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第

一
章

中
世
後
期
の
在
地
動
向

は

ドし
め

に一

在
地
小
領
主
､
お
よ
び
彼
ら
の
所
持
す
る
中
間
得
分
権
の
掌
握

･
編
成
が
'
戦
国
大
名
領
国
支
配
に
と

つ
て
の
主
要
な
環
で
あ

っ
た

こ
と
は
､
周
知
の
事
柄
と
い
え
よ
-
｡
戦
国
大
名
が
'
中
間
得
分
権
の
否
定

･
給
分
化
を
通
じ
て
､
彼
ら
と
知
行
-
軍
役
関
係
を
結

び
'
家
臣
団
と
し
て
編
成
す
る
と
い
う
動
向
は
'

一
九
七
〇
年
代
の
研
究
の
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
著
者
も
'
そ
の
甥
尾
に

(1
)

付
し
て
'
毛
利
領
国
に
お
け
る
動
向
を
検
討
し

L
J
.

.

(2
)

し
か
し

1
方
'
批
判
的
見
解
J
提
出
さ
れ
て
い
る
0
ま
ず
'
戦
国
大
名
の
掌
握
自
体
に
否
定
的
な
見
解
が
あ

る
｡

こ
-
し
た
見
解

(3
)

は
､
後
北
条
氏
の
検
地
が
'
｢内
徳
｣
(=
得
分
)を

｢本
途
｣
(-
年
貢
)
に
吸
収
し
ょ
う

と
す
る
志
向
性
を
示
し
て
い
な
い
と
す
る
説

に
立

脚
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
他
の
今
川
な

ど
の
領
国
に
関
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
c
L
か
ら
､
後
北

(4
)

条
領
国
の

｢内
徳
｣
も
､
実
は
､
旧
来
の
中
間
得
分
を
大
幅
に
否
定
さ
れ
た
上
で
再
編
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ

る
.

し
た
が

っ
て
'

戦
国
大
名
の
政
策
と
し
て
'
中
間
得
分
権
の
掌
握
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
､
否
定
で
き
ぬ
事
実
と
い
え
よ
う
.

よ
-
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
戦
国
大
名
が
中
間
得
分
権
を
掌
握

･
保
障
し
た
こ

と
は
認
め
る
が
､
そ
れ
を
領
主
的
土
地
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所
有
権

と
し
て
編
成
し
た
こ
-
に
は
否
定
的
な
見
解
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
中
間
得
分
権
-
は
､
｢荘
園
制
的
な
職
体
系
と
は
違

っ
た

よ
-
自
立
的
な
農
民
あ
る
い
は
在
地
の
職
な
の
で
あ
-
-
-
俄
国
大
名
が
名
体
制
を
認
め
ず
､
加
地
子
､
内
徳
を
吸
収
し
た
と
し
て

も
'
そ
れ
は
在
地
村
落
で
の
加
地
子
'
内
徳
の
収
取
関
係
を
直
接
香
走
す
る
も
の
で
は
な
-
､
逆
に
そ
れ
は

『百
姓
』
間
の
関
係
と
し

3L･J門

て
矛
盾
を
激
化
さ
せ
つ
つ
存
続
す
る
｣
と
い
う
見
解
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
見
解
は
､
在
地
小
領
主

･
中
間
得
分
権
の
農
民
的

･
耕
作
権

的
性
格
を
強
調
す
る
も
の
で
､

い
-
つ
か
の
地
域
を
対
象
に
'
見
解
の
対
立
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
｡

今
川
領
国
に
関
し
て
は
'
有
光
友
学
氏
が
､
城
国
大
名
は
在
地
の
土
地
所
有
関
係
を
､
｢名
職
｣
(拾
恩
で
あ
-
､
年
貢
定
柄
の
請
負
機

(6
)

能
を
も
つ
)ト
｢百
姓
職
｣
(年
貢
負
担
葬
務
)
と
し
て
再
編
成
し
た
と
の
見
解
を
提
出
し
た
｡
氏
は
'
こ
れ
に
よ

っ
て
､
急
速
な
上
下
分
解

の
過
程
に
あ

っ
L
J名
主
層
の
-
ち
の
特
定
の
有
力
部
分
が
'
｢名
職
｣
所
持
者
と
し
て
､
戦
国
大
名
権
力
体
系
の

一
塊
を
祖
-
支
配
階

級
に
転
化
し
た
と
L
L
JC
こ
れ
に
対
し
て
下
村
致
氏
は
､
｢名
職
｣
は
自
己
の
拘
分
の
年
貢
公
事
納
入
責
任
を
も
つ
点
で

｢百
姓
職
｣

(7
)

と
本
質
的
相
違
は
な
-
J
そ
の
所
持
者
も
多
-
は
百
姓
身
分
で
あ

っ
た
と
し
て
､
批
判
を
加
え

L
J
｡

氏
に
よ
れ
ば
'
名
主

･
r名
職
｣

自
体
は
､
近
世
の
百
姓
的
身
分

･
権
利

へ
の
傾
斜
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
大
友
領
国
に
関
し
て
は
､
宇
佐
首
領
に
お
け
る

｢
下
作
職
｣
の
性
格
如
何
と
い
-
形
で
､
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
｡
外
囲
豊
基
氏
は
､
そ
れ
を
'
年
貢
等
の
給
主

へ
の
負
担
義
務
を

も
つ
が
､
坪
付
上
の
名
請
と
は
別
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
規
定
し
た
｡
そ
の
進
止
権
は
原
初
的
に
は
宇
佐
富
に
属
し
'
そ
の
所
持
主
体

(8
)

も
在
地
領
主
で
あ

っ
た
と
し
'
そ
こ
に
封
建
的
土
地
所
有
の
原
形
を
見

た
c

L
か
し

1
万
､
稲
本
紀
昭
氏
は
'
そ
れ
を
耕
作
権
と
規
定

し
､
大
友
氏
は
そ
の
保
護
政
策
を
と

つ
L
Jも
の
の
､
地
南
と
の
収
奪
関
係
の
存
在
と
い
-
矛
盾
を
解
決
で
き
ず
､
ま
た
'
そ
の
集
碑
に

(9
)

固
執
す
る
小
土
豪
層
は
､
自
ら
の
領
主
的
発
展
の
道
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な

っ
L
Jと
し
た
｡

木
村
忠
夫
氏
も
､
そ
れ
を
名
主
に
対
し
加
地

(10
)

子
そ
の
他
を
納
め
る
義
務
を
も
つ
耕
作
権
と
規
定

し

､

戦
国
大
名
に
よ
る
検
地
を
通
じ
た

1
色
支
配
体
制
の
構
築
に
よ

っ
て
､
名
請
人

(n
)

と
し
て
の
公
的
権
利
と
な
る
と
し

た

｡
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こ
の
よ
う
に
見
て
-
る
と
'
戦
国
大
名
が
掌
握

･
編
成
し
た
在
地
小
領
主

･
中
間
得
分
権
が
'
領
主
階
級

･
領
主
的
土
地
所
有
権

へ

と
上
昇
転
化
し
て
は
い
な
い
と
す
る
見
解
の
根
拠
に
は
'
第

一
に
'
中
間
得
分
権
が
百
姓
の
側
に
成
立
す
る
在
地
的
権
利
で
あ
-
､
職

国
大
名
に
よ
る
編
成
後
も
､

一
方
で
は
年
貢
等
の
上
納
義
務
を
有
し
て
い
る
こ
と
'
第
二
に
'
近
世

へ
の
移
行
後
'
こ
れ
ら
の
階
層

･

権
利
が
農
民
的
身
分

･
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
Q
毛
利
領
国
に
関
し
て
は
'
研
究
は
十
分
進
め
ら
れ
て
は

(12
)

(13
)

い
な
い
が

､

事
実
と
し
て
は
同
様
な
点
が
確
認
さ
れ

る

｡

と
す
れ
ば
､
こ
の
よ
う
な
見
解
を

ど
-
評
価
す
べ
き
で
あ
る
か
は
､
避
け
て

通
れ
な
い
課
題
と
い
え
よ
-
｡
著
者
は
'
右
の
点
は
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
は
い
る
が
､
そ
れ
を
も

っ
て
上
昇
転
化
を
否
定
す
る
根

拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
｡

ま
ず
'
封
建
社
会
に
お
が
る
農
民
的
土
地
所
有
は
､
｢隷
農
の
個
人
的
土
地
所
有
は
､
す
な
わ
ち
領
主
と
の
隷
従
関
係
そ
の
も
の
で

(14
)

あ

る
｣

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
､

権
利
と
し
て
は
き
わ
め
て
消
極
的
な
も
の
で
あ
る
0
そ
れ
を
前
提
-
し
て
'
そ
こ
に
お
け
る
剰
余
の

1

定
の
安
定
的
形
成
が
'
百
姓
間
の
搾
取
関
係
と
し
て
の
中
間
得
分
権
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
も
中
間
得
分
権
は
､
経
済
外
的

強
制
の
体
系
を
確
立
し
て
い
な
い
点
で
'
封
建
社
会
に
お
け
る
権
利
と
し
て
は
不
安
定
で
あ
-
､
中
間
的

･
過
渡
的
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
'
そ
の
成
立
の
前
提
と
し
て
の
百
姓
的

･
在
地
的
性
格
を
'

7
貫
し
た
固
定
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
む
し
ろ
'

こ
う
し
た
権
利
お
よ
び
そ
の
所
持
主
体
の
歴
史
的
発
展

･
展
開
過
程
の
中
で
､
城
国
大
名
に
よ
る
掌
握

･
編
成
の
対
象
と
な
る
に
至
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
の
際
､
在
地
性
や
そ
れ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
年
貢
等
の
上
納
義
務
の
存
在
を
も

っ
て
そ
の
領
主
的
性

(15
)

格
を
否
定
す
る
の
は
へ
兵
農
分
敵
に
よ
る

｢在
地
L
L
Jま
ま
で
は
封
建
領
主
た
-
え
ぬ
構

造

｣

(=
特
殊
幕
藩
体
制
的
社
全
構
造
)
の
成
立

を
前
提
と
し
て
'
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
'
戦
国
期
に
そ
れ
を
適
用
す
る
の
は
誤
-
で
あ
る
｡
同
様
に
､
近
世
に
お
け

る
身
分

･
権
利
関
係
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
I
で
､
戦
国
期
の
身
分

･
権
利
の
性
格
を
規
定
す
る
の
も
'
結
果
か
ら
見
た
必
然
論
で
歴
史
的
評

価
と
し
て
は
正
し
-
な

い
｡
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問
題
は
'
む
し
ろ
こ
の
よ
-
な
見
解
が
提
出
さ
れ
る
根
拠
に
あ
る
｡
そ
れ
は
'
第

一
に
は
､
中
間
得
分
権

･
在
地
中
領
主
の
過
渡

的

･
中
間
的
性
格

と
い
-
､
事
実
と
し
て
存
在
す
る
問
題
で
あ
る
｡
第
二
に
は
'
城
国
期
を
近
世
を
基
準
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す

B耶
E

る
､
研
究
方
法
上
の
問
題
で
あ

る

｡

し
た
が

っ
て
'
戦
国
大
名
に
よ
る
中
間
得
分
権

･
在
地
小
領
主
の
掌
握

･
編
成
を
正
し
-
意
義
づ

け
る
に
は
'
そ
の
歴
史
的
発
展
過
程
を
分
析
し
'
そ
の
中
に
戦
国
大
名
領
国
段
階
を
位
置
づ
け
､
そ
こ
で
の
固
有
の
問
題
と
し
て
検
討

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
本
章
は
､
こ
-
L
L
J問
題
意
識
を
う
け
て
､
中
世
後
期
中
国
地
方
に
お
い
て
､
中
間
得
分
権
を
め
ぐ

っ
て

展
開
す
る
社
会
関
係
を
､
在
地
中
領
主
層
の
動
向
を
中
心
に
分
析
し
､
戦
国
大
名
に
よ
る
そ
の
編
成
菅
の
歴
史
的
前
提
を
解
明
す
る
こ

と
を
課
題
と
し
て
い
る
C

分
析
の
対
象
は
'
主
と
し
て
､
安
芸
国
佐
西
郡
玖
島
郷
と
､
豊
田
郡
沼
田
庄
梨
子
羽
郷
弁
海
名
で
あ
る
O
前
者
に
つ
い
て
は
､
す
で

に
い
-
つ
か
の
先
行
研
究
が
あ
る
C
そ
れ
に
よ
れ
ば
'
玖
島
郷
は
､
｢鎌
倉
末
期
の
こ
ろ
か
ら
は
､
神
主
家
の
支
配
に
属
し
､
厳
島
社

(17
)

へ
の
貢
的
関
係
も
生
じ
た
と
こ
ろ
｣
で
あ
-
､

い
-
つ
か
の
百
姓
名
の
集
合
体
-
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
｡

こ
の
名
は
､
慶
長
五
年

(18
)

二

六

〇
〇
)の
年
貢
納
入
単
位
と
し
て
存
続
し
て
お
-
'
そ
の
納
入
者
は
､
｢中
世
名
主
の
地
位
を
継
承
す
る
有
力
農
民
で
あ
っ

た

｣

｡

ロMl
E

さ
ら
に
､
玖
島
郷
に
は

｢刀
繭
を
中
心
と
す
る
自
治
的
な
政
治
秩
序
が
比
較
的
自
由
に
形
成
さ
れ
て
い

た

｣
.
こ
の
よ
-
に
'
玖
島
郷

に
は
､
在
地
中
領
主
を
中
心
-
す
る
村
落
秩
序
が
中
世
後
期
に
は
存
在
し
'
職
国
期
ま
で
存
続
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

し
た
が

っ
て
､
本
稿
の
課
題
に
と

っ
て
､
格
好
の
分
析
対
象
と
い
え
よ
う
｡

(
20
)

後
者
に
つ
い
て
は
､
石
井
進
氏
が
'
小
早
川
氏
支
配
下
の
名
の
実
態
の
好
例

と
し
て
論
及
し
て
い

る

｡

そ
れ
に
よ
る
と
､
鎌
倉
期
か

ら
南
北
朝
初
期
ま
で
'
弁
海
名
主
は
'
右
衛
門
尉
の
地
位
を
も
つ
領
主
的
性
格
の
濃
厚
な
源
氏
の

1
族
が
､
代
々
勤
め
て
い
た
｡
名
主

職
は
預
所
よ
-
任
命
さ
れ
て
お
生

名
主
は
中
央
の
領
家

･
領
所
と
結
び

つ
い
て
い
で
､
地
頭
勢
力
と
対
抗
し
て
い
た
Q
と
こ
ろ
が
､

南
北
朝
動
乱
の
過
程
で
源
氏

1
族
は
没
落
し
､
名
も
い
-
つ
か
に
分
解
し
て
し
ま
う
C
そ
れ
は
'
小
早
川
氏
に
よ
る
沼
田
庄
制
圧
の
時
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期
に

一
致
す
る
｡
梨
子
羽
郷
南
方
は
､
竹
原
家
の
所
領
と
な
上

本
宗
家
の
勢
力

と
接
触
す
る
第

一
線
と
し
て
'
弁
海
名
の
か
な
-
の

部
分
は
家
臣
の
矢
原
氏

･
未
桧
氏
の
給
分
と
な
-
､
竹
原
家
の
支
配
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
｡
こ
の
よ
う
に
'
在
地
領
主
の
侵
略
に
よ

っ
て
そ
の
領
有
体
系
に
編
入
さ
れ
た
弁
海
名
の
分
析
は
､
前
者
と
の
対
比
を
通
じ
て
'
在
地
動
向
を
よ
-
全
体
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
.

(1
)

本
書
第
三
部
第

一
輩
｡
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
､
｢
は
じ
め
に
｣
参
照
.

