を
か
け
る
よ
う
な
事
態
も
み
ら
れ
た
。
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こ
の
よ
う
な
如
法
経
信
仰
の
展
開
を
み
た
と
き
、
信
仰
の
拡
大
を
企
図
す
る
側
と
そ
れ
を
受

容
す
る
側
に
ふ
た
つ
の
類
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
奈
良
な
ど
の
都
市
的
な
形

態
と
類
似
す
る
が
、
勧
進
聖
が
直
接
民
衆
に
接
触
し
て
寄
進
を
募
り
寺
院
で
の
如
法
経
会
に
結

縁
を
促
す
場
合
で
、
い
ま
ひ
と
つ
は
村
々
に
如
法
経
道
場
と
い
う
拠
点
を
つ
く
り
、
寺
と
民
衆

の
間
に
村
落
を
介
在
さ
せ
る
場
合
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
、
村
落
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
り

財
の
村
落
留
保
分
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
村
落
に
お
い
て
如
法
経
田
帳
な
ど

と
よ
ば
れ
る
別
帳
簿
が
作
成
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
と
し
、
こ
の
如
法
経
田
帳
や
山

門
の
如
法
経
奉
行
の
存
在
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
宗
教
領
主
の
在
地
掌
握
に
つ
い
て
分
析

を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

以
上
第
一
部
で
は
、
お
も
に
領
主
側
（
寺
社
勢
力
）
と
在
地
側
の
関
係
を
寺
社
や
信
仰
を
軸

に
考
え
て
い
る
。
寺
社
が
社
会
的
な
勢
力
で
あ
っ
た
中
世
社
会
に
お
い
て
は
、
在
地
の
寺
社
は

在
地
と
領
主
の
間
に
介
在
し
そ
の
関
係
を
繋
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
ま
た
信
仰
に
つ
い
て

も
抽
象
的
な
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
信
仰
に
伴
う
財
を
め
ぐ
る
関
係
と
し
て
現
実
的
に
捉
え
る
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こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
た
。

第
二
部
「
在
地
社
会
の
結
集
と
連
携
」
で
は
、
在
地
に
お
け
る
寺
社
を
介
し
て
の
人
々
の
横

の
繋
が
り
を
問
題
と
し
た
。
と
く
に
座
、
講
、
結
衆
な
ど
と
い
っ
た
任
意
の
集
団
が
連
携
あ
る

い
は
結
集
し
て
金
融
活
動
を
お
こ
な
う
な
ど
、
在
地
社
会
に
お
い
て
機
能
を
分
掌
し
な
が
ら
地

域
を
支
え
る
し
く
み
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

十
四
世
紀
後
半
、
近
江
国
・
奥
島
荘
の
鎮
守
社
の
宮
座
は
、
鎮
守
神
に
捧
げ
ら
れ
た
供
米

（
神
物
）
を
管
理
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
フ
ァ
ン
ド
に
し
て
村
内
の
村
人
や
百

姓
中
な
ど
へ
の
出
挙
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
種
籾
の
供
与
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
再
生

産
活
動
の
促
進
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
宮
座
は
単
な
る
祭
祀
組
織
で
は
な
く
村
落
の
勧
農
、
融

通
の
役
割
を
担
う
公
共
的
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
近
江
国
青

地
荘
の
鎮
守
社
・
小
槻
神
社
、
神
明
社
に
お
い
て
は
約
六
〇
年
間
に
亘
っ
て
憑
子
が
継
続
的
に

行
わ
れ
て
お
り
、
お
の
お
の
村
を
抱
え
る
土
豪
が
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
た
こ
の
憑
子
の
本
来

の
目
的
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
の
だ
が
、
同
地
域
で
同
時
に
複
数
の
憑
子
が
行
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わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
一
種
の
地
域
社
会
に
お
け
る
相
互
保
障
を
行
う
共
済
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
し
た
。

一
方
、
寺
院
の
様
相
を
み
る
と
、
伊
勢
の
天
台
宗
真
盛
派
・
成
願
寺
に
お
い
て
は
、
寄
進
者

は
寄
進
行
為
と
引
き
換
え
に
個
々
人
の
極
楽
往
生
へ
の
個
別
具
体
的
な
供
養
願
望
の
成
就
を
求

め
た
が
、
そ
の
よ
う
な
寄
進
者
と
寺
院
の
間
に
位
置
す
る
檀
方
、
老
分
衆
な
ど
の
集
団
の
存
在

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
寄
進
行
為
そ
の
も
の
は
個
人
的
願
望
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

