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藤
原
道
長
が
政
治
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
時
代
は
、
律
令
制
度

か
大
き
く
崩
れ
、
中
世
的
な
諸
制
度
が
成
立
し
た
時
期
に
当
っ
て
い

る
。
律
令
制
度
は
、
十
世
紀
に
入
る
と
急
速
に
崩
れ
は
じ
め
、
十
一

世
紀
の
第
二
四
半
期
に
入
る
頃
　
－
　
道
長
の
時
代
I
に
は
決
定
的

な
変
化
を
遂
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
未
墾
地
は
も
と
よ
り
公
田
も
私
領

と
し
て
有
力
農
民
の
領
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
彼
等
は
こ
の
所
領

を
中
央
の
権
門
寺
社
に
寄
進
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
、
荘
園
は

飛
躍
的
に
増
加
す
る
。
い
わ
ゆ
る
荘
園
国
街
領
体
制
（
中
世
的
体
制
）

の
成
立
で
あ
る
。
ま
た
、
租
庸
調
等
を
農
民
か
ら
徴
収
す
る
と
い
う

律
令
税
制
が
崩
れ
、
中
世
的
税
制
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
成
立
す
る

の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
道
長
は
中
世

泉
　
　
谷
　
　
康
　
　
夫

社
会
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
彼
の
政
治
は
か
か
る
点
で
歴
史
的

意
義
を
有
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
よ
う
に
言
う
と
、
道
長
は
極
め
て
進
歩
的
な
考
え
を
も
っ
て

い
た
人
物
の
よ
う
に
み
え
て
く
る
。
し
か
し
彼
に
は
、
極
め
て
保
守

的
な
面
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
晴
代
、
宮
廷
で
の
儀
式
は
貴
族
に
と
っ

て
頗
る
重
要
な
行
事
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
道
長
は
常
に
前
例
に

こ
だ
わ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
彼
の
日
記
『
御
堂
関
白
記
』
　
の
寛

仁
元
年
正
月
一
日
の
条
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

参
内
す
。
中
朝
拝
・
節
会
、
常
の
如
し
。
右
大
将
、
内
弁
に
候

す
。
次
侍
従
を
補
す
。
右
大
臣
、
之
を
行
う
。
按
察
大
納
言
、

東
列
に
立
つ
。
式
部
、
標
を
失
す
る
に
依
る
欺
。
（
中
略
）
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右
大
将
、
御
酒
勅
使
を
奏
す
。
唯
称
無
し
。

元
日
の
節
会
で
、
式
部
省
の
役
人
が
標
（
し
る
し
）
を
立
て
誤
っ
た

た
め
、
按
察
大
納
言
藤
原
斉
信
が
東
側
に
立
っ
て
し
ま
っ
た
と
そ
の

誤
り
を
指
摘
し
、
右
大
将
藤
原
実
資
が
御
酒
勅
使
を
奏
し
参
議
を
召

し
た
が
、
召
さ
れ
た
参
議
は
応
答
の
声
を
発
し
な
か
っ
た
と
そ
の
誤

り
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
式
次
第
の
誤
り
に
つ

い
て
、
道
長
は
、
そ
の
日
記
の
中
で
多
く
指
摘
を
し
て
い
る
。

旧
い
と
い
え
ば
、
道
長
が
政
治
権
力
を
握
る
た
め
の
手
段
と
し
た

の
は
、
自
分
の
女
の
産
ん
だ
皇
子
を
皇
位
に
即
け
外
戚
に
な
る
と
い

う
、
藤
原
氏
が
旧
く
か
ら
と
り
つ
づ
け
て
き
た
方
法
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
道
長
の
両
側
面
は
、
進
歩
的
で
積
極
的
な
政
治
を

行
っ
た
と
か
保
守
的
で
あ
っ
た
と
か
い
う
こ
と
を
示
す
の
で
な
く
、

彼
は
た
だ
時
代
の
流
れ
に
逆
わ
ず
同
調
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
み

る
こ
と
も
で
き
る
。
彼
が
積
極
的
だ
っ
た
の
は
政
治
権
力
を
掌
握
す

る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
、
政
策
等
に
関
し
て
い
え
ば
、
あ
ま
り
有
能