(2
)
佐
々
木
潤
之
介
氏
は
､
｢俄
国
大
名
の
成
立
の
一
般
的
契
機
と
し
て
'
あ
る
い
は
ほ
ん
ら
い
的
基
礎

と
し
て
､
内
徳
分
へ
の
掌
握
が
あ

っ
た
か

-J
い
え
ば
､
そ
れ
は
否
で
あ
ろ
う
｣

と
主
張
し
て
い
る
(｢職
国
大
名
の
権
力
構
造
に
つ
い
て
｣
(r歴
史
公
論
≡

ニ
I
四
号
二

九
七
七
年
)
E
II二

頁
｡
ま
L
J､
小
林
清
治
氏
も
､
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
(｢
『取
回
期
の
梯
力
と
社
会
』
書
評
｣
(『史
学
雑
誌
｣
八
｣ハー
八
号
､

一
九
七
七

年
､
参
照
)A

(3
)
池
上
裕
子

｢暇
国
大
名
領
国
に
お
け
る
所
領
お
よ
び
家
臣
団
編
成
の
展
開
｣
(『俄
同
期
の
権
力
と
社
会
』

l
九
七
六
年
)参
照
｡

(4
)

池
上
氏
自
身
､
｢北
条
領
国
の
農
民
に
と
っ
て
‥
-
･検
地
は
旧
来
の
耕
作
分
類
や
本
年
貢

･
加
地
子
(内
徳
)
の
額
な

ど人
々
が
形
成
し
先
例
と

し
て
守
り
抵
抗
の
根
拠
-
し
て
き
た
も
の
を

一
斉
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
L
JL
(｢恨
国
期
に
お
け
る
農
民
闘
争
の
展
開
｣
(r歴
史
評
論
j
三
l
天

I

号
､

一
九
七
七
年
､

一
九
真
)
と
明
快
に
述
べ
で
い
る
｡

(5
)

松
浦
黄
則

｢永
原
慶
二
氏

r大
名
領
国
利
下
の
農
民
支
配
原
則
L
を
読
ん
で
｣
(『歴
史
評
論
-
三
二
六
号
へ

l
九
七
七
年
)
八
1
頁
｡

(6
)

有
光
友
学

｢職
国
大
名
今
川
氏
の
歴
史
的
性
格
｣
(『日
本
史
研
究
』

一
三
八
号
､

7
九
七
四
年
)
参
照
C

(7
)

下
村
放

｢有
光
友
学
氏
今
川
検
地
論
批
判
｣
(『日
本
史
研
究
』

1
七
〇
号
､

1
九
七
六
年
)参
照
｡

(8
)
外
囲
盟
基

｢中
世
後
期
宇
佐
首
領
に
お
け
る
在
地
動
向
｣
(『史
学
研
究
J

二

二
号
､

l
九
七

一
年
)参
照
O

(9
)

稲
本
紀
昭

｢職
国
的
権
力
編
成
の
成
立
｣
(r
日
本
史
研
究
し

一
〇
八
号
'

1
九
六
九
年
)
参
照
｡

(1
)

木
村
忠
夫

｢田
原
招
忍
の
軍
事
力
｣
(r九
州
史
学
』
二
七

･
二
九

･
三
二
号
､

一
九
六
四
年
)
参
照
Q
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(1
)

木
村
忠
夫

｢実
弾
時
元

･
大
石
寺
名
坪
付
注
文
｣
(r年
報
中
世
史
研
究
j
創
刊
号
､

一
九
七
六
年
)参
照
｡

(1
)

松
浦
義
則

｢大
名
鎖
国
別
の
進
展
と
村
落
｣
(『史
学
研
究
]

二

八
号
､

1
九
七
二
年
)
が
､
そ
の
中
で
は
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ

る
｡

(13
)

中
間
得
分
権
が
5,.主
的
土
地
所
有
権
に
拒
化
し
た

｢
下
級
領
有
権
｣
に
は
'
年
貢
等
の
上
納
義
務
が
付
随
す
る
(本
書
第
三
部
第

1
章
参
照
)
｡

ま
た
､
慶
長

一
九
年
の

｢作
付
之
次
第
｣
(閥
二
-
九

一
°
)に
よ
れ
ば
､
｢作
職
｣
は

｢当
検
地
名
詞
之
者
に
相
定
｣
め
る
こ
と
-
さ
れ
て
い
る
｡

20 1918 1716 1514

川
島
武
宜

r近
代
社
会
と
法
≡
岩
波
書
店
二

九
五
九
年
､
二
五
八
京
｡

朝
尾
直
弘

｢兵
濃
分
離
を
め
ぐ
っ
て
｣
(r日
本
史
研
究
)
七

l
号
､

1
九
六
三
年
)
五
二
頁
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
本
書
第
三
部
第

一
章

｢
は
じ
め
に
｣
参
照
｡

松
岡
久
人

｢戦
国
期
を
中
心
と
す
る
厳
島
社
の
社
領
支
配
概
構
｣
(『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』

1
二
号
'

1
九
五
七
年
)
四
八
頁
｡

松
浦
弱
則

｢豊
臣
期
に
お
け
る
毛
利
氏
鋲
国
の
農
民
支
配
の
性
格
｣
(r史
学
研
究
3

1
二
九
号
'

1
九
七
五
年
)
1
四
頁
｡

松
岡
前
掲
論
文
五

1
貢
O

石
井
進

『中
世
武
士
団
A
(小
学
館
版

r
日
本
の
歴
史
J
12
'

一
九
七
四
年
)
二
七
五
～
八
二
頁
｡

第

一
節

｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
の
性
格

ま
ず
'
在
地
に
成
立
す
る
中
間
得
分
権
の
特
徴
を
､
土
地
制
度
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
c

I

玖
島
郷
に
お
け
る
土
地
制
度

元
応
二
年
(
二
三

一〇
)
二

一月
､
玖
島
郷
を
構
成
す
る
名
の

一
つ
で
あ
る
国
重
名
の

｢名
主
職
｣
な
る
権
利
の
宛
文
が
発
給
さ
れ
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た
C

(-
)

〔史
料
A

〕

宛
行

久

嶋
郷
国
重
名
主
職
事

合
伍
段
大
老

右
件
名
田
者
'
上
御
沙
汰
極
了
'
御
判
下
上
着
､
不
可
別
子
細
者
也
､
但
社
役
御
年
貢
以
下
御
公
事
'
無
慨
怠
可
被
勤
仕
者
也
､

仇
苑
文
状
如
件

元
応
二
年
十
二
月
四
日

近
久
(花
押
)

.

貞
守
(花
押
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
､
｢国
重
名
主
職
｣
と
は
'
｢社
役
御
年
貢
以
下
御
公
事
｣
を

｢無
聯
怠
可
被
勤
仕
｣
き
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
､
か

わ
-
に
'
五
段
大
の

｢名
田
｣
が
与
え
ら
れ
る
-
い
-
も
の
で
あ

っ
た
｡
と
こ
ろ
で
'
こ
の
宛
文
が
出
さ
れ
る
直
前
の
同
年

一
〇
月

一

(鴫
)

七
日
に
､
｢国
重
名
内
田
地
五
段
大
百
姓
職
｣
を
'
｢久
口

郷
住
人
三
郎
入
道
西
阿
｣
な
る
人
物
に

｢領
知
｣
さ
せ
る
べ
き
旨
の
奉
書

(2
)

が
出
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
奉
書
の
宛
先
は

｢隠
岐
七
郎
左
近
允
｣
と

｢同
弥
次
郎
｣
-
な

っ
て
い
る
が
､
こ
れ
が
発
給
さ
れ
る
前
提
-

(3
)

な
っ
た
正
和
年
(
1
三
l
二
)
四
月

〓

1日
付
の
奉
書
で
は
'
宛
先
が

｢政
所
隠
岐
三
郎
入
道
｣
と
な

っ
て
い
る
｡
そ
こ
で
､
在
地
の
土

地
所
有
関
係
を
め
ぐ
る
荘
園
領
主
の
決
定
は
､
現
地
支
配
担
当
者
で
あ
る
政
所
を
通
じ
て
執
行
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
､
こ
の
二
通
の
文

書
も
､
国
玉
名
内
の
五
段
大
の
田
地
の
所
持
を
西
阿
に
認
め
た
旨
を
､
本
人
と

政
所
と

に
伝
え
た
も
の
と
推
定
で
き
る
o
こ
の
よ
-
ド

推
定
す
る
と
､

1
万
で
は

｢名
主
職
｣J
他
方
で
は

｢盲
姓
職
｣
と
表
現
さ
れ
て
い
る
権
利
が
'
果
た
し
て
同

1
の
も
の
だ
と
い
え
る

の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
ょ
-
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
'
西
阿
は

｢名
主
職
｣
に
補
任
さ
れ
た
の
だ
が
､
そ
れ
に
伴

っ
て
与
え
ら

れ
た
権
利
が
'
名
全
体
で
は
な
-
名
内
の
1
部
の

｢名
田
｣
に
か
か
わ
る
も
の

(=
名
主
分

｢百
姓
職
｣)で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
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る
O
と
い
-
の
は
第

一
に
､
こ
の
五
段
大
の

｢名
田
｣
は
'
国
重
名
を
構
成
す
る
全

｢名
田
｣
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
.
す
な
わ
ち
､

(4
)

正
和

1
年
の
奉
書
に
よ
れ
ば
､
荘
園
領
主
は

｢国
重
名
田
｣
と
し
て
八
段
の
面
積
を
掌
握
し
て
い
L
J
の
で
あ

る

C

こ
の
こ
と
は
'
｢名

田
｣
と
は
､
年
貢

･
公
事
の
負
担
単
位
と
し
て
の
名
と
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
し

名
を
構
成
す
る
田
地
-

い
わ
ば

｢名
田
体
制
｣
解

(5
)

体
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
た
後
の

｢
二
次
的
名
田
｣-

の
呼
称
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

と
す
れ
ば
へ
そ
の
権
利
が
個
々
の
田
地

に
関
す
る

｢盲
姓
職
｣
と
表
現
さ
れ
て
,d
不
思
議
は
あ
る
ま
い
｡
第
二
に
､
こ
の

｢百
姓
職
｣
の

｢領
知
｣
に
対
応
し
L
J義
務
が
､
元

応
二
年
の
奉
書
に
J･t
る
と
､
｢社
役
以
下
公
事
任
先
例
可
催
勤
｣
き
こ
と
で
あ

っ
L
J
か
ら
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
の

｢百
姓
職
｣
所

持
者
は
､
名
内
の
盲
姓
に
対
し
'
社
役

･
公
事
を
催
促
す
る
と
い
-
'
名
主
的
機
能
を
果
た
さ
ぬ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
C

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
､
国
重
名
の
名
主
は
､
年
貢

･
公
事
の
徴
収
機
能
に
お
い
て
は
名
全
体
と
か
か
わ
る
が
'
そ
の
も
つ
権
利

は
'
名
内
の

二
足
の
土
地
に
対
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
と
す
れ
ば
､
国
重
名
内
の
他
の
土
地
に
関
し
て
も
､
権
利

を
有
す
る
百
姓
が
存
在
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
｡
そ
れ
を
示
す
の
が
'
次
の
史
料
で
あ
る
｡

(6
)

〔史
料

B
〕

(端
数
書

)

｢

久
向
十
郎
入
道
訴
状
注
進
快
事
｣

沙
弥
見
阿
謹
言
上

欽
慕
早
任
訴
陳
旨
御
成
敗
､

件
条
於
国
董
名
依
為
少
分
'

刀
醐

国
重
名
内
刀
踊
無
山
代
入
道
与
見
阿
沙
汰
番
京
都
経
間
'

令

押
領
条
無
其
謂
子
細
軍

国
上月

安

清

三
名
之

余

佃
取
集

二
､
先
給
主
弥
大
郎
入
道
類
井
十
余
人
百
姓
号
同
心

一
名
作
立
､
為
御
年

鴇
弘

(蹄
カ
)

貢
偏
国
重
名
作
立
処
､
山
代
入

道

以
非
儀
出
沙
汰
経
京
都
其
間
析

読

ニ
テ
､
刀
珊
見
阿
分
押
鎖
条
存
外
次
第
也
､
排
為
山
代
入

八時
脱
力
)

荊
同

道
無
道
故
'
故
六
条
之
入
道
御
析
之
御

被

苛

責
了
'
其
後
復
故
周
防
之
前

司

御
所
御
時
致
復
沙
汰
処
､
山
代
入
道
被
苛
責
分
'

見
阿
□
御
下
知
蒙
国
重
名
内
田
地
二
刀
爾
此
十
余
年
令
押
領
存
外
次
第
也
'
国
垂
名
職
者
過
四
十
余
年
者
也
'
以
全
御
年
貢
御
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(カ
)

公
事
無
僻
患
者
也
､
而

一
阿
殿
代
走
近
時
之
□
致
沙
汰
刻
､
新
田
も
御
検
兄
之
時
取
帖
論
坪
仲
条
明
文
也
､
而
台
上
歎

御

時

こ
､
為
御
堂
之
免
所
上
着
不
致
沙
汰
処
､
自
任
方
殿
惣
々
有
其
鉢
'
蒙
仰
間
御
年
貢
可
備
進
之
間
御
代
馬
入
道
殿
歎
申
処
､
見

阿
為
道
理
事
郷
内
之
百
姓
等
被
承
条
顕
然
也
､
乍
有
サ
ハ
佐
方
殿
御
下
之
時
'
可
蒙
御
成
敗
所
也
'
蒙
仰
可
然
者
如
元
刀
禰
押

領
分
国
重
可
被
付
置
之
御
成
敗
為
直
､
仇
粗
恐
々
言
上
如
件
'

正
和
四
年
十
二
月

日

こ
の
史
料
は
､
国
重
名
内
の
田
地
を
め
ぐ

っ
て
'
｢沙
弥
見
阿
｣
な
る
人
物
と

｢
山
代
入
道
｣
な
る
人
物
と
が
相
論
を
起
こ
し
'
争

(7
)

い
が
京
都
に
-
ち
こ
よ
れ
て
い
る
最
中

に
'
刀
楠
が
そ
の
土
地
を
押
領
し
た
の
に
対
し
'
見
阿
が

｢如
元
刀
禰
押
領
分
国
重
可
被
付
置

之
御
成
敗
｣
を
要
求
し
た
訴
状
で
あ
る
｡
相
論
に
関
し
て
は
後
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
L
t
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
､
国
玉
名

の
成
立
事
情
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
国
重
名
は
'
も
と
の
国
重
名
に
他
の
三
名
の

｢余
佃
｣
を
取

(8
)

集

め
､

｢先
給
主
弥
大
郎
入
道
類
井
十
余
人
百
姓
号
同
心
｣
し
て
'
年
貢
納
入
の
た
め
に

｢作
立
｣
で
た
-
の
で
あ

っ
た
｡
こ
こ
か
ら

国
垂
名
は
'
第

1
に
年
貢
納
入
の
単
位
と
し
て
､
第
二
に
従
来
の
名
を
再
編
成
す
る
形
で
､
複
数
の
百
姓
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
れ
で
は
､
こ
れ
ら
の
百
姓
は
い
か
な
る
立
場
か
ら
そ
の
形
成
に
､
参
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
O

I

訴
人
見
阿
は
'
国
重
名
内
に

｢見
阿
分
｣
の
田
地
を
所
持
し
て
お
-
'
参
加
し
た
百
姓
の

1
員
と
考
え
ら
れ
る
｡
彼
は
､
四
〇
年
以

上
の

｢国
真
名
職
｣
の
歴
史
の
中
で
'
｢以
全
御
年
貢
御
公
事
無
慨
怠
｣
-
納
め
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
彼
の
所
持
す
る
田
地
が

刀
相
に
よ

っ
て
押
領
さ
れ
た
こ
-
を
領
主
に
訴
え
､
そ
の
返
付
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
.
訴
訟
に
お
い
て
こ
う
L
L
J主
張
が
な
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
'
百
姓
が
､
自
ら
の
所
持
す
る
土
地
の
年
貢
公
事
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
領
主
か
ら
直
接
権
利
を
保
障
さ
れ

て
い
る
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
-
い
え
よ
-
Q
そ
-
し
た
権
利
主
体
と
し
て
'
百
姓
は
名
の
形
成
に
参
加
し
L
J
の
で
あ

-
'
そ
の
点
で
は
､
名
主
も
同
じ
立
場
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
事
情
が
'
前
述
の
よ
う
な
名
主
職
の
性
格
を
生
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み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

2

弁
海
名
に
お
け
る
土
地
制
度

右
の
よ
う
な
国
重
名
の
特
徴
は
'
弁
海
名
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
弁
海
名
は
､
永
和

1
年
(
二
二
七
五
)
の

(9
)

(10
)

｢取
帳
｣
に
よ
れ
ば
'

一
町
九
段
三
〇
〇
歩
の
土
地
か
ら
な

-

､

そ
こ
か
ら

｢領
家
分
延
米
｣
な

ど
五
石
六
斗
七
升
五
合
(そ
の
他
に

｢古
書
銭
｣
七
三
〇
文
)
が
納
め
ら
れ
て
い
た
｡
ま
た
､
｢弁
海
御
公
事
足
之
外
､
名
主
職
よ
-
も
と
さ
た
仕
候
分
｣

と
し
て
'
領
家
や

(‖
)

地
頭
の
年
貢
分
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
後
述
す
る
よ
-
に
､
下
地
の
抑
留
に
よ
っ
て
直
接
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た

た
め
に
､
元
は
沙
汰
し
て
い
た
と
い
う
表
現
が
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
こ
と
は
､
以
前
に
は
名
主
が
年
貢
分
な
ど
の
徽
約
に

あ
た

っ
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
｡
L
L
Jが

っ
て
､
源
氏

一
族
投
落
後
も
'
弁
海
名
は
全
体
が

一
つ
の
徴
収
単
位

-
な

っ
て
お

-
､
名
主
が

一
括
し
て
年
貢

･
公
事
を
納
入
す
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

1
方
､
｢弁
海
名
内
私
注
文
｣
と
題
さ
れ
L
J
｢道
光
分
｣
･
r勘
解
由
分
｣
･
｢道
端
分
｣
に
分
か
れ
た
､

1
筆
ご
と
の
田

･
畠

･
尾

(12
)

敷

･
林
の
-
ス
-
が
作
成
さ
れ
て
い
る
o
こ
の
う
ち
'
｢道
端
分
｣
は
､
延
文
五
年
(
1
三
上ハ
○
)の
賢
阿
か
ら
左
衛
門
五
郎

へ
の
譲

(13
)

(14
)

状
の
'
ま
た

｢勘
解
由
分
｣
は
､
明
徳
四
年
二

三
九
五
)
の
和
気
掃
部
入
道
か
ら
彦
四
郎

へ
の
韻
状
の
内
容
に
'
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ

一
致

し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'

一
四
世
紀
後
半
に
お
い
て
､
弁
海
名
を
構
成
す
る

f
筆
ご
と
の
土
地
に
は
'
譲
渡
の
対
象
-
な
る
権
利
が

成
立
し
て
小
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡
前
述
の

｢注
文
｣
の
端
裏
書
に
は

｢弁
海
名
田
職
安
｣
と
記
さ
れ
て
お
-
､
そ
れ
は

｢名
田
職
｣

(15
)

と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
｡
そ
の
所
持
者
の
う
ち
に
は
､
和
気
掃
部
入
道
-
い
-
名
主
と
思
わ
れ
る
存
在
も
お
-
､
弁
海

名
内
の
土
地
は
'
名
主
を
含
む
複
数
の
有
力
百
姓
に
よ
っ
て
分
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
C
石
井
氏
の
指
摘
す
る
名
の
分
解
と

は
､
こ
-
L
L
J事
態
里
不
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
の
こ
と
は
名
が
そ
の
機
能
を
失

