
は
高
臈
を
一
〇
年
勤
め
た
者
で
な
い
と
資
格
が
も
ら
え
な
か
っ
た
。
彼
ら

の
生
活
は
檀
家
を
一
年
に
一
回
、
お
初
穂
巡
り
と
い
っ
て
米
・
麦
・
粟
等

の
穀
物
類
を
集
荷
し
、
そ
の
一
部
を
山
の
神
に
納
め
た
。

求
菩
提
山
は
『
一
山
五
百
坊
』
と
い
っ
て
、
霊
山
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て

き
た
が
、
明
治
元
年
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
山
は
寺
を
廃
し
、
神
社
に
改

宗
さ
れ
た
。

第
二
節

荘
園
の
発
達
と
武
士
の
お
こ
り

一

豊
前
国
の
荘
園

古
代
を
い
か
な
る
時
点
で
終
焉
と
す
る
か
は
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
る
。

本
史
で
は
、
律
令
国
家
体
制
が
確
立
し
、
そ
れ
が
維
持
さ
れ
、
律
令
の
も

と
に
政
治
・
社
会
が
動
い
た
時
期
を
想
定
し
た
。

荘
園
の
発
達

公
地
公
民
制
を
原
則
と
し
た
律
令
体
制
か
ら
、
土
地
制

度
が
徐
々
に
崩
壊
し
始
め
、
田
地
を
主
体
と
し
た
大
規

し
ょ
う
え
ん

模
な
私
的
所
有
地
制
が
誕
生
し
た
。
こ
れ
を
「
荘
園
」（
庄
園
）
と
呼
ん

で
い
る
。

荘
園
は
八
世
紀
末
頃
か
ら
十
五
世
紀
末
ご
ろ
に
か
け
て
存
在
し
た
が
、

初
期
に
お
け
る
荘
園
制
と
終
末
期
の
場
合
で
は
、
土
地
所
有
・
土
地
支
配

の
内
容
的
意
味
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
時
代
の
土
地
所
有
は
、

土
地
そ
の
も
の
の
所
有
と
は
観
念
さ
れ
ず
、
土
地
か
ら
の
収
益
そ
の
も
の

が
所
有
の
本
体
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

荘
園
発
達
の
起
因
は
、
律
令
政
府
に
よ
る
墾
田
政
策
に
あ
っ
た
。
当
初

は
口
分
田
の
不
足
を
補
う
こ
と
か
ら
始
め
た
土
地
政
策
で
あ
っ
た
が
、
養

老
七
年
（
七
二
三
）
の
三
世
一
身
法
や
天
平
十
五
年
（
七
四
三
）
の
墾
田

永
世
私
財
法
の
発
布
に
よ
っ
て
、
土
地
の
開
墾
を
奨
励
し
た
た
め
、
中
央

貴
族
や
地
方
豪
族
た
ち
は
こ
れ
を
直
視
し
、
積
極
的
に
進
め
る
よ
う
に

求
菩
提
山
経
筒
一
覧

経
文

紀
年
名

願
主

発
見
地

妙
法
蓮
華
経

保
延
六
年
十
月
廿
二
日

僧
□
□

妙
法
蓮
華
経

保
延
六
年
十
月
廿
二
日

僧
頼
厳

吉
祥
窟

妙
法
蓮
華
経

保
延
六
年
十
月
廿
二
日

僧
□
□

妙
法
蓮
華
経

保
延
六
年
十
月
廿
二
日

僧
隆
鑒

上
宮
八
区

康
治
元
年
九
月
廿
四
日

僧
頼
厳

犬
ケ
岳

妙
法
蓮
華
経

康
治
二
年
十
一
月
廿
八
日

僧
厳
尊

上
宮
一
九
区

大
勧
進
僧
林
我
観
進
所
求
菩
提
山
行
勝
坊

久
安
六
年
三
月
十
一
日

妙
法
蓮
華
経

僧
行
賀

護
摩
場
地
区

僧
勢
実
勧
進
法
界
融
作
一

天
永
二
年
十
月

僧
勢
実

妙
法
蓮
華
経

長
承
二
年
八
月
廿
九
日

僧
良
仁

金
光
明
経
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な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
墾
田
の
た
め
に
占
定
し
た
地
域
に
は
、
事
業
の

