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平
安
朝
の
司
法
、
行
政
、
外
交
、
信
仰
、
文
芸
、
そ
の
他
多
く
の
社
会
的

活
動
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
公
的
性
格
を
持
つ
場
合
に
は
、
漢
詩
文

を
無
視
し
て
考
え
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
一
口
に
漢
詩
文

と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
が
社
会
の
中
で
担
う
役
割
や
執
筆

の
目
的
自
体
が
多
種
多
様
で
あ
り
、
そ
の
都
度
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
た

文
体
や
用
語
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。

本
沓
は
そ
の
掛
名
が
示
す
通
り
、
大
き
く
二
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。

I
が

平
安
朝
漢
詩
文
の
「
文
体
」
、
す
な
わ
ち
内
容
に
よ
る
文
章
の
様
式
と
そ
の

特
性
に
つ
い
て
の
論
で
あ
り
、

II
が
詩
文
に
用
い
ら
れ
た
「
語
旗
」
に
つ
い

て
の
論
で
あ
る
。

以
下
、
目
次
に
基
づ
い
て
各
章
題
を
示
し
、
本
書
の
構
成
を
概
観
し
て
ゆ

＜
 

紹

介

経
国
の
「
文
」

1

文
体
が
担
う
社
会
的
機
能

小
野
鯰
の
「
輪
台
」
詠

踏
歌
章
仙
考

入
雁
僧
の
将
来
し
た
も
の

I

i

と
碑
文

『
三
国
祖
師
影
』
の
設

「
和
歌
集
等
を
平
等
院
経
蔵
に
納
む
る
記
」
考

後
藤
昭
雄
『
平
安
朝
漢
詩
文
の
文
体
と
語
粟
』

II 17

菅
原
道
真
の
詩
と
律
令
語

18

平
安
朝
詩
と
律
令
語

19

平
安
朝
詩
文
の
「
俗
語
」

20

『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
中
国
口
語

21

日
本
の
古
代
文
献
と
中
国
口
語

ー
は
『
本
朝
文
枠
』
の
分
類
基
準
に
基
づ
き
、
平
安
朝
漢
詩
文
を
代
表
す

る
雑
詩
、
歌
、
記
、
牒
、
祭
文
、
呪
願
文
、
表
白
、
厠
文
、
諷
誦
文
及
び
碑

の
十
種
の
文
体
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
文
序
が
い
か
な
る
社
会
的
活
動
の

な
か
で
粛
か
れ
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
担
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
概
説
し
て

か
ら
、
具
体
的
な
作
品
を
取
り
上
げ
て
説
解
し
て
ゆ
く
。
先
行
研
究
を
批
判

し
つ
つ
広
く
用
例
を
引
き
、
典
拠
を
的
確
に
指
摘
し
つ
つ
語
釈
、
注
、
訓
読
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，
 

8
 

ゥ‘

外
交
文
魯
と
し
て
の
牒

菅
原
道
真
の
祭
文
と
白
居
易
の
祭
文

平
安
朝
の
願
文
1

中
国
の
顧
文
を
視
野
に
入
れ
て

願
文
の
主
語
ー
—
ー
空
海
の
顧
文

菅
原
道
真
の
願
文

呪
願
文
考
序
説

表
白
に
つ
い
て
の
序
章

諷
誦
文
考

諷
誦
文
考
補

諷
誦
文
論
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を
加
え
、
必
要
な
場
合
に
は
そ
れ
ら
を
反
映
し
て
口
語
訳
も
付
さ
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
粘
緻
な
読
解
、
お
よ
び
当
該
作
品
の
読
ま
れ
た
状
況
の
再
現
に

よ
っ
て
、
そ
の
構
成
方
法
や
機
能
な
ど
の
文
体
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
文