っ
L
J
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
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の
で
は
な
い
｡
先
の

｢道
光
分
｣
･｢道
端
分
｣
の
う
ち
に
は
'
｢和
気
知
行
候
之
名
主
職
内
｣
に
含
ま
れ
'
名
主
が
年
貢

･
公
事
を
徽
納

(16
)

し
て
い
た
土
地
が
存
在
す

る

C

こ
の
こ
と
は
､
名
全
体
に
か
か
わ
る

｢名
田
｣
と

一
筆
ご
と
の
土
地
に
か
か
わ
る
権
利
と
が
重
層
的
に

(17
)

存
在
し
､
百
姓
は
名
主
を
通
じ
て
年
貢

･
公
事
を
負
担
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

r･,

｢
百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
の
性
格

以
上
の
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
'
国
重
名
も
弁
海
名
も
､
百
姓
が

二
足
の
権
利
を
有
す
る
土
地
の
集
合
体
で
あ
-
､
名
主
に
よ

っ
て
年

貢

･
公
事
が
統
括
的
に
微
納
さ
れ
る
単
位
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
｡
こ
の
よ
う
に
､
中
世
後
期
中
国
地
方
に
お
い
て
､
名
は
､

一
筆
ご

と
の
土
地
に
関
し
て
､
そ
れ
を
所
持
す
る
百
姓
の
権
利
が
強
化
さ
れ
て
き
た
状
況
の
下
で
､
と
き
に
は
百
姓
側
の
イ

ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ

3恥
E

っ
て
再
編
成
さ
れ
つ
つ
､
な
お
在
地
の
収
納
体
制
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る

｡

こ
-
し
た
状
況
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
､
中
間
得
分
権
に
つ
い
て
は
､

一
筆
ご
と
の
土
地
に
関
し
て
成
立
す
る
権
利
を
､
主
要
な
検

討
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
国
重
名
で
見
た
よ
-
に
､
そ
れ
は
'
名
主
も
含
む
百
姓

一
敗
に
対
し
て
年
貢

･
公
事
負
担
義
務
に
対

応
し
て
保
障
さ
れ
る
も
の
で
あ
-
､
耕
作
権
と
し
て
の
農
民
的
土
地
所
有
権
と
密
接
に
か
か
わ

っ
て
い
る
｡
し
か
し
'
本
質
規
定
と
し

_

て
は
､
農
民
的
土
地
所
有
権
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
と
い
-
の
は
､
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'
中
間
得
分
権
は
'
農
民

的
土
地
所
有
権
の
成
立
を
前
提
と
し
つ
つ
も
'
そ
こ
に
お
け
る
剰
余
形
成
の

二
足
の
安
定
化
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
-
'
さ
ら

に
ま
た
'
剰
余
の
形
成
自
体
は
'
そ
れ
が
耕
作
権
と
即
日
的
に
結
合
し
て
い
る
限
-
は
'
中
間
得
分
権
の
成
立
と
結
び

つ
か
な
い
か
ら

で
あ
る
｡
そ
の
限
-
で
は
､
領
主
に
よ
る

｢名
田
｣
の
安
堵
も
､
せ
い
ぜ
い
年
貢
負
祖
養
務
を
課
し
た
こ
と
の
確
認
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
る
｡
そ
こ
に
存
在
す
る
剰
余
に
他
人
が
着
日
し
､
そ
の
取
得
権
を
め
ぐ

っ
て
譲
渡

･
売
却

･
相
論
な
ど
､
人
間
同
士
の
関
係
が
成
立

5肥
E

し
て
'
は
じ
め
て

｢職
｣
■と
い
う
対
象
化
さ
れ
た
権
利
が
成
立
す
る
の
で
あ

る

O

例
え
ば
'
国
重
名
に
お
け
る
西
阿
の
権
利
は
'
正
和
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一
年
(
二
二
二

一)段
階
で
は

｢名
田
｣
と
の
み
表
現
さ
れ
て
い
た
が
､
元
応
二
年
二

三
二

〇
)段
階
で
は
､
｢百
姓
職
｣
と
い
う
名
称

が
加
わ

っ
て
い
j
o
こ
れ
に
つ
い
て
即
断
は
で
き
な
い
が
､
実
は
西
阿
は
正
和
三
午
(
二

元

○
)以
来
こ
の
権
利
を
め
ぐ

っ
て
相
論
を

(
20
)

続
け
て
き
た
の
で
あ

-

､

そ
の
過
程
を
通
じ
て
'
そ
れ
が
明
確
化
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
本
章
に
お
い
で
は
'
こ
-
し
た

点
を
踏
ま
え
て
'
中
間
得
分
権
と
称
し
て
き
L
Jも
の
を
､
｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
と
概
念
規
定
L
L
J
い
.
さ
し
あ
た

っ
て
､
｢
百
姓

的
｣
と
は
､
｢領
主
的
｣
土
地
所
有
権
と
の
対
比
と
同
時
に
'
年
貢
等
の
負
担
責
任
を
負

っ
て
い
る
が
､
耕
作
権
と
し
て
の

｢農
民
的
｣

土
地
所
有
権
と
は
別
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
い
-
意
味
で
あ
る
｡
剰
余
取
得
権
と
は
､
そ
の
権
利
内
容
の
本
質
規
定
で
あ
る
｡

｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
は
､
成
立
期
に
お
い
で
は
､
耕
作
権
と
の
つ
な
が
-
が
強
-
､
権
利
と
し
て
の
安
定
性
も
欠

い
て
い
た
こ

と
は
'
容
易
に
推
定
さ
れ
る
｡
例
え
ば
'
永
和
二
年
二

三
七
六
)､
｣ハ
郎
丸
杉
久
の
後
家
が
も

っ
て
い
た
防
府
天
満
首
領
佐
波
令
公
文

(21
)

名
の
下
作
職
は
､
そ
の
土
地
の
売
却
に
伴

っ
て
取
-
放
た
れ
へ
四
郎
三
郎
な
る
人
物
に
宛
行
わ
れ
て
い

る

｡

こ
の
よ
う
に
､
領
主
の
交

替
に
よ

っ
て
自
由
に
取
-
換
え
ら
れ
る
状
況
は
､
す
な
わ
ち
､
耕
作
権
自
体
の
不
安
定
性
の
現
わ
れ
と
も
い
え
よ
う
｡

し
か
し
､
農
民
闘
争
の
成
果
や
生
産
力
の
上
昇
に
よ

っ
て
安
定
的
剰
余
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
'
権
利
と
し
て
の
強
さ
も
安

定
し
て
こ
J･6-
0
そ
の
際
に
､
こ
の
権
利
は
ど
の
よ
-
な
発
展
方
向
を
と
る
の
か
O
前
述
の
弁
海
名
に
お
い
て
､
土
地
所
持
主
体
の

一

(22
)

人
で
あ

っ
た
左
衛
門
五
郎
は
､
そ
の
土
地
を
助
太
郎
な
る
人
物
に
耕
作
さ
せ
'
自
ら
は
そ
れ
を

｢管
領
｣
す
る
立
場
に
い

L
J
｡

こ
こ
に

は
､
権
利
所
持
者
と
直
接
生
産
者
と
の
分
離
の
方
向
性
が
見
ら
れ
る
.
し
か
も
､
後
述
す
る
よ
-
に
､
助
太
郎
は
在
地
領
主

と
私
的
な

関
係
を
結
ん
で
お
-
､
左
衛
門
五
郎
と
の
関
係
は
､
人
身
的
な
支
配
関
係
へ=
従
属
小
作
制
)で
は
な
-
'
経
済
的
な
契
約
関
係
だ

っ
た

の
で
あ
る
C
前
出
の

｢賢
阿
韻
状
｣
に
お
い
て
'
左
衛
門
五
郎
が
相
続
し
た
財
産
の
う
ち
'
不
動
産
が

一
町
五
段
余
の
田
地

･
八
筆
の

(23
)

島
地

･
四
筆
の
林
で
あ

っ
た
の
に
対
し
､
下
人
が
唯

一
人
で
あ

っ
た
こ
と

は

'

土
地
集
稗
が
経
営
拡
大

へ
と
向
か
わ
ず
'
得
分
権
的
権

利
の
集
積
の
方
向
性
を
と

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
C
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時
代
は
降

っ
て
'
戦
国
期
の
厳
島
社
領
に
お
い
で
も
､
同
株
の
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
Q
倉
橋
島
の
倉
橋
新
蔵
允
勝
吉
は
､
親

以
来
の
作
職
を
所
持
し
て
い
た
が
､

一
両
年
の
不
作
に
よ
-
百
姓
が
年
貢
を
調
え
ら
れ
ず
､
そ
の
た
め
納
入
が
滞

っ
た
｡
勝
吉
は
､
少

へ21
)

し
だ
け
で
も
納
め
る
し
､
事
情
に
.つ
い
て
も
報
告
す
る
の
で
'
召
し
上
げ
は
や
め
て
も
ら
い
た
い
と
懇
願
し
て
い
る
｡

こ
の
場
合
､
名

あ
る
い
は
村
落
を
包
括
し
た
収
納
体
制
が
な
い
た
め
'
作
職
所
持
者
が
直
納
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
は
作
職
は
､
建
前
と

し
て
は
､
百
姓
に
年
貢
を
調
え
さ
せ
'
そ
れ
を
領
主
に
納
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
保
障
さ
れ
る
権
利
で
あ

っ
た
｡
L
L
Jが

っ
て
'
｢百
姓

的
｣
剰
余
取
得
権
と
は
'
年
貢
負
担
を
前
提
と
し
て
百
姓
側
に
留
保
さ
れ
る
剰
余
を
取
得
す
る
権
利
で
あ
-
､
そ
の
根
拠
は
耕
作
事
実

と
は
別
の
次
元
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
ま
た
'
権
利
所
持
者
と
直
接
生
産
者
と
の
分
離
は
'
権
利
所
持
者
の
地
主
化
の

方
向
性
で
も
あ
る
o
そ
こ
で
次
に
､
そ
う
し
た

｢
盲
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
の
発
展
方
向
の
段
階
を
示
す
も
の
と
し
て
'
定
量
的
得
分
の

成
立
の

問題

を
検
討
し
よ
う

｡

(

2
5

)

〔史

料C
〕

(端

普)

｢

佐
木々
伊

予
守
寄
進状
御
判
｣

奉
寄
附

I

雲
樹
寺
三
光
庵
塔
下
田
地
之
事

(四
尻
)

合
捌
俵
半
｡

｡

者
､
対
置

粘

着
志
者
'
為
不
白
院
花
屋

常
栄
井
玉
英
源
玖
童
子
也
､
然
間
寺
領
之
内
百
姓
地
利
分
買
得
仕
'
彼
売
券
状
相
副
寄
進
申
者
也
､
各

(乞
)

□

衆
慈
永
預
毎
月
不
怠
之
霊
供
者
､
幸
甚
々
々
､
仇
永
代
寄
進
之
状
如
件

大
永
六
年
踊
九
月
六
日

佐
々
木
伊
予
守
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経
久
(花
押
)

雲
樹
寺
三
光
庵

佐
々
木
経
久
は
､
も
ち
ろ
ん
戦
国
大
名
尼
子
氏
で
あ
る
｡
経
久
は
'
雲
樹
寺
三
光
庵
に
対
し
'
買
得
し
た
寺
領
内
の

｢百
姓
地
利

分
｣
を
寄
進
L
t

一
族
の
供
養
に
宛
て
る
こ
と
を
要
請
し
た
｡
こ
こ
で
重
要
な
の
は
､
買
得
し
た
の
が

｢百
姓
地
利
分
｣
で
あ
-
､
そ

れ
が

｢捌
俵
半
｣
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
寄
進
さ
れ
た
の
は
､
｢百
姓
｣
が

｢地
利
分
｣
と
し
て
所
持
し
て

へ26
)

い
L
J権
利
な
の
で
あ
-
'
そ
の
取
得
内
容
は
､
｢捌
俵
半
｣
-
し
て
定
量
化
さ
れ
て
存
在
し
て
い
L
J
の
で
あ

る

｡

も
-

一
例
を
あ
げ
よ
-
｡
大
正
一
四
年
二

五
八
六
)
に
､
蔵
田
秀
信
な
る
人
物
が
'
｢先
祖
以
来
為
作
職
｣
で
抱
え
て
き
た
三
段

･

分
銭

一
貫
八
百
文
の
田
地
を
､
二
斗
人
で
四
十
俵
分
の
米
を
代
価
に
売
却
し
た
｡
こ
の
権
利
に
対
応
し
て
負
担
す
べ
き
義
務
は
'
｢地

頭
役
｣
と
し
て
の
南
京
銭
に
し
て
九
百
文
の

｢納
所
段
銭
｣
の

｢収
納
｣
で
あ
っ
た
(他
に
､
｢三
年
ニ
1
度
き
ほ
-
せ
ん
｣
も
あ
っ
た
が
､

(27
)

そ
の
額
は
不
明
で
あ

る

)
｡

こ
の
場
合
､
作
職
所
持
者
は
､
｢地
頭
納
所
段
銭
｣
､
す
な
わ
ち
上
納
分
と
同
額
あ
る
い
は
倍
額
の
銭
を
取
得
す
る
権
利
を
有
し
て
い

た
｡
と
い
-
の
は
'
こ
の
田
地
の

｢分
銭
｣
と
し
て
記
さ
れ
た

一
貫
<
百
文
は
'
作
職
所
持
者
が
徴
収
あ
る
い
は
取
得
す
べ
き
額
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
上
納
分
が
九
百
文
と
定
め
ら
れ
て
い
た
以
上
へ
こ
の

｢分
銭
｣
は
上
納
分
で
な
い
,､
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
売
券

に
お
い
て
こ
の
土
地
に
関
す
る
権
利
主
体
と
し
て
登
場
す
る
の
は
､
｢地
頭
｣
と
作
職
所
持
者
だ
け
で
あ
る
0
と
す
れ
ば
'
こ
の

｢分

銭
｣
の
意
味
は
､
二
通
-
に
考
え
ら
れ
よ
う
｡

一
つ
は
'
作
職
所
持
者
が

｢納
所
段
銭
｣
も

｢収
納
｣
す
る
と
こ
ろ
か
ら
､
彼
が
こ
の

土
地
か
ら
徴
収
す
べ
き
剰
余
の
総
領
と
す
る
考
え
で
あ
-
'
も
う

一
つ
は
､
作
職
所
持
者
の
取
得
分
に
限
定
す
る
考
え
で
あ
る
｡
ど
ち

(28
)

ら
に
し
て
も
'
作
職
所
持
者
は
､

一
貫
八
百
文
あ
る
い
は
九
百
文
の
取
得
権
を
､
明
文
的
に
認
め
ら
れ
て
い
L
J
の
で
あ

る

.

な
お
､

(29
)

｢分
銭
｣
と
い
う
表
現
か
ら
す
れ
ば
'
こ
の
作
職
は

｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
の

｢
下
級
領
有

権

｣

に
転
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
､
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㍉

定
量
化
の
有
無
を
め
ぐ

っ
て
の
問
題
の
検
討
の
際
に
は
､､
こ
の
相
違
は
捨
象
さ
れ
て
か
ま
わ
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
権
利
内
容
が
定
量
的
に
確
認
で
き
る
の
は
､
今
の
と
こ
ろ
戦
国
期
に
限
ら
れ
､
｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
が
､
成
立
当

初
よ
-
こ
-
し
た
性
格
を
有
し
て
い
た
と
は
い
え
な

い
｡
し
か
し
､
剰
余
取
得
の
安
定
化
に
よ

っ
て
､
そ
の
内
容
が
定
量
化
さ
れ
る
方

向
を
と

っ
た
こ
と
(不
安
定
で
あ
れ
ば
定
量
化
は
不
可
能
)
は
､
そ
の
本
質
が
､
経
営

･
耕
作
に
か
か
わ
-
な
い
､
剰
余
の
取
得
権

に
あ

っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡

(1
)

｢小
田
文
書
｣
四
(『広
島
県
史

･
古
代
中
世
資
料
編
』
Ⅳ
I
五
二
頁
｡
以
下
､
r広
島
県
史

･
古
代
中
世
資
料
編
)
所
収
の
史
料
に
つ
い
て
は
､

広
と
略
記
し
､
巻
数
-
真
数
を
付
す
Q
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
は
､
広
Ⅳ
-
五
二
と
表
記
す
る
こ
と
に
な
る
.

(2
)

同
右
三
五
(広
Ⅳ
-
七
四
)
｡

(3
)
･
(4
)
･
(20
)

同
右
二
九
(広

Ⅳ
1
七
〇
)｡

(5
)
島
田
次
郎

｢荘
園
制
的

〝
職
″
体
制
の
解
体
｣
(体
系
日
本
史
殺
害
6

F土
地
制
度
史
1
』

一
九
七
三
年
)
参
照
｡

(6
)
｢小
田
文
書
｣
三

二
広

Ⅳ
-
七
二
)｡

(7
)
嘉
暦

l
年
二

三
二
六
)
に
は
'
院

･
兵
部
省
な
ど
へ
饗
科
な
ど
が
納
め
ら
れ
て
お
-
(｢小
田
文
書
｣
五
-
九
(広

Ⅳ
-
五
二
-
五
五
)
)
､
当
時

の
本
所
が
京
静
の
皇
室
関
係
で
あ
っ
た
た
め
､
訴
訟
が
京
都
に
も
ち
こ
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
｡

(8
)

こ
の
三
名
か
ら
取
-
集
め
ら
れ
た
土
地
が
､
佃
あ
る
い
は
そ
の
系
譜
を
ひ
-
も
の
で
あ

っ
た
た
め
に
､
こ
う
し
た
表
現
が
と
ら
れ
た
か
ど
-
か

は
確
認
で
き
な
い
Q
し
か
し
､
こ
の
時
点
で
は
､
国
重
名
内
に
は
百
姓
職
が
成
立
し
､
年
貢
公
事
･J
納
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
-
'

T
胞
の
名
田

と
同
じ
扱
い
を
-
け

てい
る
と
推
定
し
て
差
支
え
あ
る
ま
い
.