し
ょ
う

か

し
ょ
う
し
ょ

た
め
の
倉
庫
や
事
務
所
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
を
「
荘
家
」（
荘
所
）
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
土
地
の
開
墾
（
墾
田
）
＋
事
務
倉
庫
（
荘

家
）＝

荘
園
と
い
う
形
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。

１

初
期
荘
園

初
期
の
荘
園
形
態
に
二
つ
の
系
統
が
あ
っ
た
。

・
自
墾
地
系
荘
園
…
荘
園
領
主
の
直
接
経
営
に
よ
る
も
の
で
、
墾
田
を

基
盤
と
し
た
荘
園
で
あ
る
。
未
開
の
原
野
の
多
い

辺
境
地
帯
あ
る
い
は
後
進
地
帯
を
自
分
た
ち
の
領

域
と
し
て
経
営
し
た
。

・
既
墾
地
系
荘
園
…
こ
の
系
統
は
請
作
形
態
で
あ
る
。
例
え
ば
土
地
を

寄
進
・
買
得
し
た
班
田
農
民
や
近
隣
に
定
住
し
た

じ

し

者
な
ど
が
、
地
子
を
払
っ
て
田
地
を
耕
作
す
る
も

の
を
い
う
。
自
墾
地
と
異
な
り
先
進
地
域
に
多
く

発
達
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
請
作
農
民
は
、

た

ど

後
に
田
堵
と
呼
ば
れ
、
彼
ら
の
耕
作
す
る
土
地
を

ふ

み
ょ
う

負
名
（
名
）
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
系
統
の
う
ち
、
自
墾
田
は
長
続
き
は
せ
ず
九
世
紀
ご
ろ
に
は

ゆ

そ

減
退
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
荘
園
は
も
と
も
と
輸
租
（
納
税
）
の
義
務
が

課
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
権
力
を
持
っ
た
有
力
な
寺
社
や
貴
族
等
は
、
そ
れ

ふ

ゆ

そ

を
利
用
し
て
政
府
に
不
輸
租
（
不
納
税
）
の
申
請
を
す
る
よ
う
な
特
権
を

り
っ
け
ん
し
ょ
う
ご
う

持
っ
た
。
こ
う
し
た
申
請
を
「
立
券
荘
号
」
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
認
知

ふ

か
ん
し
ょ
う

ふ

し
た
場
合
は
、
太
政
官
及
び
民
部
省
か
ら
符
を
下
す
と
い
う
「
官
省
符

し
ょ
う

荘
」
と
い
う
の
が
成
立
し
た
。

そ
ま

ま
き

一
方
、
荘
園
は
単
に
未
開
の
地
を
開
発
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
杣
や
牧

等
私
有
地
が
開
墾
さ
れ
て
荘
園
化
し
た
も
の
、
ま
た
、
貴
族
等
に
与
え
ら

ふ

こ

れ
た
封
戸
（
食
封
）
制
が
機
能
を
失
い
、
荘
園
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
が

十
世
紀
以
後
多
く
な
り
、
荘
園
整
理
令
が
発
令
さ
れ
た
。
し
か
し
効
果
は

図３―３２ 北部九州の荘園（『荘園』安田元久より引用）
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ぞ
う
や
く
め
ん
し
ょ
う
え
ん

あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
更
に
「
雑
役
免
荘
園
」
と
い
っ
て
農

民
は
年
貢
を
国
衙
に
納
め
な
が
ら
、
正
税
以
外
の
雑
・
公
事
は
免
除
さ

れ
、
免
除
さ
れ
た
も
の
が
領
主
の
所
得
に
な
る
と
い
う
形
態
が
展
開
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
農
民
は
国
衙
へ
雑
役
は
領
主
へ
と
二
重
の
支
配
を
受

け
る
よ
う
に
な
り
、
ま
す
ま
す
農
民
の
負
担
は
苦
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。

