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平
安
時
代
末
期
の
源
平
合
戦
頃
に
、
伯ほ

う

耆き

国
（
鳥
取
県
西
部
）
の
支
配
権
を
巡
り

村
尾
氏
と
争
っ
た
小
鴨
氏
は
、
そ
の
後
も

在
地
豪
族
と
し
て
存
続
し
、
室
町
時
代
に

は
幕
府
か
ら
任
命
さ
れ
た
伯
耆
国
守
護
で

あ
る
山
名
氏
の
被ひ

官か
ん

（
守
護
の
家
来
）
と

な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

嘉か

吉き
つ

元
年（
一
四
四
一
）、
播は

り

磨ま

・
備
前
・

美
作
の
守
護
で
、
幕
府
の
要
職
を
務
め
て

い
た
赤
松
満み

つ

祐す
け

が
室
町
幕
府
六
代
将
軍
・

足
利
義
教
を
殺
害
し
、
満
祐
は
幕
府
の
追

討
軍
に
攻
め
ら
れ
自
害
す
る
と
い
う
事
件

が
起
こ
り
ま
す
が
（
嘉
吉
の
乱
）、
こ
の

時
自
害
し
た
満
祐
の
首
を
取
っ
た
伯
耆
守

護
山
名
教の

り

之ゆ
き

の
被
官
小
鴨
が
褒
美
を
与
え

ら
れ
た
こ
と
が
「
伊
勢
貞
助
記
」
と
い
う

書
物
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
被
官

小
鴨
」
は
小
鴨
之ゆ

き

基も
と

と
い
う
人
物
だ
と
思

わ
れ
、
こ
の
乱
の
戦
功
に
よ
り
備
前
国
守

護
も
兼
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
山
名
教
之
か

ら
、
備
前
国
守
護
代
（
守
護
の
代
行
を
す

る
役
職
）
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
小
鴨
氏

が
山
名
氏
の
下
で
確

固
た
る
勢
力
を
築
い

て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　

応お
う

仁に
ん

元
年
（
一
四

六
七
）
に
京
都
で
始

ま
っ
た
応
仁
・
文
明

の
乱
は
長
期
化
し
、

争
い
の
火
種
は
全
国

へ
波
及
し
て
こ
こ
に

戦
国
時
代
が
始
ま
り

ま
す
。
山
名
氏
は
乱
に
乗
じ
て
旧
領
回
復

を
目も

く

論ろ

む
赤
松
氏
と
播
磨
・
備
前
・
美
作

の
支
配
権
を
巡
っ
て
争
い
ま
す
。
こ
の

頃
、
伯
耆
で
は
南な

ん

条じ
ょ
う

氏
・
小
鴨
氏
ら
が
勢

力
を
強
め
て
お
り
、
山
名
氏
の
勢
力
が
衰

退
す
る
と
自
立
の
道
を
歩
み
、
小
鴨
氏
は

岩
倉
城
（
倉
吉
市
岩
倉
）
を
拠
点
に
、
出

雲
（
島
根
県
）
の
尼
子
氏
や
安
芸
（
広
島

県
）
の
毛
利
氏
ら
近
隣
の
大
名
や
、
羽
柴

秀
吉
の
中
国
攻
め
な
ど
の
進
攻
の
は
ざ
ま

で
従
属
し
た
り
、
敵
対
し
た
り
、
一
族
で

双
方
に
分
か
れ
た
り
し
な
が
ら
最
終
的
に

は
羽
柴
秀
吉
の
支
配
下
と
な
り
ま
す
が
、

毛
利
方
の
吉
川
元も

と

長な
が

に
よ
っ
て
岩
倉
城
を

落
と
さ
れ
て
し
ま
い
、
当
時
の
当
主
で
あ

る
小
鴨
元も

と

清き
よ

は
、
南
条
氏
の
当
主
・
南
条

元も
と

続つ
ぐ

と
兄
弟
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

南
条
氏
の
下
に
身
を
寄
せ
、
南
条
氏
の
一

族
と
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
小
鴨
氏
の
本
拠
地
に
あ
る
倉
吉

市
大
宮
に
は
小
鴨
神
社
が
鎮
座
し
ま
す
。

社
伝
に
よ
れ
ば
応
永
二
四
年（
一
四
一
七
）

年
に
小
鴨
氏
に
よ
り
京
都
の
下
鴨
神
社

を
勧か

ん

請じ
ょ
うし
て
建
て
ら
れ
、「
小
鴨
大
明
神
」

と
称
し
て
小
鴨
氏
の
氏
神
と
し
て
祀
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。小
鴨
神
社
と
い
え
ば
、

前
々
回
の
話
の
中
で
、
長
藤
で
戦
死
し
た

小
鴨
氏
の
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
現
在
の
奥

津
神
社
の
傍
ら
に
建
て
ら
れ
た
小
鴨
荒
神

（
現
小
鴨
神
社
）
が
あ
り
ま
す
。
地
元
の

言
い
伝
え
通
り
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
神

社
は
無
関
係
な
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に

そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
場
所
に
存
在
す
る
同

じ
名
前
の
神
社
が
無
関
係
と
い
う
の
も
不

自
然
な
気
が
し
ま
す
。
戦
国
時
代
は
「
南

条
氏
を
支
持
す
る
豪
族
が
奥
津
に
城
を
構

え
た
」と
書
か
れ
た
当
時
の
書
状
が
あ
り
、

国
境
近
い
町
域
北
部
は
伯
耆
勢
力
の
支
配

が
及
ん
だ
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ

こ
で
、こ
こ
か
ら
は
想
像
の
範
囲
で
す
が
、

こ
の
よ
う
な
情
勢
下
で
小
鴨
氏
の
一
族
も

し
く
は
そ
れ
を
支
持
す
る
勢
力
な
ど
が
、

こ
の
地
が
小
鴨
氏
の
勢
力
下
で
あ
る
こ
と

を
示
す
た
め
に
長
藤
に
小
鴨
氏
の
氏
神
で

あ
る
小
鴨
神
社
を
勧
請
し
て
祀
っ
た
と
い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
地

で
小
鴨
氏
の
支
配
を
巡
る
戦
が
あ
っ
て
も

不
思
議
で
は
な
い
で
す
し
、
そ
れ
が
平
安

時
代
末
期
の
小
鴨
・
村
尾
の
争
い
と
混
同

し
、
伝
説
化
し
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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