檀
方
、
老
分
衆
な
ど
が
、
各
々
の
寄
進
行
為
を
シ
ス
テ
ム
化
し
寺
院
を
地
域
社
会
に
位
置
付
け

る
役
割
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。

ま
た
中
世
後
期
以
降
に
は
、
か
つ
て
の
荘
園
制
的
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か

と
い
う
こ
と
を
、
次
の
二
つ
の
地
域
で
検
討
し
て
い
る
。
ま
ず
十
五
世
紀
後
半
の
近
江
国
奥
島

荘
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
の
荘
鎮
守
に
対
し
て
「
惣
」・「
惣
庄
」
を
単
位
と
し
て
多
額
の
奉
加

を
行
い
、
時
に
は
相
互
に
長
期
的
な
勧
進
・
奉
加
関
係
を
結
び
、
か
つ
て
の
荘
鎮
守
と
の
つ
な

が
り
を
持
ち
続
け
、
地
域
間
の
平
和
を
維
持
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
鎮
守
は
地
域
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社
会
を
繋
ぐ
実
体
の
あ
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
す
る
。
同
様
の
こ
と
は
奥
能
登
岩
倉
寺
・
岩

倉
比
古
神
社
に
お
い
て
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
下
町
野
荘
の
荘
鎮
守
・
岩
倉
比
古
神
社

は
、
戦
国
期
に
山
伏
に
よ
り
そ
の
神
宮
寺
が
観
音
堂
と
し
て
復
興
さ
れ
、
膝
下
地
域
の
信
仰
を

集
め
る
よ
う
に
な
る
が
、
近
世
に
な
っ
て
も
下
町
野
荘
下
の
村
々
が
「
下
町
野
一
八
ヶ
村
」
と

し
て
岩
倉
寺
を
支
え
る
単
位
と
な
り
、
岩
倉
寺
は
「
十
八
ヶ
村
の
総
社
」
と
し
て
地
域
の
中
に

根
付
い
て
行
く
こ
と
と
な
る
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
第
二
部
で
は
、
在
地
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
集
団
（
講
、
結
衆
、
座

な
ど
）
が
寺
社
を
介
し
て
繋
が
り
、
広
く
地
域
を
支
え
て
い
く
仕
組
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。

以
上
、
第
一
部
及
び
第
二
部
の
各
論
の
検
討
か
ら
、
次
の
諸
点
が
結
論
と
さ
れ
る
。

一
、
在
地
社
会
は
、
荘
園
や
守
護
領
国
な
ど
と
い
っ
た
政
治
的
枠
組
み
と
は
次
元
の
異
な
る
枠

組
み
を
、
寺
社
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
で
成
立
さ
せ
て
い
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
講
や
座
な
ど
在
地

社
会
が
主
体
的
に
作
り
出
し
た
社
会
集
団
や
、
あ
る
寺
社
に
対
す
る
奉
加
を
行
う
こ
と
で
成
立
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す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
で
あ
る
。

二
、
在
地
社
会
に
お
け
る
寺
社
は
、
領
主
と
在
地
社
会
の
結
節
・
媒
介
の
機
能
を
持
っ
た
。
こ

れ
は
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
と
い
う
よ
り
、
寺
社
に
設
定
さ
れ
て
い

る
免
田
の
運
営
や
、
寄
進
に
よ
っ
て
集
中
す
る
財
な
ど
の
経
済
を
媒
介
と
し
て
領
主
と
在
地
を

つ
な
ぐ
機
能
で
は
な
い
か
。

三
、
在
地
の
寺
社
は
、
人
々
の
そ
の
仏
神
へ
の
信
仰
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
表
象
と

し
て
勧
進
奉
加
に
よ
り
少
額
の
財
を
広
く
集
め
た
り
、
憑
子
の
核
と
な
る
な
ど
、
在
地
社
会
に

広
が
る
様
々
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
紐
帯
、
あ
る
い
は
結
束
の
要
と
な
り
、
米
銭
が
集
中
す
る
場

と
な
っ
た
。

四
、
寺
社
は
集
中
す
る
財
を
仏
物
・
神
物
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
性
質
を
リ
セ
ッ
ト
さ
せ
た
。