(9
)

｢弁
海
神
社
文
書
｣
二
(広
Ⅳ
-
四
〇
七
)｡

(1
)

後
出
の

｢弁
海
名
内
私
注
文
｣
に
よ
れ
ば
､
実
際
に
は
そ
れ
を
上
回
る
面
積
の
土
地
が
存
在
し
て
お
-
､
こ
の

一
丁
九
段
余
は
､
公
口
的

｢分

銭
｣
-
思
わ
れ
る
｡
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(1
)

｢東
祁
寺
文
苔
｣

一
三
(広
Ⅳ
-
三
八
〇
)｡

(1
)

同
右

1
五
(広

Ⅳ
-
三
八
三
)
Q

(1
)

同
右

一
二
(広

Ⅳ
-
三
七
九
)｡

(1
)

｢弁
海
神
礼
文
苔
｣

1
(広
Ⅳ
-
E
]〇
六
)也

(1
)
･
(16
)

｢米
禅
寺
文
書
｣

l
四
(広
Ⅳ
-
三
<
二
)
0

(17
)

弁
梅
名
に
お
け
る
名
主
職
が

ど
の
よ
う
な
権
利
を
伴

っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
､
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
O
な
お
､
弁
海
名
に
つ
い
て

は
､
鎌
倉
期
の
名
主
の
性
格
か
ら
､
領
主
名
の
系
譜
を
ひ
-
i
の
と
考
え
ら
れ
､
名
主
職
J
f
L純
に
百
姓
的
権
利
-
Jす
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し

か
し
､
名
主
職
の
下
に

1
筆
ご
と
の
土
地
に
関
す
る
権
利
が
成
立
し
､
そ
れ
が
名
主
以
外
の
所
持
者
に
も
分
有
さ
れ
る
に
至

っ
た
こ
と
は
､
当
該

期
の
弁
海
名
に
お
い
て
､
百
姓
が
権
利
主
体
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
'
鎌
倉
期
に
お
け
る
武
士
的
名
主
に
よ
る
支
配
の
恥
位
か
ら

性
格
転
換
を

と
げ
た
も
の
と
評
価
で
き
る
O

(18
)

こ
の
よ
う
に
名
の
性
格
を
規
定
す
る
と
､
名
を
年
貢
徴
収
の
単
位
と
し
､
土
地
所
有
や
経
営
と
は
別
次
元
の
-
の
と
す
る
稲
垣
泰
彦
氏
の
見
解

(｢中
世
の
農
業
経
営
と
収
取
形
態
｣
君
波
講
雄

『
日
本
歴
史

中
世

2
』

l
九
七
五
年
､
参
順
)
と
ど
-
か
か
わ
る
の
か
に
つ
い
て
触
れ
る
必
要

が
あ
ろ
う
｡
評
者
は
､
本
文
に
お
い
で
'検
討
し
た
名
田
の
意
味
か
ら
､
中
国
地
方
で
は
､
鎌
倉
末
-
南
北
朝
期
に

l
筆
ご
と
の
土
地
に
お
け
る
百

姓
的
権
利
が
成
立
し
､
そ
れ
を
踏
ま
え
て
名
が
編
成
替
さ
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
｡
し
た
が

っ
て
､
本
文
に
お
け
る
規
定
も
､
そ
う
し
た
名
の
性

格
規
定
な
の
で
あ
る
｡

そ
の
限
-
で
は
､
稲
垣
説
と
の
共
通
性
は
大
き
い
と
い
え
る
Q
し
か
し
､
英
態
的
に
は
､
後
に
玖
島
郷
に
お
い
て
見
る
よ
う
に
'
名
主
は
他
の

百
姓
に
対
し
て
優
越
的
な
地
位
に
お
り
､
名
形
成
に
際
し
て
も
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
o
L
か
も
､
そ
の
後
の
名
主
の
土
地
張
紙

･
経
済

的
支
配
拡
大
の
過
程
に
お
い
て
､
名
は
そ
の

1
つ
の
叫
位
と
し
て
の
役
割
を
果
L
Jし
て
い
る

と
考
え
ら
れ
､
名
主
が
名
に
対
し
て
か
か
わ
る
関
係

は
､
単
な
る
年
貢
徴
収
だ
け
で
な
-
'
支
配
力
を
行
使
し
う
る
単
位
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
｡
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
確

定
で
き
な
い
が
､
そ
の
点
で
は
稲
垣
氏
と
見
解
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
0

(1
)

こ
の
間
題
に
関
連
し
て
'
売
券
中
の
百
姓
職

･
作
職
で
あ
る
が
ゆ
え
に
本
券
が
存
在
し
な
い
と
い
う
趣
旨
の
文
言
の
存
在
に
着
日
し
､
そ
れ
は

以
前
の
緬
主
の
天
文
や
代
々
相
伝
の
事
実
が
こ
の
権
利
の
保
証
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
た
笠
松
宏
至
氏
の
指
摘
(｢本
券
な
し
｣
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『日
本
中
世
法
史
論
A

一
九
七
九
年
､
二
八
〇
貢
)
は
注
目
さ
れ
る
｡
氏
は
､
こ
う
し
た
段
階
か
ら
'
売
券
作
成
に
よ
る
買
主
の
権
利
保
証
が
行
わ

れ
る
段
階
へ
の
移
行

と
､
そ
の
時
点
で
の
こ
の

｢職
｣
の
性
格
の
変
化
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(21
)

『防
長
風
土
注
進
案

二
二
田
尻
宰
判
』
(山
口
氾
文
書
館
版
､
第

l
O
巻
､
三
〇
五
頁
.
以
下
､
r防
長
風
土
注
進
案
』
所
収
の
史
料
に
つ
い
て

は
､
注
と
略
記
し
､
山
口
脹
文
書
館
版
の
刊
本
の
巻
数

･
真
数
を
付
す
o
L
た
が
っ
て
こ
の
場
合
は
､
注

10-三
〇
五
と
表
記
す
る
こ
と
に
な

る
)｡

(22
)

｢東
禅
寺
文
書
｣

一
二
(広

Ⅳ
-
三
七
九
)｡

(23
)

｢暮
沼
寺
文
苦
｣

二
二
(広

Ⅳ
-
四
〇
E
])0

(24
)

｢厳
島
野
坂
文
箸
｣
七

二

(広

EjI
1二
1二
)｡
苑
人
で
あ
る
棚
守
元
行
の
活
軌
時
期
か
ら
､
こ
の
文
書
を
城
周
期
の
J
の
と
推
定
し
た
｡

(2
)

｢雲
樹
寺
文
書
｣
(『新
修
島
根
脹
史

史
料
編
』
第

1
巻
､
四

1
六
頁
)｡

I

(2
)

但
し
､
経
久
が
買
得
L
L
J段
階
で
､
こ
の
権
利
は
頒
主
的
土
地
所
有
権

へ
転
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
､
こ
の
土
地
に
つ
い
て
､
芸
樹
寺

が
寺
領
と
し
て
年
貢
を
取
得
し
て
い
た
と
す
れ
ば
､
今
回
の
寄
進
に
よ
っ
て
､

1
職
支
配
化
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡

(27
)

｢石
井
文
書
｣
二
一
(広

Ⅳ
-
三
〇
〇
)｡

(
2

)

毛
利
領
国
の
場
合

､
こ
う
し
た
重
層
的
碩
有
関
係
に
あ

っ
て
は
､
｢上
級
碩
有
権
｣

･･J
｢下
級
領
有
権
｣

と
の
取
得
分
の
比
率
は
ほ
ぼ

l
対

1

と
考
え
ら
れ
る
の
で
(二
〇
八
東
参
照
)､
恐
ら
-

一
貫
八
〇
〇
文
は
徴
収
部
分
に
あ
た
ろ
-
｡
こ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
､

t
つ
の
土
地
に

お
け
る
複
数
額
主
取
得
分
を

｢分
銭
｣

と
し
て

一
指
す
る
政
策
(そ
の
限
-
で
の

｢
一
職
｣
化
が
)毛
利
領
国
に
お
い
て
と
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

_

れ
る
｡

(

29

)

｢下
級
領
有
権
｣
の
性
格
に
つ
い
て
は
二
1
三
-
｣ハ
京
参
照
O
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第
二
節

｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
を
め
ぐ
る
諸
勢
力
の
動
向

｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
は
'
領
主
取
得
分
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
比
重
を
占
め
る
剰
余
の
取
得
を
可
能
と
し
て
い
た
｡
こ
の

｢百
姓

的
｣
剰
余
取
得
権
の
掌
握

･
編
成
を
め
ぐ
っ
て
の
諸
勢
力
の
抗
争
こ
そ
､
中
世
後
期
の
在
地
動
向
を
規
定
す
る
-
の
で
あ
る
｡

･

在
地
領
主
の
名

へ
の
侵
略
-
-
弁
海
名

弁
海
名
で
は
､

1
四
世
紀
末
'
在
地
領
主
の
侵
略
に
よ
っ
て
'
名
体
制
が
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ

っ
L
JQ
明
徳
四
年
(
二
二
九
三
)
以
降
に

(1
)

作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

｢弁
海
名
名
主
職
知
行
注
文
｣
な
る
史
料
に
は
､
｢名
主
職
｣
か
ら

｢
ぬ
け
｣
て
､
名
主
を
通
じ
ず
に
在
地

領
主
が
直
接

｢知
行
｣
す
る
よ
う
に
な

っ
た
土
地
が
列
記
さ
れ
て
い
る
o
こ
う
し
た
状
況
に
至
っ
た
事
情
を
示
し
て
い
る
の
が
､
次
の

史
料
で
あ
る
｡

(2
)

〔史
料
D
)

一
､
弁
海
御
公
事
足
之
外
名
主
職
よ
-
も
と
さ
た
仕
候
分

析
足
二
貰
義

家
公
領

米
九
斗
拙
褒

殿
絵
分
い
-
は
無
言

小
公
軸
物代

桑
代
花
代
鳥
銭
等
以
上
二
百
文
是
も
矢

原

殿
と
ら
れ
候

文
新
麦
E
]舛

大
豆
二
舛

道
祐
方

へ
調
候

以
上
名
子
分
之
な
し
物
之
外
二
名
主
職
之
内
よ
-
こ
れ
等
を
さ
た
中
で
候
､
い
ま
は
二
貰
文
之
代
九
斗
米

ハ
卸
売
得
之
内
二
人
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(と
)

(押

印
)

で
候
､
少
公
事
物
な
ロ

同
-
き
物
に
て
候
間
'
〉可
人
か
と
存
候
処
二
皆
々
下
地
を
お
さ
へ
候
で
､
名
主
職
之
内
畠
を
よ

-

-

つエ
ロ

候

'
無
故
事
か
と
存
候
､

1
'
名
主
職
内
公
事
足
之
外
二
金
剛
坊
不
知
行
之
処

垂

(抑)

田

1
段
棚
帥
研
処
代
管

得

分

畠

壷

州
錆

誓

二
失

原
罷
留

∴

Mf
H
.:::･(.1:5g
';i?I.:･:.:'!'.:I..1.7...:.'';i,

.I:
:..:.=･.I.=.J･,i･:''J;:.:.㌍

言

:..,
..･'..li
l:I..J
Li':.･'(I:
,:"

も
と
は
我
等
か
方
よ
-
道
久

ニ
ロ

ロ

け
て
候
'
近
年
ハ
不
成
候
欺

(
･

S
f却
)

｢

▲

′rTr
′].T'

一
掃

部

本
屋
職
兵
庫
殿
屋
敷
航
州
忙
讐

競

候

畠

遠

詣

古
文
是

ハ
上
意
に
て
候
と
て
失
原
殿
わ
た
さ
れ
す
候
､

●

ゆ
い
L
よ
と
な
し
ミ
中
卒
に
て
候

へ
ハ
.
本
島
職
之
分

ハ
御
契
約
之
聞

ハ
如
元
と
被
仰
山
使
者
畏
人
候
､
御
正
作

こ
な
り
候

ハ
ん
時
□
御
扶
持
も
あ
る
へ
き
棟
に

御
意
候

ハ
ん
に
は
‖代
入
存
幌
､

こ
れ
は
へ
記
載
さ
れ
た
内
容
か
ら
'
名
内
の
事
情
を
荘
園
領
主
に
報
告
す
る
た
め
に
､
名
主
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
史
料
と
思
わ
れ

ち
.
ま
ず
第

7
項
で
.
弁
海
名
で
は
従
来

｢領
家
公
領
｣
の

｢析
足
｣
･
｢地
頭
年
貢
｣
･
｢小
公
事
物
｣
･
｢文
新
｣
は
名
主
に
よ
っ
て
抄

へ抑
留
)(ラ
)

汰
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
'
と
こ
ろ
が
い
ま

｢皆
々
下
地
を
お
さ
へ
候
て
'
名
主
職
之
内
畠
を
よ

-

-

□

｣

し
て
し
ま

っ
て
い
る

こ
と
を
'
｢無
故
事
｣
と
し
て
い
る
｡
第
二
項
は
'
｢金
剛
坊
不
知
行
之
処
｣
の

一
覧
で
あ
る
C
｢金
剛
坊
｣
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
る

神
迫
権
大
郎
か
迫

林
二
ヶ
所
但
い
ま
は
木
な
し

堀
田
半

(和
気
)

1..
.
‥
._
.

(末
位
)

(敬
)

十

郎

二
郎
屋

職
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か
は
不
明
だ
が
'
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
土
地
は
､
前
述
の
在
地
領
主
の
直
接

｢知
行
｣
地
と
ぴ

っ
た
-

一
致
し
て
お
-
'
こ
の
項
は
､

抑
留
さ
れ
た
土
地
の

1
つ
1
つ
に
つ
い
て
へ
そ
の
状
況
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
C
そ
こ
で
知
ら
れ
る
の
は
'
矢
原
殿
な

ど
の
在

(3
)

カ
タ

地
領
主
が
'
｢少
公
事
物
｣
･
｢文
析
｣
と
い
っ
た
自
ら
の
得
分
の

｢

方

｣

と
い
-
名
目
で
下
地
を
抑
留
し
､
直
接
搾
取
を
行
-
よ
-
に

入官
)

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
土
地
の
う
ち
'
柳
か
坪
の
田

一
段
は
'
こ
こ
で
は

｢代

管

得

分
｣
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
'

(4
)

こ
れ
も
実
は
未
栓
殿
が
直
接
支
配
す
る
に
至

っ
て
い
た
の
で
あ

-

､

こ
-
し
た
土
地
の
抑
留
は
'
｢名
主
聯
之
内
畠
｣
に
と
ど
ま
ら
ず
'

荘
園
制
収
取
の
基
幹
部
分
で
あ
る
田
地
に
ま
で
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
'
名
体
制
の
破
壊
は

｢無
故
｣
き
在
地
領
主
の
下
地
抑
留
に
よ

っ
て
進
行
し
た
の
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の

は
､
抑
留
さ
れ
た
土
地
の
性
格
､
お
よ
び
そ
の
支
配
方
式
で
あ
る
｡
あ
ち
原
の
田

･
島

･
林
は
､
元
は
名
主
か
ら
道
久
に
預
け
ら
れ
て

(5
)

い
た
の
だ
が
'
近
年
は
そ
の
関
係
が
崩
れ
'
道
久
の

｢知
行
｣
地
と
な
っ
た
｡

名
主
が
呼
び
捨
て
に
し
て
い
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
､
道

久
は
従
来
は
名
主
と
同
じ
百
姓
と
し
て
土
地
を
預
け
ら
れ
'
年
貢

･
公
事
の
納
入
に
あ
た

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
.
そ
れ
が
名
体
制

(6
)

か
ら
離
脱
し
て
知
行
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
L
Jの
は
'
道
久
が
末
松
の
名
字
を
有
し
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
､
代
官
末
松
殿
の

1
族

と
し
て
､
そ
の
名
に
対
す
る
侵
食
活
動
に
連
な

っ
て
､
名
主
か
ら
預
け
ら
れ
た
土
地
を
略
取
L
L
J結
果
-
考
え
ら
れ
よ
-
O
こ
う
し
て

獲
得
さ
れ
た
権
利
の
性
格
は
､
い
か
な
る
も
の
だ

っ
た
の
か
｡
｢名
主
職
｣
か
ら

｢
ぬ
け
｣
て
い
る
以
上
､
名
主
職
的
部
分
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
は
い
-
ま
で
も
な
い
｡
同
時
に
'
以
前
は
名
主
か
ら
預
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
､
｢名
主
職
｣
が
正
常
に
機
能
し
て
い

た
と
す
れ
ば
､
そ
の
下
位
に
属
す
る
機
能
が
艦
与
㌻
れ
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
し
た
が

っ
て
'
こ
の

｢知
行
｣
=
下
地

支
配
は
'
｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
部
分
を
も
対
象
と
し
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
も
-

1
例
を
あ
げ
よ
-
｡

(7
)