な
政
治
家
で
な
か
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
可
能
で
な

い
。

少
し
話
を
変
え
よ
う
。
長
徳
三
年
七
月
に
藤
原
理
兼
と
い
う
者
が

「
彼
の
国
和
（
あ
ま
な
）
わ
ず
」
と
称
し
半
年
前
に
任
じ
ら
れ
た
ば

か
り
の
尾
張
守
か
ら
摂
津
守
へ
変
っ
た
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
当

時
中
納
言
だ
っ
た
藤
原
実
資
は
彼
の
日
記
で
あ
る
『
小
右
記
』
の
中

で
、
こ
れ
は
道
長
が
奏
し
定
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
近
代
の
官
吏
の

任
命
は
た
だ
道
長
の
心
の
内
に
あ
る
と
そ
の
専
横
を
指
摘
す
る
と
共

に
、
「
天
下
の
貴
桟
い
よ
い
よ
以
て
欺
き
悲
し
む
」
「
乱
世
の
政
な

り
」
と
批
判
を
加
え
て
い
る
。

道
長
が
政
治
を
私
物
化
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
一
方
に
お

い
て
、
『
御
堂
関
白
記
』
と
『
小
右
記
』
に
み
え
る
長
和
二
年
正
月

二
十
六
日
に
起
っ
た
権
中
納
言
藤
原
懐
平
の
随
身
等
を
道
長
の
側
室

源
明
子
の
家
人
等
が
凌
礫
し
た
事
件
で
は
、
彼
は
公
正
な
態
度
を
持

そ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
道
長
は
、
彼
の
家
司
的
人
物
で
あ

る
藤
原
頼
任
と
い
う
者
を
事
件
の
下
手
人
と
し
て
検
非
違
使
別
当
の

も
と
へ
送
っ
た
が
、
別
当
が
道
長
に
気
兼
ね
し
て
下
手
人
を
送
り
返

し
て
く
る
と
、
検
非
違
使
右
衛
門
尉
源
頼
国
に
渡
し
て
拘
禁
さ
せ
、

公
的
機
関
を
通
し
て
公
正
に
事
件
を
処
理
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
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で
あ
る
。

ま
た
少
し
話
を
変
え
よ
う
。

此
の
世
を
ば
わ
が
世
と
ぞ
恩
ふ
望
月
の
欠
け
た
る
こ
と
も
な
し

と
恩
へ
ば

こ
の
歌
は
、
長
女
彰
子
が
一
条
天
皇
の
中
宮
に
、
次
女
研
子
が
三
条

天
皇
の
中
宮
に
な
っ
た
の
に
次
い
で
、
寛
仁
二
年
十
月
、
三
女
成
子

が
後
一
条
天
皇
の
中
宮
に
冊
立
さ
れ
た
時
、
そ
の
祝
宴
の
席
で
道
長

が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
歌
は
、
藤
原
実
資
の
日
記

『
小
右
記
』
　
に
だ
け
み
え
、
道
長
の
日
記
『
御
堂
関
自
記
』
　
に
は

「
此
に
於
て
余
和
歌
を
読
む
、
人
々
こ
れ
を
詠
ず
」
と
記
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。
『
小
右
記
』
に
よ
る
と
、
道
長
は
実
資
に
返
歌
を

求
め
、
「
誇
り
た
る
歌
に
な
む
あ
る
」
と
い
っ
て
右
の
歌
を
示
し
た

が
、
実
資
は
「
御
歌
優
美
な
り
、
酬
答
す
る
に
方
無
し
、
満
座
た
だ

こ
の
御
歌
を
諦
す
べ
し
」
と
い
っ
て
そ
の
場
を
し
の
い
だ
と
い
う
。

道
長
は
日
記
の
他
の
箇
所
で
は
自
分
の
作
っ
た
歌
を
記
し
て
い
る
の

に
、
何
故
右
の
歌
を
記
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
資
の
返
歌

が
な
く
不
興
だ
っ
た
と
か
、
「
誇
り
た
る
歌
」
で
あ
っ
た
の
で
書
き

づ
ら
か
っ
た
と
か
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
道
長

は
、
「
誇
り
た
る
歌
」
を
宴
席
で
堂
々
と
発
表
す
る
毒
落
な
性
格
の

よ
う
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
日
記
に
書
く
の
を
は
ば
か
る
と
い
う
案
外