在
地
社
会
で
は
、
寄
進
や
勧
進
奉
加
で
寺
社
に
集
ま
る
仏
物
・
神
物
を
、
座
や
講
と
い
う
か

た
ち
で
管
理
・
運
用
し
、
村
落
な
ど
在
地
の
運
営
（
出
挙
、
酒
肴
料
な
ど
）
に
も
用
い
た
。

本
論
文
に
よ
り
、
信
仰
と
い
う
宗
教
的
機
能
は
、
寺
社
の
も
つ
基
本
的
枠
組
み
で
あ
っ
て
、
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む
し
ろ
そ
れ
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
在
地
の
寺
社
は
、
一
方
で
在
地
社
会
の
社
会
秩
序
を
形
成

・
維
持
し
、
一
方
で
は
集
中
す
る
財
の
形
を
変
換
さ
せ
て
在
地
へ
戻
す
と
い
う
一
種
の
経
済
循

環
を
推
進
す
る
機
能
を
も
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
は
、
中
世
の
民
衆
が
日
々
の
生
活
の
舞
台
と
し
て
い
た
在
地
社
会
を
と
り
あ
げ
、
そ

こ
で
寺
社
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

論
者
の
窪
田
涼
子
は
、
立
教
大
学
卒
業
後
、
神
奈
川
大
学
常
民
文
化
研
究
所
に
お
い
て
日
本

各
地
の
歴
史
・
民
俗
調
査
に
従
事
す
る
中
で
中
世
村
落
の
研
究
を
始
め
、
同
時
に
中
世
村
落
研

究
を
志
す
研
究
者
た
ち
と
と
も
に
近
江
、
山
城
、
紀
伊
、
伊
勢
な
ど
近
畿
地
方
を
中
心
と
し
た

地
域
の
実
地
調
査
や
史
料
採
訪
を
続
け
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
は
す
で
に
二
〇
年
を
超
え
て
い
る
。

本
論
文
は
、
そ
う
し
た
地
道
な
調
査
・
研
究
の
中
で
得
た
知
見
と
、
博
捜
し
た
文
献
史
料
を
も
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と
に
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
部
で
は
、
平
等
院
領
の
広
大
な
杣
山
の
中
に
立
つ
禅
定
寺
を
取
り
上
げ
、
論
者
自
身
も

加
わ
っ
た
調
査
で
新
た
に
見
出
し
た
「
山
城
国
禅
定
寺
惣
田
数
帳
」
を
読
み
込
む
こ
と
か
ら
、

鎌
倉
時
代
に
お
け
る
下
司
・
長
者
等
に
よ
る
禅
定
寺
の
在
地
支
配
の
一
端
を
解
明
し
得
た
こ
と

は
貴
重
で
あ
る
。
ま
た
中
世
後
期
に
お
け
る
畿
内
各
地
の
如
法
経
会
を
具
体
的
に
分
析
し
、
勧

進
聖
が
直
接
民
衆
に
接
触
し
て
寄
進
を
募
り
寺
院
で
の
如
法
経
会
に
結
縁
を
促
す
場
合
と
、
い

ま
ひ
と
つ
と
し
て
村
々
に
如
法
経
道
場
と
い
う
拠
点
を
つ
く
り
、
寺
と
民
衆
の
間
に
村
落
を
介

在
さ
せ
る
場
合
と
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
後
者
の
場
合
は
、
村
落
が
介
在
す

る
こ
と
に
よ
り
財
の
村
落
留
保
分
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
領
主
と
村
落

と
の
間
に
新
た
な
矛
盾
が
生
じ
る
と
し
た
こ
と
も
、重
要
な
論
点
の
提
起
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
検
討
を
通
し
て
、
在
地
の
寺
社
は
在
地
と
領
主
の
間
に
介
在
し
そ
の
関
係
を
繋
ぐ
役

割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
第
二
部
で
は
、
在
地
に
お
け
る
寺
社
を
介
し
て
の
人
々
の
横
の
繋
が
り
を
問
題
と
し
、
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と
く
に
座
、
講
、
結
衆
な
ど
と
い
っ
た
集
団
が
連
携
あ
る
い
は
結
集
し
て
金
融
活
動
を
お
こ
な

う
な
ど
、
在
地
社
会
に
お
い
て
機
能
を
分
掌
し
な
が
ら
地
域
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る

姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
分
析
の
過
程
で
は
、
従
来
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
在
地
に
残
さ
れ
た
帳
簿
類
を
丹
念
に
収
集
し
、そ
れ
ら
を
分
析
す
る
手
法
を
取
っ
て
お
り
、

貴
重
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
近
江
国
・
奥
島
荘
鎮
守
社
の
宮
座
は
、
鎮
守
神
に
捧
げ
ら