〔史
料

E
〕

弁

海

名

内

門
田
五
段
ハ
も
と
よ
-
ぬ
け
候
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是

ハ
道
光
持
分
に
て
候
､
近
年
弥
二
郎
髄
九
郎
両
人
持
分
を

l
人

に
あ
っ
け
候
で
､
御
公
軸
仕
候
､

御
代
管
方

へ
納
候

此
田
二
段
大
よ
-
年
貢
失
庶
殿
方
へ
四
斗
さ
L
J申
候
'
末

松

殿

方

へ

三
斗
さ
た
申
候
､
道
祐
の
方

へ
も

1
二
舛
さ
た
申
候
哉
､
島

二
段
半
よ
-
麦
四
斗
大
豆
二
斗

矢
原
股

へ
さ
L
J中
候

､
門
析
-
J
て
=

富

補
よ
り
さ
た
俣
山
中
恨
､

こ
の
史
料
は
､
弁
海
名
内
の
土
地
の
1
部
に
関
し
て
'
そ
の
所
有
関
係
､
お
よ
び
年
貢

1
公
事
の
負
担
関
係
に
つ
い
て
記
し
た
も
の

で
あ
る
｡
そ
の
所
持
主
体
は
､
こ
の
史
料
の
作
成
段
階
に
お
い
で
も
､
そ
れ
以
前
に
お
い
で
も
､
単

一
で
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､
こ

の
史
料
は
､
弁
海
名
全
体
の
年
貢

･
公
事
納
入
の
総
括
責
任
者
で
あ
る
名
主
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
推
定
で
き
よ
-
｡
そ
の
中
に

I

は
､
｢
ぬ
け
候
｣
'
あ
る
い
は

｢矢
原
殿
御
恩
に
て
｣
｢
下
地
進
退
候
｣
-
い
-
状
況
に
至

っ
て
い
た
土
地
が
存
在
し
て
お
-
'
こ
れ
も

〔史
料

D
)
と
同
じ
-
､
在
地
領
主
の
土
地
抑
留
に
よ
っ
て
変
化
し
た
名
内
の
実
情
を
確
認
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

ち

.こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
'
｢助
太
郎
分
田
五
段
大
｣
な
ど
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
は
､
｢元
道
端
持
分
内
公
事
免
｣
の
地
で
あ

っ
た
｡
前
出
の

｢弁
海
名
内
私
注
文
｣
に
､
｢道
端
分
｣
と
し
て

｢助
太
郎
分
田
五
段
大
｣
な
ど
が
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
､
｢道
端
持
分
｣
と
は
､
道
端
が

｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
を
有
し
て
い
た
土
地
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
-
｡
そ
れ
が
'
今
で
は
､
｢失

一
助
太
郎
分
田
五
段
大

同
人
分

畠

姦

屋
敷

一
所

林
謂

奥

麻
畠
聖

露

詐

欝

㌫

告

避

退
候
､

1
弥
二
郎
作
田

1
段
半

島

一
段
半

一
膝
九
郎
作
田

丁
段
六
十
歩

畠

1
段

(九
郎
大
夫
)
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(8
)

原
殿
御
恩
｣
に
よ
る

｢
下
地
進
退
｣
と
い
う
関
係
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ

る
｡

そ
れ
で
は
'
こ
の

｢
下
地
進
退
｣
の
主
体
は
誰
か
｡
も

ち
ろ
ん
道
端
で
は
な
い
｡
考
え
ら
れ
る
の
は
､
こ
の
史
料
の
作
成
者
で
あ
る
名
主
か
､
助
太
郎
か
で
あ
る
｡
し
か
し
'
失
原
殿
の
抑
留

に
よ

っ
て
名
体
制
か
ら
抜
け
落
ち
､
そ
の

｢御
恩
｣
の
対
象
と
な

っ
た
土
地
が
'
抑
留
の
被
害
者
で
あ
る
名
主
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
史
料
が

｢東
禅
寺
文
書
｣
に
は
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
そ
れ
は
単
な
る
名
主
の
私
的
覚
書
で

は
な
-
'
荘
園
領
主

へ
の
報
告
書
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
C
と
す
れ
ば
'
自
ら
が
名
体
制
の
破
壊
者
よ
-

｢御
恩
｣
を
-
け
て
い
る
な
ど

と
報
告
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
｡
L
L
Jが

っ
て
､
こ
の

｢進
退
｣
の
主
体
は
助
太
郎
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
O
傍
証
J
J
し
て
､
や
は
-

(9
)

矢
原
殿
が
､
｢助
太
郎
分
の
内
｣
と
い
-
理
由
で

｢執
心
｣
し
(〔史
料
D
〕
)へ
｢知
行
｣
に
成

功

し
た
土
地
の
あ
る
こ
-
が
あ
げ
ら
れ
る
Q

す
な
わ
ち
､
助
太
郎
と
失
原
殿
-
は
'
何
ら
か
の
関
係
-

被
官
関
係
か
I

に
あ
-
'
そ
の
彼
が
か
か
わ
っ
て
い
た
土
地
で
あ
る
こ

と
が
､
矢
原
殿
の

｢執
心
｣
･
｢知
行
｣
成
功
の
条
件
と
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､
こ
の

｢助
太
郎
分
田
五
段

大
｣
な

ど
も
､
同
様
な
条
件
を
有
す
る
土
地
で
あ

っ
た
た
め
に
'
矢
原
殿
の
直
接
支
配
が
実
現
し
､
助
太
郎
に

｢進
退
｣
さ
せ
る
こ
と

に
な

っ
た
と
考
え
た
い
O
前
述
の
よ
う
に
､
も
と
も
と
こ
の
土
地
は
'
左
衛
門
五
郎
の

｢管
領
｣
す
る
土
地
で
あ
-
'
助
太
郎
は
そ
の

下
に
い
る
作
人
的
存
在
で
あ

っ
た
｡
在
地
領
主
は
､
こ
う
し
た
層
と
結
託
L
t
下
地
抑
留
の
尖
兵
と
す
る
と
と
も
に
､
新
た
に

｢
百
姓

的
｣
剰
余
取
得
権
部
分
を
給
恩
と
し
て
与
え
'
自
ら
の
領
有
体
系
の
中
に
編
成
し
て
い
っ
L
J
の
で
あ
る
o

在
地
領
主
末
松
氏

･
矢
原
氏
は
t.
自
ら
の

一
族

･
被
官
が
か
か
わ

っ
て
い
た
年
貢
の
手
が
か
-
に
下
地
抑
留
を
行
い
'
名
体
制
を
破

壊
し
年
貢
の
直
接
搾
取
を
実
現
し
た
｡
そ
れ
だ
け
で
な
-
､
｢
百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
を
所
轄
す
る
百
姓
を
'
自
ら
の

一
族

･
被
官

と

入
れ
替
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
在
地
掌
接
を
深
化
さ
せ
L
J独
自
の
領
有
体
系
を
構
築
し
'
よ
-
強
固
な
支
配
基
盤
を
形
成
し
て
い
っ
た

(10
)

の
で
あ

る

｡
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2

百
姓
内
部
で
の
集
積
の
進
行
-

玖
島
郷

玖
島
郷
で
は
､

1
三
世
紀
末
か
ら

7
四
世
紀
初
頭
に
か
け
て
へ
百
姓
間
で
土
地
所
有
権
を
め
ぐ

っ
て
の
相
論
が
頻
出
し
て
い
る
｡
第

7
節
で
検
討
し
た
史
料
は
､
す
べ
て
相
論
に
か
か
わ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
O
西
阿
が

｢田
地
五
段
大
百
姓
職
｣
の
所
持
を

確
定
で
き
た
の
も
､
正
応
三
年
(
〓

1九
〇
)以
来
の
同
じ
玖
島
郷
百
姓

｢重
清
人
道
西
聴
｣
な
る
人
物
と
の
相
論
を
通
じ
て
で
あ

っ

た
C
こ
の
相
論
は
､
訴
人

･
諭
人
よ
-
提
出
さ
れ
た

｢御
下
文
｣
･
｢御
書
下
｣
･
r給
主
等
宛
文
｣
な
ど
の
領
主
か
ら
下
さ
れ
た
文
書
に

(‖
)

基
づ
い
て
審
理
が
進
め
ら
れ
'
西
阿
の
勝
訴
と
な
-
'
そ
の
裁
定
の
執
行
が
政
所
に
命
じ
ら
れ
て
い
ち
お
う
の
結
著
を
み
た
｡

も
う

一
つ
の
方
の
相
論
は
'
性
格
を
若
干
異
に
す
る
｡
〔史
料
B
)
の
場
合
､
相
論
の
対
象
と
な

っ
た
の
は
や
は
-

｢名
内
田
地
｣
だ

が
'
当
事
者
間
の
争
い
に
刀
蹄
が
介
入
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
｡
訴
人
見
阿
の
主
張
に
よ
れ
ば
'
当
初
の
相
論
の
相
手
で
あ
る
山
代
入

道
は
､
｢無
道
｣
の
た
め

｢苛
茸
｣
を
う
け
'
見
阿
に
土
地
を
所
持
す
べ
き
旨
の

｢
下
知
｣
が
出
さ
れ
た
｡
ま
た
､
年
貢
公
事
も
僻
怠

な
-
納
め
て
い
た
し
､
新
田
に
つ
い
て
も
検
兄
の
と
き
に
ち
ゃ
ん
と
坪
付
に
載
せ
ら
れ
た
.

7
時

｢御
堂
之
免
所
｣
と
い
-
こ
と
で
年

貢
公
事
を
無
沙
汰
L
L
J
こ
と
-
あ
っ
L
Jが
'
｢佐
方
殿
｣
の
意
向
で
'
ま
た
年
貢
を
納
め
る
こ
と
を
申
し
出
て
い
る
Q
こ
の
よ
-
に
見

阿
に
道
理
の
あ
る
こ
と
.25
'
郷
内
の
百
姓
等
が
は
っ
き
-
と
衆
知
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
O
こ
う
し
た
事
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
な
ぜ

刀
蹄
が
介
入
し
て
き
た
の
か
は
確
定
で
き
な
い
が
､
押
領
し
ょ
う
と
し
た
の
が
係
争
地
で
あ
る
こ
-
､
｢御
堂
之
免
所
｣
-
い
う
こ
と

で
､

一
時
見
阿
も
無
沙
汰
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
相
諭
の
対
象
と
な
-
､
年
貢

･
公
事
の
納
入
関
係
の
混
乱
し
て
い
る
土
地

(12
)

を
､
刀
耐
J
J
い
-
職
分
を
建
前
に
差
押
え
よ
-
と
し
L
J
の
で
あ
ろ
-
｡
刀
繭
に
よ
る
押
領
に
は
'
ま
だ
例
が
あ
る
｡

(13
)

〔史
料

F

)

久
嶋
郷
若
氏
住
人
伊
豆
房
良
慶
謹
言
上
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為
同
所
刀
楠
丸
等
'
早
任
本
主
国
重
譲
状
､
且
御
下
知
旨
､
且
依
重
正
同
重
安
等
和
与
儀
､
被
停
止
非
分
押
領
､
如
元
欲
宛
賜
岩

氏
田
九
段
半
純
増

以
下
田
畠
等
間
事
､

(副
)

ロ
進一

通

御
下
如
実
但
国
亜
後
家
与
流
田
相
論
時
給
之
､

(
代

カ

)

1
通

同
時
岩
氏
屋
敷
以
下
差
息
案
謂

e]q=
入
道
殿
井

口

官

苦

後
家

二
通

団
重
譲
状
案

詐

講

評

響

良
庭
草
､
竹

(良
度
盛
花
押
)

右
名
田
者
'
日
本
主
国
重
之
手
放
得
之
後
'
無
相
違
之
処
'
彼
重
安
.B
謂

無
故
令
押
領
之
間
､
去
永
仁
四
年
御
検
注

折
甜
帥
鵬
糧

雛
屠
之
時
'
令
申
訴
訟
処
'
件
重
正
重
安
等
申
云
､
所
詮
互
不
晋

異
論
､
以
和
与
之
儀
､
於
岩
氏
垣
内
九
段
半

田
地
(暫
)

者
可
付
手
長
慶
之
由
'
頻
中
之
間
'
備
進
若
干
新
用
途
､
止
敵
対
怨
成
冥
水
之
思
経
年
記
畢
'
愛
去
正
安
年
中
之
比
へ
依
有
斬
要

用
寺
前
二
反
深
田
二
反
巳
上
四
反
､
限
四
カ
年
対
干
重
立
命
活
却
之
処
､
前
以
重
安
求
次
艮
慶
作
分
令
押
領
之
聞
'
先
給
主
代
対

干
五
郎
右
近
尉
､
錐
度
々
訴
申
､
重
安
与
五
郎
右
近
尉
為
合

智
之
間
､
不
及
取
沙
汰
'
徒
過
年
記
之
条
､
雄
堪
無
極
次
第
也
､
適

当
御
代
悦
身
幸
所
令
言
上
也
､
所
詮
早
任
本
主
国
重
讃
状
'
且
任
御
下
知
之
旨
'
且
依
重
正
同
重
安
等
和
与
之
儀
､
如
元
可
令
進

退
長
慶
之
由
､
為
蒙
御
成
敗
'
粗
恐
々
言
上
如
件
､

文
保
元
年
五
月

日

こ
れ
は
'
玖
島
郷
住
人
良
慶
な
る
人
物
が
､
領
主
に
対
し
､
国
重
名
よ
-
譲
ら
れ
た

｢岩
氏
田
九
段
半
純
増

以
下
田
畠
等
｣
を
玖

島
郷
の

｢刀
醐
丸
等
｣
に
よ
っ
て
押
領
さ
れ
L
J
こ
と
に
つ
い
て
'
そ
の
停
止
と
土
地
の

｢宛
賜
｣
を
要
求
し
た
訴
状
で
あ
る
｡
訴
人
長

慶
の
主
張
に
よ
れ
ば
､
こ
の
土
地
は

｢当
刀
禰
親
父
｣
で
あ
る
重
安
に
押
領
さ
れ
L
Jが
'
検
注
の
際
に
訴
訟
を
起
こ
し
'
｢若
干
勘
新

用
途
｣
を
負
担
す
る
こ
と
で
和
与
が
成
立
し
､
点
慶
に
返
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
'
後
に
こ
の
土
地
の

l
部
を
垂
正
に
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年
紀
売
L
L
Jと
こ
ろ
'
再
び
重
安
に
よ
っ
て
押
領
さ
れ
て
し
ま

っ
た
O
そ
こ
で
'
｢先
給
主
代
｣
で
あ
る
五
郎
右
近
尉
に
訴
え
た
の
だ

が
'
彼
は
重
安
と
｢合
智
｣
の
関
係
に
あ

っ
た
た
め
'
そ
れ
が
取
-
上
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
.

こ
の
押
領
主
体
を
､
事
書
で
は

｢刀
禰
丸
｣
と
L
t
本
文
で
は

｢当
刀
禰
親
父
｣
の
重
安
と
し
て
い
る
｡
重
安
は
こ
の
段
階
で
は
刀

繭
で
な
い
こ
と
､
和
与
に
重
正
が
加
わ

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
重
正
が
刀
欄
で
あ
-
､
重
安
が
重
正
の
親
で
あ
る
こ
と
で
整
合

的
に
理
解
さ
れ
る
.
し
た
が

っ
て
､
押
領
主
体
は
刀
禰
重
安

･
重
正
父
子
で
あ
る
D
こ
の
場
合
へ
押
領
は
二
度
に
わ
L
J
つ
て
お
-
､

一

度
日
の
口
実
は
わ
か
ら
な
い
が
'
1
1度
日
は
重
正
に
係
争
地
を
年
紀
売
し
た
こ
と
が
き

っ
か
け
と
な

っ
て
い
る
｡
ま
た
､
重
安
が

｢先

給
主
代
｣
の
五
郎
右
近
尉
と

姻
族
で
あ
る
た
め
､
訴
訟
が
受
理
さ
れ
ね
と
い
う
状
況
を
招
い
て
い
る
C
こ
れ
に
対
す
る
訴
人
良
慶
の
主

張
は
､
以
前
の
相
論
の
際
に
出
さ
れ
た

｢御
下
知
｣
､
あ
る
い
は
検
注
の
際
に
な
さ
れ
た

｢和
与
之
儀
｣
を
根
拠
と
し
て
い
る
｡

こ
-
IJ
た
相
論
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
'
以
下
の
如
-
で
あ
る
｡
第

1
に
'
相
論
が
名
で
は
な
-
名
内
の
田
地
の
進
退
(=
｢百
姓

的
｣
剰
余
取
得
権
の
所
持
)を
め
ぐ

っ
て
百
姓
問
で
展
開
さ
れ
て
い
る
｡
第
二
㌧
な
か
で
も
刀
楠
の
押
領
が
注
目
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
'
そ

の
地
位
を
利
用
し
た
相
論

へ
の
介
入
へ
拾
主
代
と
の
関
係
を
通
じ
た
訴
訟
の
妨
害
､
経
済
力
を
背
景
と
し
た
貸
借
関
係
を
通
じ
で
の
押

領
な
ど
､
社
会
的

･
経
済
的
カ
に
よ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
第
三
'
荘
園
領
主
の
支
配
体
制
が
そ
れ
な
-
に
機
能
し
'
こ
う
し
た
相

I

論

へ
の
規
制
力
と
な

っ
て
い
る
｡
当
時
の
本
所
は
京
都
の
皇
室
関
係
で
あ
-
'
さ
ら
に
領
家
的
存
在
と
し
て
厳
島
社
が
あ
-
'
そ
の
中

(14
)

に
支
配
責
任
者
で
あ
る
拾
主
が
い
て
'
そ
れ
が
現
地
の
給
主
代

･
政
所
を
置
い
て
直
接
支
配
を
担
当
さ
せ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
C

こ
の
体
制
は
､
｢御
下
文
｣
や

｢給
主
等
宛
文
｣
に
よ

っ
て
､
名
田
を
所
持
す
る
百
姓
を
確
定
す
る
､
あ
る
い
は
検
見
に
よ

っ
て
新
田

を
掌
握
す
る
､
さ
ら
に
領
家
が
使
者
を
派
遣
し
て
検
注
を
実
施
す
る
な
ど
､
そ
れ
な
-
に
在
地
を
掌
握
し
て
い
た
｡
そ
れ
に
基
づ
い