繊
細
な
神
経
の
持
主
だ
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
。

道
長
の
場
合
、
史
料
が
比
較
的
多
く
、
彼
の
こ
と
に
つ
い
て
い
ろ

い
ろ
の
面
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
若
し
『
小
右
記
』
が
残
っ
て

い
な
か
っ
た
ら
、
道
長
に
関
す
る
知
識
は
著
し
く
減
じ
、
一
面
的
な

道
長
の
像
し
か
画
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
御
堂
関
白
記
』
が
残
っ
て

い
な
い
と
仮
定
し
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
そ
う
し
て
、
道
長
に

対
す
る
評
価
も
ま
た
変
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
つ
の
史

料
で
も
、
そ
の
読
み
方
と
い
う
か
、
読
む
人
の
受
取
り
方
で
、
人
物

の
評
価
は
変
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
良
い
人
で
あ
っ
た

か
ま
い
人
で
あ
っ
た
か
と
い
う
よ
う
な
、
我
々
の
価
値
観
が
強
く
入
っ

て
く
る
と
、
人
物
評
価
は
一
層
む
つ
か
し
く
な
る
。

い
わ
ゆ
る
民
衆
史
の
立
場
に
た
て
ば
、
階
級
社
会
の
支
配
者
は
皆

憩
い
人
間
で
あ
る
。
道
長
も
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
権
力

を
担
っ
て
い
た
時
は
中
世
社
会
の
成
立
期
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
い
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え
ば
、
少
く
と
も
彼
に
は
保
守
反
動
の
レ
ッ
テ
ル
は
貼
ら
れ
な
い
で

す
む
だ
ろ
う
。
一
方
、
道
長
は
、
天
皇
を
差
し
置
い
て
政
治
を
塑
断

し
、
け
し
か
ら
ぬ
奴
だ
と
考
え
て
い
る
人
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

少
し
観
点
を
変
え
よ
う
。
長
保
六
年
二
月
、
道
長
の
嫡
男
十
二
歳

の
頼
通
は
春
日
祭
使
と
し
て
南
都
に
た
っ
た
が
、
そ
の
留
守
中
に
都

で
は
雪
が
降
り
七
八
寸
ば
か
り
積
っ
た
。
こ
の
と
き
道
長
は
、

若
菜
つ
む
春
日
の
原
に
雪
降
れ
ば
こ
こ
ろ
つ
か
い
を
け
ふ
さ
へ

ぞ
や
る

と
詠
ん
で
い
る
。
寛
弘
九
年
正
月
、
側
室
明
子
腹
の
顕
信
が
比
叡
山

に
登
っ
て
出
家
し
た
時
、
道
長
は
い
た
く
嘆
き
、
そ
の
日
記
に
、

思
い
難
ず
る
（
欺
く
の
誤
り
か
）
に
於
て
は
、
罪
業
な
る
べ
き

に
依
り
、
田
心
ふ
所
な
し
。
然
れ
ど
も
寝
食
例
に
あ
ら
ず
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
み
る
と
、
道
長
は
子
の
こ
と
を
思
う
良

い
父
親
で
あ
っ
た
。

道
長
は
ま
た
、
子
女
を
天
皇
の
も
と
へ
入
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
多

く
の
才
能
あ
る
女
房
達
が
集
め
ら
れ
、
王
朝
文
化
が
華
開
い
た
。
か

か
る
点
か
ら
道
長
を
高
く
評
価
す
る
人
も
多
い
と
患
わ
れ
る
。

以
上
、
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
書
い
て
き
た
が
、
一
人
の
人
間
に
一

定
の
評
価
を
下
す
の
は
、
大
変
む
つ
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。

（
奈
良
教
育
大
学
教
育
学
部
）