れ
た
供
米
を
管
理
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
フ
ァ
ン
ド
に
し
て
村
内
の
村
人
な
ど

へ
の
出
挙
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
種
籾
の
供
与
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
生
産
活
動
の
促

進
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
宮
座
は
単
な
る
祭
祀
組
織
で
は
な
く
村
落
の
公

共
的
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
重
要
な
成
果
で
あ
る
と

い
え
る
。
ま
た
、
中
世
に
生
ま
れ
た
鎮
守
が
、
近
世
に
も
在
地
社
会
の
紐
帯
と
し
て
の
役
割
を

果
た
し
続
け
た
能
登
・
岩
倉
寺
の
事
例
の
検
出
と
解
明
も
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

こ
う
し
た
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
、
在
地
の
寺
社
は
、
領
主
、
寺
社
勢
力
と
、
そ
れ
を
受
け
止

め
る
在
地
社
会
を
支
え
る
機
能
を
分
掌
す
る
座
、
講
、
結
衆
な
ど
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
集
団
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が
連
携
し
、
あ
る
い
は
結
集
し
て
地
域
の
秩
序
を
形
成
す
る
場
で
あ
り
、
寄
進
や
勧
進
・
奉
加

で
寺
社
に
集
ま
る
仏
物
・
神
物
を
、
座
や
講
と
い
う
か
た
ち
で
管
理
・
運
用
し
、
出
挙
、
酒
肴

料
な
ど
と
し
て
村
落
の
運
営
に
も
用
い
、在
地
社
会
に
広
が
る
様
々
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
紐
帯
、

あ
る
い
は
結
束
の
要
と
し
て
、
米
銭
が
集
中
す
る
場
と
な
っ
た
と
す
る
結
論
は
、
十
分
に
首
肯

し
う
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
、
中
世
の
在
地
社
会
、
就
中
そ
の
場
に
お
け
る
寺
社
の
役
割
を

考
え
る
上
で
、
帳
簿
類
の
分
析
な
ど
の
新
し
い
手
法
も
用
い
て
重
要
な
事
実
を
解
明
し
て
い
る

と
い
え
る
。
た
だ
、
重
要
な
論
点
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
折
角
収
集
し
た
史
料
の
独
自
な
解
釈

か
ら
自
己
の
説
を
う
ち
た
て
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
先
行
研
究
の
結
論
に
依
拠
し
て
解
釈

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
散
見
さ
れ
、
あ
る
い
は
概
説
的
で

あ
る
と
い
っ
た
評
価
を
受
け
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
な
く
も
な
い
。
こ
れ
は
、
論
述
の
ス
タ
イ
ル

が
論
争
的
ス
タ
イ
ル
で
な
い
た
め
も
あ
ろ
う
が
、
一
層
の
努
力
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
論
者
は
長
年
に
わ
た
る
現
地
調
査
と
関
係
史
料
の
渉
猟
を
行
っ
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て
き
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
そ
れ
ら
の
調
査
で
得
ら
れ
た
知
見
は
、
一
部
は
本
論
文
の
基
礎

に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
多
く
は
ま
だ
十
分
に
吟
味
し
つ
く
さ
れ
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な

い
。
こ
れ
は
、
論
者
が
企
図
し
た
中
世
在
地
社
会
の
全
面
的
解
明
と
い
う
大
き
な
課
題
が
、
ま

だ
ひ
と
つ
の
到
達
点
に
達
し
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ
り
、
全
体
を
と
り
こ
め
る
よ
う
な
構
想
を
い

だ
く
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
課
題
に
今

後
と
も
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
本
論
文
の
達
成
を
総
合
的
に
評
価
し
、
本
論

文
の
提
出
者
窪
田
涼
子
は
、
博
士
（
歴
史
学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
も
の
と

認
め
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

主
査

國
學
院
大
學
教
授

千
々
和

到

◯印

副
査

東

京

大

学

教

授

國
學
院
大
學
兼
任
講
師

榎

原

雅

治

◯印

副
査

立

教

大

学

教

授

蔵

持

重

裕

◯印
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窪
田
涼
子

学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

左
記
三
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
博
士
（
歴
史

学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

平
成
二
十
三
年
一
月
八
日

学
力
確
認
担
当
者

主
査

國
學
院
大
學
教
授

千
々
和

到

◯印

副
査

東

京

大

学

教

授

國
學
院
大
學
兼
任
講
師

榎

原

雅

治

◯印

副
査

立

教

大

学

教

授

蔵

持

重

裕

◯印
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