て
､
あ
る
い
は
京
都
で
訴
訟
を
取
扱
い
､
あ
る
い
は
領
家
か
ら
政
所

へ
裁
定
の
執
行
を
命
じ
る
な

ど
の
訴
訟
処
理
を
行

っ
て
い
た
の
で

あ
る
Q
第
四
1

1
万
､
百
姓
が
権
利
の
正
当
性
を
相
互
に
承
認
し
'
保
障
し
あ

っ
て
い
る
側
面
も
見
ら
れ
る
C
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こ
の
よ
う
に
､
玖
島
郷
で
は
､
｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
を
め
ぐ

っ
て
'
在
地
領
主
の
侵
略
で
は
な
上

古
姓
相
互
間
の
相
論
が
展

開
さ
れ
､
刀
輔
が
そ
の
地
位
と
力
を
利
用
し
て
積
極
的
に
集
積
を
は
か
っ
て
い
L
JO
し
か
し
､
こ
-
し
た
非
法
に
よ
る
土
地
集
積
は
､

他
の
百
姓
の
抵
抗

･
領
主
の
規
制
に
よ
っ
て
'
困
艶
を
伴

っ
て
い
た
｡
刀
肺
の
押
領
の
対
象
と
な

っ
た
国
重
名
が
､
刀
秤
に
よ
っ
て
所

持
さ
れ
LJI
J見
ら
れ
る
形
跡
は
な
い
C
そ
し
て
'
は
る
か
二
〇
〇
年
以
上
を
経
L
J天
文
二

一
年
二

五
三
三
)
の

｢久
島
郷
田
地
貴
高
差

(15
)

出
案
｣
に
'
国
垂
名
は
八
段

･
四
貫
文
の
地
と
し
て
登
録
さ
れ
て
お

-

､

刀
欄
の
本
拠
で
あ
る
重
正
名
(後
述
)
に
併
呑
さ
れ
る
こ
と
な

-
､
存
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
C

む
し
ろ
注
目
さ
れ
る
の
は
'
名
を
拠
点
と
し
た
土
地
集
積
の
進
行
で
あ
る
｡
貞
和
六
年
(
一
三
六
〇
)､
重
正
名
内
の
田
島
以
下
の
相

(16
)

続
を
め
ぐ
っ
て
､
右
馬
入
道
の
後
家
尼
と
子
息
右
馬
次
郎
と
の
問
で
相
論
が
起
こ
っ
た
｡

こ
れ
は
､
双
方
の
認
め
た
証
人
の
講
文
の
旨

に
任
せ
て
右
馬
次
郎
に

｢領
宰
｣
さ
せ
る
旨
の
下
知
状
を
､
地
頭
が
発
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
着
が
つ
い
た
｡
さ
ら
に
右
馬
次
郎

(進
退
)

(散

由
)

は
､
応
安
四
年
二

三
七

二

一
〇
月

一
五
日
に
は
､
小
右
馬
尉
よ
-

｢垂

正
之
内
｣
で

｢
心

代

｣

す
べ
き

｢さ
ん

は

-

｣
の
注
文
を

(17
)

与
え
ら
れ
て
い

る

｡

こ
の
注
文
の
も
つ
意
味
は
'
次
の
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
｡

(18
)

〔史
料

G
〕

(永
)

入試)

･
□

代

ゆ

つ

-
申
重
正
名
之
事

(所

当
)

(tJ
)

(帖

促
)

右
名
著
､
右
馬
□
□
ゆ
つ
つ
波
所
な
-
､
□
年
貢
御
公
事
し
ゃ

う
と

-

先
例

こ
ま
か
せ

□

さ

い

そ

-

す

へ
し
'
名
代
者
､
女

ハ
一

(惣

鏑
)
(過
.qO

た
(代
)

街

代

一
か
□
た
ゑ
ま

ハ
そ

-
れ

う

心

代

同
下
河
上
者
□
ん
大
夫
か
い
と
の
ら

い

所
し
て
重
正
名
之
内
口
絵
候
事

ハ
､
小
右
馬

尉
殿

(A
)

..

約
束
之
状
こ
ま
□

せ
て
候
所
也
､
竹
為
後
日
譲
状
如
件

応
安
韓
年
柵
の
-
の
十
月
十
五
日

こ
れ
は
'
平
石
馬
尉
よ
-

｢右
馬
ロ
ロ
｣
に
対
し
て
作
成
さ
れ
た
重
正
名
の
穂
状
で
あ
る
｡

平
右
馬
尉
(花
押
)

こ
こ
で
の
権
利
の

一
部
が
小
右
馬
尉
の
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約
束
に
従

っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
こ

と
､
し
か
も
こ
の
譲
状
が
小
右
馬
尉
が
右
馬
次
郎
の
進
退
内
容
を
記
し
た
注
文

と
同
日
に
作
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
'
こ
の

｢右
馬
□
□
｣
は
'
右
馬
次
郎
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
右
馬
次
郎
は
'
こ
の
譲
渡
に

(所

当
)

(惟

促
)

対
応
し
て
'
｢年
貢
公
事
し
ゃ

う
と

う

｣
の

｢さ
い
そ

-

｣
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
-
'
獲
得
し
た
の
は
名
主
職
的
権
利
と
考
え

ら
れ
る
.

(惣

凱

)

(

避
退
)

こ
う
し
て
基
本
的
点
が
確
認
さ
れ
た
後
､
｢名
代
者
､
女

ハ
1
代

1
か
□
た
ゑ
ま

ハ
そ

-
れ

う

心

代

｣

と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
文
言

の
も
つ
意
味
は
何
で
あ
ろ
う
か
.
名
代
は
'
実
子
幼
少
な

ど
の
場
合
の
家
督
の

一
時
的
継
承
者
で
あ
-
､
｢女

ハ
1
代
｣
と
い
-
の
は
､

女
子
の
相
続
権
は

1
期
分
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が

っ
て
'
意
味
不
明
の
部
分
は
若
干
あ
る
が
､
大
意
を

と
れ

ば
､
女
子
が
名
代
と
し
て
家
督
を
継

い
だ
と
し
て
も
'
そ
の
権
利
は

一
代
限
-
の
も
の
で
あ
-
'
そ
の
後
は
家
督
は
嫡
子
が
進
退
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
冒
頭
の
事
書
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
'
こ
の
譲
状
は
重
正
名
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
'

こ
の
部
分
も
そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
も
の

と
考
え
る
必
要
が
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
そ
の
理
由
は
'

一
〇
年
前
の
重
正
名
内
の

田
島
の
相
続
権
を
め
ぐ

っ
て
の
'
右
馬
入
道
の
後
家
尼

と
右
馬
次
郎
と

の
相
論
に
あ
る
と
す
る
必
要
が
あ
ろ
-
｡
し
た
が

っ
て
､
こ
の

部
分
の
眼
目
は
､
重
正
名
が
家
督
相
続
権
者
で
あ
る
惣
領
右
馬
次
郎
に
譲
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
思

(19
)

.

わ
れ

る

｡

最
後
に
､
小
右
馬
尉
の
約
束
に
従

っ
て
､
下
河
上
を
重
正
名
の
内
(と
し
て
進
退
す
る
)
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
D
し
た
が

っ
て
､

小
右
馬
尉
が
作
成
し
た
注
文
は
､
新
た
に
重
正
名
主
と
な

っ
た
右
馬
次
郎
に
対
し
､
そ
の
進
退
す
べ
き
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
役
割
を

も

っ
て
い
た
の
で
あ
る
c
J
J
こ
ろ
で
'
こ
の
下
河
上
は
､
応
安

1
年
二

三
六
八
)
に
'
｢き
ん
大
夫
か
い
ち
の
□
代
所
｣
と
し
て
'
な

(20
)

ら
原
重
任
よ
-
右
馬
尉

へ
譲
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

｡

と
す
る
と
'
右
馬
尉
は
､
自
ら
の
取
得
し
た
土
地
を
'
惣
額
の
統
轄
下
に
置
-

と
い
う
体
制
を
と

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
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こ
の
J･8う
に
､
有
力
百
姓
は
名
を
拠
点
に
土
地
集
積
を
行
い
､
そ
れ
を
'
惣
領
を
頂
点
と
し
た

1
族
結
合
を
強
化
し
て

-
い
わ
ば

(21
)

集
中
に
よ

っ
て
-

確
保
し
ょ
う
-
し
て
い
た
の
で
あ

る

.

こ
こ
に
､
有
力
百
姓
に
よ
る
土
地
集
積
の
方
向
性
と
'
名
の
も
つ
実
質
的

意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
-
｡
そ
れ
が
､
玖
島
郷
に
お
い
て
名
を
通
じ
た
年
貢

･
公
事
収
取
体
制
が
存
続
し
た

一
つ
の
理
由
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
O

と
こ
ろ
で
､
こ
の
重
正
名
は
刀
蹄
と
の
関
係
の
深
い
名
で
あ
る
Q
前
出
の

｢久
島
郷
EE
地
貰
高
差
出
案
｣
に
よ
れ
ば
'
刀
耐
絵
は
重

正
名
に
集
中
し
て
い
る
O
さ
ら
に
､
前
述
の
よ
-
に
へ
重
正
名
と
深
い
か
か
わ
-
を
も
つ
と
見
ら
れ
る
重
正
が
刀
稀
で
あ

っ
た
(重
正

と
い
-
名
前
か
ら
す
れ
ば
､
名
の
形
成
の
中
心
を
担
う
名
主
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
)｡
と
す
る
-
､
名
主
職
を
有
す
る

｢右
馬
｣
系

一

族
と
刀
桐
と
は
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
L
J
の
で
あ
ろ
う
か
O
〔史
料

B
〕
に
お
い
て
､
見
阿
は

｢御
代
馬
入
道
殿
嘆
申
処
､
見
阿
海
道
理
事

郷
内
之
百
姓
等
被
承
条
顕
然
也
｣
と
主
張
し
て
い
た
｡
こ
の
馬
入
道
が

｢右
馬
｣
系
の
人
物
で
あ
る
と
し
､
｢御
代
｣
を
佐
方
殿
の
代

官
と
い
う
意
味
に
-
る
と
､
馬
入
道
は
訴
訟
を
受
け
る
側
で
あ
-
'
相
論
の
相
手
で
あ
る
刀
翻
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
C
で
は
､
重
正

名
に
は
､
刀
術
で
あ
る

｢重
｣
系

一
族
と

｢右
馬
｣
系

一
族
と
が
有
力
百
姓
と
し
て
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
-
か
｡
著
者
は
そ
-
で

は
な
い
と
考
え
る
｡
実
は
'
｢重
｣
系
が
史
料
に
登
場
す
る
の
は
'
刀
輔
の
押
領
に
か
か
わ
る

一
四
世
紀
前
半
に
限
ら
れ
る
｡

一
方

(22
)

｢右
馬
｣
系
は
､

二

一世
紀
初
頭
に

｢右
馬
次
郎
｣
な
る
人
物
が
公
文
名
の
宛
行
を
-
け
て
い

る

の
を
始
点
と
し
､

一
時
中
断
し
っ
つ

(23
)

1
四
世
紀
後
半
再
び
現
わ
れ
'

一
五
世
紀
中
頃
ま

で

続
い
て
萱
場
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
著
者
は
'

1
四
世
紀
前
半
の
押
領
の
央
敗
に
よ

っ
て

｢重
｣
系
が
没
落
L
t
か
わ

っ
て
公
文
あ
る
い
は
代
官
を
勤
め
て
い
た

｢右
馬
｣
系
が
刀
欄
の
地
位
を
継
い
だ
と
推
定
し
た
い
C

そ
れ
だ
け
刀
桐
の
押
領
に
は
抵
抗
が
強
か
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

さ

て
'

一
五
世
紀
に
は
い
る
と
新
た
な
傾
向
が
生
ま
れ
る
｡
玖
島
あ
る
い
は
近
辺
の
長
原
の
百
姓
に
よ
る
出
挙
籾
の
借
用
状
が
出
現

す
る
の
で
あ
る
.

1
例
を
あ
げ
よ
う
｡
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(24
)

〔史
料

H

〕

(端
米
審
)

｢
な
か
わ
ら

の
そ
う
三
郎
す
こ
の
状
｣

申
う
-
る
御
出
挙
祝
事

合
五
斗
者

(割
)

(刺
)

(末

並
)

(i
.カ
)

右
件
之
執
着
'
秋
之
時
六
わ

-

の
-

分

を
そ
ゑ
候
て
､
み

し

ん

な
-
弁
中

へ
-
候
､
も
し
ふ
さ
□

仕

候

ハ
･
､
か
き
内
田

一
反

(耕

作
)

(柚

門

高

宮
)

か
の
ふ
物
あ
た
-
候

ハ
ん
分
を
'
御
こ

う

さ

-

あ
る

へ
-
候
､
尚
々
相
違
仕
候

ハ
､
､

い
か
な
る
け

ん

JA
ん
か

-

け

神
社
仏
寺
御

(ち
カ
)

(嫌
)

領
内

い
ち
ま

-

路
次
を
き

ら

ハ
す
'

(証

文
)

せ
う

も

ん

如
件

一

応
永
升
年
讐

月
二
日

(郷

質
)

(沙
汰
)

見
合
か

-

し

ち

を
と
ら
れ
可
申
候
､
其
時

1
義
子
細
を
申
ま
し
-
候
'
仇
為
後
日
さ

L
J
の

(略
押
)

な
か
は
ら
の

そ
う
三
郎

こ
れ
は
､
長
原
の
そ
-
三
郎
に
よ
る
'
五
斗
の
出
挙
粗
の
借
用
状
で
あ
る
｡
三
月
に
借
-
う
け
､
秋
に
六
割
の
利
分
を
添
え
て
返
済

す
る
こ
と
'
返
済
不
能
の
場
合
に
は
負
物
に
あ
た
る
分
だ
け

｢
か
き
内
田

1
反
｣
を
耕
作
さ
せ
る
こ
と
､
さ
ら
に
そ
れ
も
不
能
の
場
合

.

(25
)

に
は
郷
質
を
と

っ
て
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
｡
他
の
史

料

も
含
め
て
､
貸
借
関
係
が
成
立
し
た
の
が
三
'
四
月
に
集
中

し
て
い
る
こ
と
'

い
ず
れ
も
秋
に
返
済
を
約
束
し
て
お
-
'
収
穫
物
を
も

っ
て
充
て
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
'
こ
の
出
挙
籾

(26
)

の
用
途
は
種
籾
と
考
え
ら
れ
る
O
さ
ら
に
'
担
保
文
言
と
し
て
､
｢
か
き
内
田
｣
の
耕
作
'
あ
る
い
は
人
身
の
召
取

-

が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
'
借
手
は
､
自
立
し
た
生
産
主
体
で
あ
-
な
が
ら
'
種
籾
の
備
蓄
の
余
裕
の
な
い
不
安
定
経
営
を
営
む

一
般
百

姓
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
-
｡
彼
ら
は
､
担
保
と
し
て
は
経
営
の
拠
点
で
あ
ろ
う
垣
内
田
を
充
て
る
以
外
に
は
な
-
､
中
に
は
そ
れ
す
ら

所
持
せ
ず
自
ら
の
労
働
力
を
充
て
る
以
外
に
は
な
い
零
細
農
民
も
い
た
の
で
あ
る
o
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(27
)

こ
れ
ら
の
借
用
状
の
文
言
は
酷
似
し
て
お
-
'
そ
の
パ
タ
ー
ン
化
'
す
な
わ
ち
､
貸
借
関
係
の
広
汎
な
存
在
が
推
定
さ
れ

る

｡

出
挙

の
主
体
は
史
料
上
で
は
判
明
し
な
い
が
､
郷
質
規
定
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
長
原
の
住
人
の
も
の
で
あ
-
'
玖
島
の
住
人
の
も
の
に

そ
れ
が
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
玖
島
郷
内
の
住
人
で
あ
る
-
い
-
こ
と
に
な
ろ
-
｡
ま
た
へ
文
書
の
伝
来
関
係
か
ら
し
て
､
前
述
の

過
程
を
通
じ
て
経
済
力
を
強
化
し
て
き
L
J刀
輔
な

ど
の
有
力
百
姓
で
あ

っ
た
こ
と
は
､
容
易
に
想
定
さ
れ
る
0
こ
う
し
て
有
力
百
姓

は
､

一
般
百
姓
と
の
間
の
貸
借
関
係
を
桂
子
と
し
て
'
よ
-

一
層
土
地
集
積
を
進
行
さ
せ
'
百
姓
内
部
で
の
搾
取
関
係
を
展
開
し
て
い

(28
)

-
の
で
あ
る
｡
事
実
､
重
玉
名
に
隣
接
す
る
久
漕
名
に
は
､
刀
繭
の
抱
え
る
田
地
が
多
数
存
在
し
て
い
る

｡

ま
た
､
｢久
島
郷
百
姓
年

貢
礼
銭
覚
｣
に
よ
れ
ば
'
｢馬
の
太
郎
殿
｣
が
､
あ
と
二
人

と
並
ん
で

1
貰
二

〇
〇
文
を
支
出
し
て
お
-
'
他
の
百
姓
の

1
0
0
文

･

(29)

五
〇
文
に
比
べ
て
､
圧
倒
的
な
高
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る

｡

ま

と

め

｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
を
め
ぐ
る
諸
勢
力
の
動
向
は
､
在
地
領
主
の
侵
略
に
よ
る
そ
の
領
有
関
係

へ
の
編
成
'
ま
た
'
百
姓
内
部

の
経
済
関
係
を
通
じ
て
の
集
稗
の
進
行
と
い
う
方
向
を
と

っ
た
｡

前
者
の
場
合
､
｢
百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
は
､
領
主
的
土
地
所
有
権
に
上
昇
転
化
す
る
こ
-
に
よ

っ
て
､
そ
の
中
間
性

･
過
渡
性
を

克
服
す
る
｡
後
者
の
場
合
､
搾
取
関
係
は
あ
-
ま
で
も
百
姓
と
い
-
同

1
身
分
内
の
も
の
で
あ
-
､
そ
の
安
定
化
の
L
Jめ
に
は
､
領
主

(
30
)

支
配

と
は
異
な

っ
た
体
制
を
形
成
す
る
必
要
が
あ
る
｡
そ
の
形
成
に
よ

っ
て
'
在
地
中
領
主
が
そ
の
本
格
的
成
立
を
見
る
の
で
あ

る

｡

(1
)
･(･1
)
･(5
)I(6
)

｢東
禅
寺
文
苫
｣

1
四
(広
Ⅳ
I
三
八
二
)｡
こ
の
中
で
明
徳
四
年
の
散
田
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
-
つ
て
､
年
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代
推
定
の
禎
拠
と
し
た
O

同
右

l
三
(広

Ⅳ
-
三
八
〇
)｡

矢
原
殿
に
つ
い
て
は
､
竹
原
小
早
川
家
の
家
臣
と
し
て
史
料
上
に
見
ら
れ
る
大
原
氏
が
そ
れ
に
あ
た
る
か
-
し
れ
な
い
(『小
早
川
家
文
書
』
四

七
四
号
､
r小
早
川
家
証
文
｣
三
六
九
号
参
照
)
｡
同
じ
-
竹
原
小
早
川
豪
の

｢内
の
者
｣
と
し
て
､
未
松
氏
の
名
が
見
ら
れ
る
(r小
早
川
家
証

文
』
四
〇
こ
て
)｡

｢東
禅
寺
文
書
｣

一
七
(広
Ⅳ
-
三
八
五
)｡

同
右

1
<
(広
Ⅳ
-
三
<
六
)
.