２

寄
進
型
荘
園

き

し
ん
か
た
し
ょ
う
え
ん

十
一
世
紀
に
入
る
こ
ろ
か
ら
、「
寄
進
型
荘
園
」
と
い
う
の
が
生
ま

れ
、
中
世
の
時
代
へ
と
繋
っ
て
い
く
。

こ
の
形
態
は
、
国
司
と
し
て
赴
任
し
た
中
流
貴
族
及
び
地
方
豪
族
等

が
、
開
発
し
た
土
地
を
不
輸
租
化
し
、
そ
の
地
領
を
中
央
の
貴
族
等
へ
形

式
的
に
寄
進
し
、
権
力
を
借
り
て
荘
園
を
名
の
る
と
い
っ
た
、
極
め
て
巧

妙
な
荘
園
手
口
で
あ
る
。

そ
の
後
の
荘
園
制

十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
ご
ろ
は
、
領
主
の
直
接

支
配
地
の
他
に
、
い
く
つ
か
の
名
田
に
よ
っ
て
構

み
ょ
う
で
ん
せ
い

成
さ
れ
る
と
い
う
形
が
展
開
し
始
め
る
。
い
わ
ゆ
る
名
田
制
の
確
立
で

あ
る
。

そ
し
て
、
鎌
倉
幕
府
成
立
後
は
、
御
家
人
と
な
っ
た
在
地
領
主
た
ち

（
後
の
武
士
）
を
地
頭
に
補
任
し
、
御
家
人
に
新
た
な
恩
賞
と
し
て
収
益

権
を
与
え
る
と
共
に
、
荘
園
や
国
衙
領
の
地
頭
職
に
補
任
す
る
と
い
う
、

じ

と
う
せ
い

ど

い
わ
ゆ
る
「
地
頭
制
度
」
が
確
立
し
、
荘
園
制
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く

こ
と
と
な
る
。

豊
前
国
の
荘
園

豊
前
国
内
で
の
荘
園
史
料
は
な
い
が
、『
大
宰
府
・

太
宰
府
天
満
宮
文
書
』
に
、
次
の
よ
う
な
荘
園
名
が

記
さ
れ
て
い
る
。

菅
原
道
真
の
祠
廟
と
さ
れ
て
い
る
天
満
宮
安
楽
寺
は
、
そ
の
所
有
す
る

荘
園
は
北
部
九
州
を
中
心
と
し
て
、
壱
岐
か
ら
南
は
薩
摩
に
お
よ
ぶ
約
一

〇
〇
か
所
を
掌
握
し
て
い
た
と
さ
れ
、
宇
佐
八
幡
社
と
在
地
勢
力
を
二
分

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
荘
園
の
大
部
分
は
寄
進
型
荘
園
に
よ

る
も
の
で
、
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
に
は
宇
佐
八
幡
社
と
荘
園
の
権
益

を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
が
、
安
楽
寺
は
独
自
の
勢
力
を
維
持
し
、
ま
す
ま

す
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
豊
前
国
の
各
荘
園
も
、
そ
の
勢
力
下
に
置
か

れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

二

古
代
の
終
焉
（
武
士
社
会
へ
）

武
士
の
お
こ
り

律
令
社
会
が
歪
み
始
め
る
と
、
人
は
武
力
闘
争
と
支

配
勢
力
に
傾
き
は
じ
め
た
。

所
在
地

荘

名

年

代

沿

革

田
河
郡

副
田
荘

永
承
二
年

金
堂
料
七
十
町
、
観
応
三
年
地
頭
職
嶋

津
上
総
入
道
跡
、
凶
徒
押
領

京
都
郡

堅
島
荘

観
応
三
年
以
前

遍
智
院
真
言
堂
永
日
護
摩
供
料

同

窪

荘

同

地
頭
職
、
本
主
余
類
押
領

上
毛
郡

山
田
荘

同

地
頭
職
二
十
余
町
、
岩
松
義
継
寄
進

（
未
詳
）

夏
焼
荘

同

不
知
行

＊
『
豊
津
町
史
』
上
巻
よ
り
引
用

第３編 古 代

450