学
史
お
よ
び
文
化
史
に
作
品
を
位
骰
づ
け
て
、
今
後
の
研
究
上
の
利
用
に
も

展
望
を
示
す
。

一
例
と
し
て
、
本
苫
の
た
め
に
妍
た
に
薔
き
下
ろ
さ
れ
た
二
章
「

7

外

交
文
曹
と
し
て
の
牒
」
、
「
12

呪
願
文
考
序
説
」
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し

て
お
く
。

前
者
は
元
艇
元
年
（
八
七
七
）
四
月
に
渤
悔
国
中
台
省
か
ら
日
本
国
太
政

官
に
宛
て
た
牒
と
そ
の
返
牒
を
通
釈
し
、
そ
の
外
交
上
の
役
割
や
古
記
録
類

と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
節
と
し
て
、
こ
れ
を
扱
っ

た
先
行
の
注
釈
書
『
訳
注
日
本
古
代
の
外
交
文
書
』
（
鈴
木
靖
民
・
金
子
修

-
•
石
見
消
裕
•
浜
田
久
美
子
編
、
八
木
沓
店
、
二
0

一
四
年
）
の
読
解
に

つ
い
て
、
本
文
・
訓
読
・
語
紐
の
問
題
を
指
摘
す
る
。
特
に
語
曲
に
つ
い
て

は
唐
代
の
口
語
が
歴
史
資
料
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
実
例
が
示
さ
れ
、

本
書
の

20
章、

21
章
と
合
わ
せ
て
注
意
さ
れ
る
。

後
者
で
は
、
仏
事
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
漢
文
の
―
つ
で
あ
る
呪
朝
文
を

一
覧
し
、
そ
の
用
い
ら
れ
る
場
、
目
的
、
文
体
の
特
徴
お
よ
び
そ
の
変
化
に

つ
い
て
、
具
体
的
な
本
文
の
読
解
と
合
わ
せ
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

呪
願
文
を
網
羅
的
に
扱
っ
た
論
稿
は
な
く
、
今
後
の
研
究
の
た
め
の
基
礎
と

な
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
が
文
体
論
の
概
要
で
あ
る
が
、

II
で
は
、
平
安
朝
漢
詩
文
に
お
け
る

構
成
要
素
と
し
て
最
も
基
本
的
な
も
の
と
な
る
語
旗
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら

四
四

0
頁、

れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
の
語
批
と
は
詩
語
や
文
意
語
で
は
な
く
、
律
令

に
用
い
ら
れ
た
語
ふ
郷
や
歴
史
賓
科
に
特
有
の
用
語
、
あ
る
い
は
文
語
と
口
語

が
峻
別
さ
れ
た
中
国
に
お
い
て
詩
文
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
口
頭
語
な
ど

の
特
殊
な
用
語
を
指
し
て
い
る
。

17
漱
は
、
菅
原
道
真
の
詩
に
は
律
令
語
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
発
想

や
表
現
の
背
景
に
律
令
語
あ
る
い
は
律
令
の
規
定
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、

詩
の
主
題
そ
の
も
の
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

18
章
で
は
平

安
朝
詩
全
休
に
視
野
を
広
げ
、
律
令
語
摂
取
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
。
律

令
用
語
が
そ
の
ま
ま
詩
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
令
の
用
語
に

基
づ
い
た
和
製
漢
語
を
発
想
の
中
心
と
し
て
、
そ
の
縁
語
を
用
い
て
句
を
成

す
よ
う
な
作
詩
法
が
そ
の
例
で
あ
る
。

19
章、

20
章、

21
章
で
は
中
国
に
お

け
る
口
語
的
語
旗
が
諒
文
を
は
じ
め
と
し
た
古
代
文
献
に
取
り
入
れ
ら
れ
た

例
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
当
時
の
時
代
背
景
や
文
化
的
状
況
を
複
合
的
に
考
察
す
る
こ
と

に
よ
り
、
当
該
語
旬
の
意
味
、
使
用
さ
れ
た
慈
図
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
重
点
を
骰
い
て
い
る
。
本
書
の
序
文
が
こ
れ
ら
の
論
の
目
的
を
「
漢
詩

文
を
正
し
く
読
む
た
め
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
迎
り
、
語
粟
の
正
確
な
把
握

な
し
に
表
面
的
な
意
味
内
容
を
さ
ら
う
の
み
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
や
詩
の

趣
旨
を
作
者
の
意
図
に
沿
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
、
椋
を

正
さ
ね
ば
な
ら
な
い
思
い
が
す
る
。

（
勉
誠
出
版
、
二

0
一
七
年
五
月
、

（
き
た
じ
ま
・
つ
む
ぎ

八、

0
0
0
1
＋
税
）

本
学
大
学
院
拇
士
後
期
課
程
）
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