石
非
氏
は
､
こ
の

｢矢
原
殿
御
恩
｣
を
小
早
川
氏
か
ら
矢
原
氏
へ
の
給
恩
の
意
に
と
っ
て
い
る
(石
井
荊
掴
書
二
八
二
束
参
照
)
が
､
著
者
は
､

以
下
の
理
由
か
ら
本
文
の
よ
う
な
意
に
と
っ
た
｡
小
早
川
氏
か
ら
の
絵
恩
は

｢拾
分
｣
と
表
現
さ
れ
､
内
容
は

｢地
頭
年
貢
｣
二
桑
代
花
代
烏

銭
｣
な
ど
で
､
特
恵
の
土
地
と
は
結
び
つ
か
ず
､
名
主
が
沙
汰
し
て
き
た
分
で
あ
ち
(〔史
料
D
〕
な

ど
)o
L
た
が

っ
て
､
｢給
分
｣
で
あ
る
こ
と

自
体
は
､
名
を
通
じ
た
収
納
体
制
を
否
定
す
る
-
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
に
対
し
､
そ
う
し
た

｢給
分
｣
の
抑
留
を
通
じ
た
特
定
の
土
地
の
直
接
支

配
に
よ
る
取
得
は
､
収
納
体
制
の
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
-
､
そ
の
場
合
に
は
､
｢知
行
｣
と
薮
現
さ
れ
て
い
る
(注
(1
)史
料
な
ど
)C
l

方
､
こ
の
場
合
は

｢御
恩
｣
と
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
矢
原
氏
の

｢知
行
｣
令
-
な
っ
た
こ
と
で
は
な
-
､
そ
の
内
部
で
の
下
地
進
退
の
関

係
を
問
題
に
し
て
い
る
た
め
と
考
え
L
J
い
｡
｢御
恩
｣
と
は
'
与
え
る
立
場
か
ら
の
表
現
L
,-
L
L
J方
が
､
素
直
な
解
釈
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

前
述
の
永
和

l
年
の

｢取
帳
｣
の
作
成
-
､
こ
-
L
L
.状
態

へ
の
対
応
の

一
つ
で
あ
ろ
う
｡

I

｢小
田
文
書
｣
二
九
(広
Ⅳ
-
七
〇
)｡

見
阿
が

｢如
元
刀
爾
押
領
分
国
重
可
被
付
置
｣
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
点
は
'
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
押
領
が
同
時
に
そ

の
対
象
地
の
名
か
ら
の
離
脱
を
も
招
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
-
か
O
-
す
れ
ば
'
刀
細
は
こ
の
土
地
を
自
ら
の
名
主
的
管
理

の
下
に
置
こ
う

と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
d

｢小
田
文
書
｣
二
(広
Ⅳ
-
四
九
).

松
岡
前
禍
論
文
四
九
-
五
〇
頁
参
照
｡

｢小
田
文
書
｣
五
九
(広
Ⅳ
-

九
〇
)C
こ
の
史
料
は
年
欠
で
あ
る
が
､
そ
の
作
成
事
情
か
ら
年
代
を
推
定
し
た
.
'ま
た
､
国
垂
名
は
こ
の
史
料
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に
は
見
え
な
い
が
､
｢
さ
ん
し
き
う
｣
を
負
担
し
て
い
る

｢
い
わ
｣
が
､
実
は
国
垂
名
に
あ
た
る
こ
と
は
､
｢久
免
除
田
差
出
案
｣
(｢小
田
文
書
｣

六
〇
(広
Ⅳ
-
九

二
)で
の

｢
さ
ん
し
き
-
｣
が

｢国
し
け
名
｣
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
｡

(16
)

同
右

二

(広
Ⅳ
-
五
六
)
.

(17
)

同
右

一
二
(広
Ⅳ
-
五
七
)
｡

(1
)

同
右

四
三
(広
Ⅳ
-
七
九
)
｡

(1
)

こ
の
時
点
で
改
め
て
そ
の
こ
1
J
が
確
認
さ
れ
た
の
は
､
そ
も
そ
も
平
右
馬
封
が
そ
れ
ま
で
重
正
名
を
進
退
し
て
い
L
J
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
､
相
論
の
最
中
平
右
馬
尉
が
親
族
と
し
て
重
正
名
を

一
時
預
か
-
､
こ
こ
で
そ
の
最
終
結
着
が
つ
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ

■フ
○

(20
)

｢小
田
文
書
｣
四

1
(広

Ⅳ
-
七
八
).

(2
)

こ
こ
で
､
刀
紺
は
押
錦
し
た
土
地
を
自
ら
の
名
主
的
管
理
の
下
に
置
こ
-
と
し
で
い
た
と
想
定
し
た
こ
-
J
(注
(1
))
を
思
い
出
し

てほ
し
い
｡

刀
欄
が
非
法
を
通
じ
て
実
現
し
ょ
う
と
し
た
体
制
が
､
こ
こ
で
実
現
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
｡

(22
)

｢小
田
文
書
｣

1
(広
Ⅳ
I
四
九
)Q
但
し
､
年
号
に
干
支
が
付
さ
れ
て
い
る
の
が
､
当
該
期
の
も
の
と
し
て
は
不
自
然
な
こ
と
､
時
代
的
に
も

内
容
的
に
も
他
の
史
料
と
の
関
連
が
な
い
こ
と
か
ら
､
偽
文
書
の
可
能
性
が
あ
る
｡

(23
)

同
右

一
六
(広
Ⅳ
-
六
〇
)｡

(24
)
同
右
五
〇
(広
Ⅳ
-
八
四
)｡

(25
)
二
26
)

同
右
五
二

･
五
三
(広
Ⅳ
-
八
五

･
八
六
)｡

(27
)

こ
う
L
L
J状
況
は
､
生
産
力
的
不
安
定
性
L
,け
で
な
-
､
｢
つ
-
L
L
Jち
は
な
の
御
ち
ん
の
時
､
御
公
事
を
ゑ
つ
か
ま
つ
り
候

ハ
す
候
に
よ
っ

30 29 28

て
｣
土
地
を
売
却
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
例
の
あ
る
よ
う
に
(｢小
EE
文
書
｣

1
五
(広
Ⅳ
-
五
九
)
)
､
守
讃
役
等
の
収
奪
強
化
も
原
EEZし
て
い
L
J

と
考
え
ら
れ
る
｡

｢小
田
文
苫
｣

一
二
(広
Ⅳ
-
五
七
)｡

同
右
四
九
(Ⅳ
I
八
二
)I

｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
の
集
積
に
よ
っ
て
､
他
の
百
姓
と
の
間
に
広
汎
な
搾
取
周
係
を
展
開
す
る
階
層
を
'
在
地
小
領
主
と
概
念
規
定
し
た
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理
由
を
述
べ
て
お
-
必
要
が
あ
ろ
-
｡
｢
百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
自
体
は
'
本
文
で
述
べ
L
Jよ
う
に
地
主
的
椀
利
で
あ
る
｡
し
か
し
'
地
主
的
権

利
と
い
う
の
は
､
超
雄
史
的
概
念
で
あ

っ
て
､
そ
の
実
現
を
保
障
す
る
関
係
の
内
容
に
よ

っ
て
､
そ
の
所
持
主
体
の
歴
史
的
性
格
は
規
定
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
｡
封
建
社
会
に
お
い
で
は
､
剰
余
の
取
得
は
､
経
営
的
､
あ
る
い
は
そ
の
延
長
線
上
の
個
別
人
身
支
配
的
既
係
に
よ
る
か
､
領
主
的

土
地
所
有
体
系
の
経
済
外
的
強
制
力
に
よ
る
か
に
大
別
さ
れ
よ
う
｡
｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
は
'
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
､
経
営
か
ら
の
分

経
に
よ
っ
で
地
主
的
権
利

へ
と
発
展
す
る
-
の
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
そ
れ
は
'
何
ら
か
の
経
済
外
的
な
強
制
力
に
求
め
ざ
る
を
え
ず
'
そ
れ
に

よ

っ
て
剰
余
を
取
得
す
る
階
層
は
'
領
主
的
性
格
を
も

つ
-
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
(そ
の
具
体
的
内
容
は
､
次
節
で
検
討
す
る
)｡
だ
か
ら
こ

そ
'
将
来
領
主
階
級
は
'
彼
ら
を
編
成
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
よ
-
強
固
な
支
配
体
制
の
構
築
を
目
指
す
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら

l
方
､

｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
は
-
領
主
的
土
地
所
有
者
権
と
し
て
は
認
知
さ
れ
て
お
ら
ず
'
そ
の
所
持
主
体
J
､
そ
の
こ
と
を
も

っ
て
し
て
は
百
姓

-
い
う
身
分
は
変
更
さ
れ
な
い
D
こ
の
よ
う
に
彼
ら
が
百
姓
と
い
-
身
分
的
同

l
性
を
克
服
し
な
い
限
上

梓
取
関
係
は
個
別
的
な
経
済
過
程
を

通
じ
て
形
成
さ
れ
か
J
の
に
と
ど
ま
り
､
強
制
力
に
も
限
界
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
領
主
的
性
格
を
帯
び
統
主
化
の
方
向
性
を
も

ち

つ
つ
も
､
な
お
百
姓
身
分
に
と
ど
ま
る
中
間
階
層
を
､
著
者
は
在
地
小
領
主
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
｡

第
三
節

｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
保
障
体
制
の
形
成
と
崩
壊

(久
)

永
正

1
二
年
二

五

1
五
)へ
玖
島
刀
禰
太
郎
右
衛
門
尉
は
'
｢
□

島

郷
之
内
う
地
の
-
下
地
｣
を
'
盲
姓
孫
兵
衛
に

｢申
付
｣
け
､

先
例
に
任
せ
て
年
貢

･
公
事
を
収
め
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
O
そ
し
て
､
そ
の
下
地
の
所
持
に
つ
い
て
妨
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
'
訴

(等

閑
)

(-
)

え
出
て
-
れ
ば

｢少
-
此
方
よ
-
と

う

か
ん

の
儀
あ
る
ま
し
-
候
｣
と
の
保
障
を
与
え
て

い

る

｡

前
述
の
よ
う
に
'
以
前
に
は
､
荘
園

(2
)

領
主
'
あ
る
い
は
地
頭
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
下
地
避
止
権
が
刀
滴
の
手
に
移

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
-
し
た
変
化
の
原
因
は
'
盲
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姓
の
土
地
に
対
す
る
権
利
の
強
化
と
裏
腹
な
､
荘
園
領
主
の
支
配
体
制
の
弱
体
化
に
求
め
ら
れ
よ
う
O
天
文
二

1
年
(
1
五
五
三
)
､
玖

(3
)

島
郷
内
の
寺
家
社
家
得
分
な
ど
の
指
出
し
が
作
成
さ
れ
L
JO
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
玖
島
郷
か
ら
の
収
納
分
は
'
刀
禰
給
分
な
ど
を
含
め
て

も

一
〇
〇
貫
文
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
か
ら
五

〇
年
後
の
慶
長
五
年
二

六

〇
〇
)に
作
成
さ
れ
た

｢-
し
ま
村
当
年
貢
成
前
｣
に
よ
れ

(4
)

ば
､
玖
島
郷
の
全
収
納
高
と
し
て
指
定
さ
れ
た
の
は
五

一
五
石
二
斗
七
合
で
あ
っ
た

｡

も
ち
ろ
ん
､
前
述
の

一
〇
〇
貰
文
が
全
領
主
取

得
分
と
は
い
い
き
れ
な
い
し
､
近
世

へ
の
移
行
期
に
お
い
て
､
畠
地

･
屋
敷
地

へ
の
嵐
課
を
は
じ
め
､
搾
取
が
強
化
さ
れ
て
い
る
事
情

も
あ
る
｡
そ
れ
ら
を
勘
案
し
て
な
お
､

一
貫
=
一
石
の
和
市
で
換
算
し
て
五
倍
に
も
及
ぶ
収
納
高
の
増
加
は
'
厳
島
社
の
支
配
が
い
か

に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
か
を
物
語

っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
o
L
L
Jが

っ
て
'
百
姓
の
留
保
し
て
い
る
剰
余

へ
の
積
極

的
介
入
は
想
定
で
き
な
い
｡
新
た
な
在
地
動
向

へ
の
積
極
的
対
応
を
放
棄
L
t
既
存
の
収
納
権
を
守
る
の
に
楢

一
杯
と
い
う
状
況
が
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
O
そ
れ
が
'
名
田
の
進
止
権
を
刀
桐
に
委
ね
る
事
態
を
招
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
-
o

そ
れ
で
は
'
刀
耐
自
身
は
い
か
な
る
立
場
か
ら
こ
の
下
地
進
止
権
を
掌
撞
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
-
か
Q
前
出
の
得
分
指
出
し
の
作
成

(5
)

主
体
は
､
楢
原
六
郎
左
衛
門
尉
信
実
で
あ

っ
た
｡
こ
の
信
実
を
､
『広
島
県
史
』
編
集
者
も
松
岡
氏
も
刀
楠
だ
と
し
て
い
る
が

､
こ
れ

は
誤
-
で
あ
ろ
う
｡
判
断
の
根
拠
と
な

っ
た

｢散
使
給
充
文
案
｣
は
､
楢
原
信
実
が
'
｢刀
踊
名
主

い
け
ん
付
｣
き
､
散
使
給
を
三
郎

四
郎
と
三
郎
大
夫
と
に
分
拾
す
る
こ
と
を
､
三
郎
四
郎
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
信
実
は
'
厳
島
社
領
の
年
貢
の
算
用
な

ど
の
管
理

･
現
地
給
分
の
進
止
な

ど
に
あ
た

っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
C
問
題
は
､
こ
の
決
定
が
刀
禰
名
主
の

｢
い
け
ん
｣
に
従

っ
て
な

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
C
も
し
信
実
が
刀
.S
で
あ
る
と
し
た
ら
､
信
実
自
身
が
決
定
を
下
し
て
い
る
の
だ
か
ら
､
こ
の
よ
う
に
こ
と
わ

(6
)

る
必
要
は
あ
る
ま
い
C
信
実
は
'
刀
欄
で
は
な
-
政
所
で
あ

っ
L
J-
思
わ
れ
る
C
信
実
は
姓
を
隠
岐
と
も
称
し
て
い
L
J
が

'
第

1
節
で

(7
)

見
た
よ
-
に
'
玖
島
郷
の
政
所
も
隠
岐
氏
だ

っ
た
の
で
あ
る
o
政
所
の
職
分
に
は
､
社
役
郷

･
公
事
の
免
除
の
伝
達
も
あ

生

前
述
の

信
実
の
役
割
と
も
適
合
す
る
｡
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
'
政
所
こ
そ
荘
園
制
支
配
機
構
の
末
端
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
-
'
刀
欄
は
名
主
と
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と
も
に
百
姓
を
代
表
し
て
政
所
に
要
求
を
出
し
た
-
'
庄
務
を
補
助
す
る
立
場
に
あ

っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
し
た
が

っ
て
､

刀
相
は
荘
園
制
支
配
機
構
を
掌
握
し
て
支
配
権
を
強
化
で
き
る
よ
う
な
立
場
に
は
い
な
か
っ
L
J
の
で
あ
る
O
と
す
れ
ば
'
刀
蹄
に
よ
る

下
地
進
止
権
の
掌
握
は
'
｢
百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
の
成
立

･
集
積
-

い
-
動
向
の
ヰ
で
､
百
姓
が
自
ら
の
権
利
を
自
ら
保
障
す
る
権

限
を
獲
得
し
た
も
の
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
O
こ
こ
に
は
､
下
地
進
止
権
の
も
つ
意
味
の
転
換
-

荘
園
領
主
に
よ
る
収
奪
確
保
の

た
め
の
負
担
責
任
の
確
定
か
ら
､
百
姓
に
よ
る

｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
の
直
接
的
保
障

へ
ー

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
-
し
て
刀
繭
が
掌
握
し
た
下
地
進
止
権
は
t
L
L
Jが

っ
て
'
百
姓
間
の
規
制
力
に
よ

っ
て
の
み
､
現
実
に
機
能
す
る
こ
と
が
で
き

L
J｡
そ
の
力
は
､

ど
の
よ
-
な
具
体
的
内
容
を
も

っ
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
-
か
O
す
で
に
前
節
で
t

I
四
世
紀
初
頭
の
相
諭
に

お
い
て
'
郷
内
の
百
姓
が
そ
の
所
持
す
る
権
利
を
相
互
承
認
し
､
保
障
し
あ

っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
L
J｡
こ
の
相
互
保
障
は
､
ど
の

よ
-
な
性
格
を
も

っ
て
い
た
で
あ
ろ
-
か
｡
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
､
〔史
料

H
〕に
お
い
で
'
契
約
不
履
行
の
際
の
郷
質
の
規
定
が

記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
Q
郷
質
に
つ
い
て
は
勝
俣
鎮
夫
氏
の
研
究
が
あ
-
､
｢債
務
者
の
所
属
す
る
郷
と
い
う
社
会
的
結
合
体

(8
)

を

1
つ
の
ユ
ニ
ッ
ー
と
し
て
､
そ
の
成
員
の
財
産
に
対
す
る
債
務
者
の
質
取
行
為
｣
と
規
定
し
て
い
る
｡

前
述
の
よ
-
に
'
郷
質
規
定
が
記
戟
さ
れ
て
い
る
の
は
長
原
の
住
人
の
借
用
状
で
あ
-
'
玖
島
郷
の
住
人
の
そ
れ
に
は
な
か
っ
た
｡

し
た
が

っ
て
'
玖
島
郷
が

一
つ
の
単
位
と
し
て
､
共
同
体
的
連
帯
保
障
体
制
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
｡
勝
俣
氏
は
'
こ
う
し

(9
)

た
関
係
の
成
立
条
件
と
し
て
､
｢社
会
結
合
の
相
互
関
係
に
お
け
る
強
い
1
体
観
の
意
識
｣
｢集
団
内
部
の
き
び
し
い
自
己
規
制
｣
を
あ

げ
て
い
る
｡
こ
の
郷
質
規
定
が

一
五
世
紀
前
半
に
出
現
す
る
の
は
､
勝
俣
氏
-
指
摘
す
る
よ
う
に
'
｢庄
的
結
合
の
解
体

･
郷
村
的
結

(10
)

合
の
成
立
と
い
-
社
会
的
変
化
-
関

連

｣

し
て
い
L
J
か
ら
で
あ
る
C
こ
れ
ま
で
の
検
討
と
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
､
こ
の
郷
村
的
結
合

は
､
自
立
的
経
営
主
体
で
土
地
に
対
す
る

二
足
の
権
利
を
所
持
す
る
百
姓
の
広
汎
な
成
立
を
基
礎
と
し
て
形
成
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
O

そ
の
よ
う
な
資
格
に
お
い
て
'
百
姓
は
共
同
体
に
参
加
し
､
か
つ
成
員
と
し
て
そ
の
権
利
を
相
互
に
保
障
し
あ
う
の
で
あ
る
｡
こ
-
し
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L
J関
係
の
発
展
と
し
て
'
共
同
体
の
中
心

･
代
表
的
存
在
で
あ
る
刀
爾
の
下
地
進
止
権
の
掌
握
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
-
o
こ

の
共
同
体
成
員
と
し
て
の
連
帯
･二

体
性
が
'
共
同
体
外
と
の
土
地
を
娃
介
と
す
る
貸
借
関
係
が
成
立
し
た
と
き
'
郷
質
と
し
て
現
わ

れ
る
の
で
あ
る
｡

刀
欄
の
共
同
体
代
表
と
し
て
の
位
置
は
､
対
外
関
係
に
お
い
て
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
｡
玖
島
郷
も
含
む
友
田

･
吉
和
な

ど
の
山
里

諸
郷
は
､
天
文

一
〇
年
二

五
四
二
)
､
大
内
氏
に
よ

っ
て
改
め
て
厳
島
社
に
寄
進
さ
れ
､
廿
日
市
の
桜
尾
城
を
通
じ
て
収
納
が
行
わ
れ

(‖
)

る
よ
う
に
な
っ
た

Q

そ
の
現
地
で
収
納
を
行

っ
て
い
る
新
里
若
狭
守
の
も
と

へ
'
社
納
銭
の
末
進
を
め
ぐ

っ
て

｢
山
里
百
姓
等
｣
が
訴

B順
[

状
を
提
出
し
て
い
る
｡
こ
の
訴
訟
は
､
未
進
三
力
年
分
の
皆
済
-
当
約
分
の
馳
走
を
百
姓
側
が
申
し
出
る
こ
と
に
よ

っ
て
結
著
が
つ
い

(13
)

た
が
'
こ
の
申
し
出
の
書
状
を
提
出
し
た
の
は
'
｢
山
里
刀
禰
｣
で
あ
っ
L
J
.

し
た
が

っ
て
'
刀
輔
は
百
姓
の
代
表
と
し
て
領
主
と
交

渉
す
る
立
場
に
い
L
Jと
い
え
る
｡
こ
の
点
は
'
玖
島
郷
に
お
い
て
､
散
便
給
の
分
配
に
際
し
て
の
刀
秤
と
名
主
と
の
意
見
提
出
と
い
う

形
で
､
す
で
に
見
ら
れ
L
Jと
こ
ろ
で
あ
る
O
さ
ら
に
ま
L
Jt
社
納
銭
に
つ
い
て
'
社
家
衆
が
撰
銭
を
行
い
迷
憩
を
し
て
い
る
と
の
訴
状

3必
E

が
､
｢
山
里
刀
相
中
｣
よ
-
出
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
-
に
'
刀
術
は
百
姓
の
先
頭
に
立

っ
て
愁
訴
闘
争
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
O

し
か
も
､
｢
山
里
刀
珊
中
｣
と
い
う
表
現
か
ら
す
れ
ば
､
刀
補
の
連
合
体
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
連
合
体
は
､
山
里
諸

(15
)

郷
の
そ
れ
ぞ
れ
の
刀

相

に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
'
郷
の
枠
を
超
え
L
J共
同
闘
争
の
展
開
に
お
い
て
'
刀
補
は
重
要
な

役
割
を
演
じ
て
い
た

と
想
定
で
き
よ
-
o

こ
の
よ
う
に
へ
｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
は
､
刀
繭
を
項
点
と
す
る
共
同
体
秩
序
に
よ

っ
て
'
そ
の
実
現
が
保
障
さ
れ
て
い
た
C
そ

の
内
容
は
'
百
姓
の
個
別
的
な
相
互
承
認
か
ら
､
独
自
の
下
地
進
止
権
の
掌
握

へ
と
発
展
し
'
共
同
体
外
に
対
し
て
は
'
連
帯
責
任
体

制
と
し
て
現
わ
れ
た
.
実
際
そ
れ
は
､
不
当
な
侵
略
を
排
除
す
る
機
能
を
果
L
JL
t
ま
L
Jt
領
主
に
対
す
る
年
貢

･
公
事
負
担
と
い
う

共
同
体
外
か
ら
の
搾
取
に
対
し
て
は
､
そ
の
軽
減
と
い
-
共
通
課
題
で
共
同
闘
争
を
行
-
基
盤
と
な

っ
て
い
た
｡
し
か
し
'
｢百
姓
的
｣
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剰
余
取
得
権
の
集
稗
の
進
行
は
､
そ
の
実
質
的
意
味
を
転
換
さ
せ
る
｡
こ
の
集
稗
過
程
が
経
済
的
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
限
-
､
共

同
体
は
そ
れ
に
対
し
て
規
制
力
を
発
揮
で
き
ず
'
か
え

っ
て
そ
の
権
利
の
正
当
性
を
保
障
せ
ざ
る
を
え
な
い
｡
し
た
が

っ
て
'
客
観
的

に
は
集
積
主
体
で
あ
る
在
地
小
領
主
層
の
利
益
保
障
体
制

へ
と
性
格
を
変
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
実
際
､
そ
の
運
営
の
中
核
を
刀
繭
を

中
心

と
す
る
在
地
小
領
主
層
が
担

っ
て
い
た
こ
と
は
'
散
使
給
の
分
給
の
決
定
が

｢
刀
桐
名
主

い
け
ん
付
｣

い
て
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら

も
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
.

彼
ら
は
'
自
ら
の
地
位
と
そ
の
保
障
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
､
武
力

･
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

･
交
通
な
ど
の
支
配
力
を
保
持
し
て
い

た
.
玖
島
郷
に
ほ

ど
近
い
周
防
国
山
代

〓
ニ
ケ
郷
に
は
､
そ
れ
ぞ
れ
刀
槽
が
存
在
し
'
ま
た
そ
の
下
の
小
村
に
は
名
主
が
存
在
し
､
所

(16
)

務
の
沙
汰
に
あ
た

っ
て
い

i

,

と
伝
え
ら
れ
て

い

る

O

そ
の
郷
の
う
ち
の

一
つ
で
あ
る
宇
佐
郷
刀
珊
大
蔵
左
衛
門
尉
の
屋
敷
は
､
郷
の
中

心
で
川
の
合
流
点
を
見
下
ろ
す
高
台
に
構
え
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
.
ま
L
Jそ
の
上
流
に
は
､
谷
戸
を
支
配
す
る
在
地
小
領
主
層
広
兼

氏

1
族
が

い
た
O
こ
こ
で
'
刀
輔
が
自
分
に
対
し
私
欲
探
-
農
民
を
困
苦
さ
せ
て
い
る
と
批
判
し
L
J広
兼
兵
衛
肋
を
討
ち
果
た
し
た
こ

-
を
き

っ
か
け
に
､
兵
衛
助
の
子
松
之
助
'
お
よ
び

7
族
の
弘
民
部
大
夫

･
値
国
藤
左
衛
門
ら
が
大
倉
宅
を
襲

い
'
左
衛
門
尉
ら
家

(17
)

族

･
奴
僕
七
名
を
殺
害
す
る
と

い
う
事
件
が
起
き
て
い
る
｡

そ
の
後
天
文
期
に
は
'
郷
の
中
心
に
あ
る
惣
鎮
守
八
幡
宮
の
願
主
を
恒
国

●

民
が
､
大
富
司
を
広
氏
が
勤
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
､
こ
れ
は
本
来
刀
相
の
掌
握
す
る
権
限
が
､
大
倉
氏
隷
滅
後
の
そ
の
地

(lB
)

へ19
)

位
の
変
動
に
よ

っ
て
移
動
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る

Q

同
じ
山
代
の
阿
賀
郷
の
刀
肺
で
あ
る
錦
見

氏

は
､
郷
内
を
貫
流
す
る
下
畑
川
沿

い
の
道
と
峠
を
越
え
て

〓
ニ
ケ
郷
の
中
心
で
あ
る
本
郷
に
通
じ
る
道
と
を
掘
す
る
交
通
の
要
衝
に
居
を
構
え
て
い
L
J-
伝
え
ら
れ
て
い

る
｡
ま
た
'
こ
の
錦
見
氏
を
討
滅
す
る
こ
と
に
な
る
(後
述
)
同
じ
郷
内
の
在
地
小
領
主
三
分

一
氏

一
族
は
､
阿
賀
郷
の
中
心
に
位
置
す

(加
)

る
速
田
大
明
神
と
惣
鎮
守
正

一
位
八
幡
宮
の
社
報
を
勤
め
た
と
さ
れ
て
い

る

｡

こ
れ
も

討
滅
以
前
は
刀
珊
錦
見
氏
が
掌
握
し
て
い
た

も
の
で
あ
ろ
う
｡
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こ
の
よ
う
に
在
地
小
領
主
層
は
'
刀
補
に
よ
る
交
通

･
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
権
の
掌
握
'
さ
ら
に

一
族
結
合

･
奴
僕
組
織
に
よ
る
武

力
保
持
を
通
じ
て
､
共
同
体
秩
序
の
維
持
を
は
か
っ
た
｡
そ
れ
は
'
建
前
と
し
て
は
悪
意
的
搾
取
に
対
す
る
規
制
力
と
も
な

っ
L
Jが
､

同
時
に
'
｢
百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
安
定
化
の
た
め
の
'
共
同
体
構
成
員
に
対
す
る
規
制
力
と
も
な

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
0
の
み
な
ら

ず
､
在
地
小
領
主
間
で
も
武
力
抗
争
が
展
開
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
た
の
で
あ
-
､
村
落
支
配
者

へ
の
上
昇
転
化
の
強
い
志
向
性
を
支
え

る
力
に
も
な

っ
て
い
L
J
の
で
あ
る
｡
こ
の
在
地
小
領
主
層
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た

｢
百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
保
障
体
制
の
基
盤
で
あ
る

共
同
体
秩
序
は
､
し
た
が

っ
て
'
松
浦
氏
の
い
-
よ
-
な
単
な
る
中
世
名
主
の
地
位
を
継
求
す
る
有
力
農
民
の
連
合
体
だ

っ
た
の
で
は

な
-
'
｢
百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
の
成
立
と
展
開
を
踏
ま
え
L
J､
新
た
な
村
落
秩
序
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
0

玖
島
郷
の
よ
う
に
'
基
本
的
に
共
同
体
秩
序

に
依
拠
す
る
こ
J
J
に
よ

っ
て

｢
百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
の
保
障
を
実
現
で
き
L
J条
件

は
､
何
よ
-
も
厳
島
社
と

い
う
地
方
寺
社
の
所
領
で
あ

っ
L
J点
に
求
め
ら
れ
よ
う
｡
す
で
に
見
た
よ
う
に
'
厳
島
社
に
よ
る
玖
島
郷
支

配
は
'
あ
る
時
は
給
主
を
通
じ
'
ま
た
あ
る
時
は
地
頭
を
通
じ
と
い
-
よ
-
に
安
定
的
に
は
存
在
せ
ず
'
強
力
な
在
地
支
配
を
展
開
す

る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
｡
し
か
も
重
要
な
の
は
'
そ
れ
に
と

つ
て
替
る
強
力
な
在
地
領
主
が
存
在
し
な
か

っ
L
J点
で
あ
る
Q
そ
の
理
由

は
確
定
で
き
な
い
が
､
第

1
に
は
､
と
も
か
-
も
政
所
と
い
-
現
地
荘
務
機
構
が
存
在
し
､
請
代
官
を
置
-
こ
と
な
-
'
直
接
収
納
を

行
-
条
件
が
あ

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
c
L
か
も
'
政
所
自
身
は
そ
の
権
能
を
利
用
し
て
在
地
領
主
的
支
配
を
展
開
し
よ
う
と
す
る

志
向
性
を
見
せ
て
は
い
な

い
C
第
二
に
は
､
こ
の
地
域
が
大
内
領
国
と
安
芸
国
人
領
と
の
中
間
地
帯
に
あ
-
､
こ
れ
ら
の
支
配
の
浸
透

が
遅
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
こ
う
し
た
点
が
､
国
人
領
主
竹
原
小
早
川
氏
の
支
配
の
拠
点
と
さ
れ
る
弁
海
名
が
'
早
期
に
鏡
主
的

支
配
秩
序
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
と
は
対
照
的
な
動
向
を
､
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が

っ
て
'
か
か
る
条
件
の
変
化
は
､

す
で
に
内
部
抗
争
を
展
開
す
る
に
至

っ
た
こ
の
体
制
を
'
崩
壊
の
危
機

へ
と
導
-
の
で
あ
る
Q

防
長
征
服
の
開
始
に
よ
る
強
力
な
戦
国
大
名
権
力
の
こ
の
地
域

へ
の
侵
入
は
､
村
落
を
と
-
ま
-
条
件
を
急
激
に
変
化
さ
せ
'
矛
盾
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(
21
)

は

1
気
に
爆
発
す
る
｡
山
代

1
三
ケ
郷
は
'
｢郷
内
課
役
免
許
｣
を
条
件
と
す
る
陶
氏
の
軌
員
命

令

に
応
じ
'
毛
利
方
と
の
合
職
に
参

へ22
)

加
す

る

｡

し
か
し
阿
賀
郷
で
は
､
三
分

l
氏
が
毛
利
氏
と
通
じ
'
刀
耐
錦
見
氏
と
の
抗
争
を
展
開
す
る
C
l二
分

一
氏
は
錦
見
氏
の
首
級

3猟
E

を
あ
げ
支
配
権
を
奪

い
､
さ
ら
に
毛
利
氏
と
家
臣
関
係
を
結
ん
で
'
峨
国
大
名
権
力
の
末
端
と
し
て
阿
賀
郷
を
支
配
す
る
に
至

る

O

こ

う
し
て
在
地
小
額
主
は
､
ま
さ
に
経
済
外
的
強
制
力
に
よ

っ
て
急
速
な
分
解
を
と
げ
'
そ
の

一
方
は
領
主
階
級

へ
と
上
昇
転
化
す
る
の

(玖
他
)

で
あ
る
｡
玖
島
郷
も
こ
の
戦
乱
に
ま
き
こ
ま
れ
る
｡
｢白
砂
百
姓
中
-

し

ま

へ
て
き
れ
を
な
し
候
て
'
で
き
五
人
討
取
候
'
定
津
田
と

も
田
占
白
砂

へ
可
相
動
と
存
候
へ
け
ふ
-
L
Jち
候

ハ
､
白
砂

へ
可
有
合
力
候
t
と
も
田

･
津
田
之
俵
き
-
め
-

へ
-
候
'
-
し
ま
の
儀

(24
)

を
お
ち
つ
き
候

ハ
,
お
と
し
つ
け
度

候

｣

こ
れ
は
'
天
文
二
三
年
二

五
五
五
)
一
〇
月
に
､
毛
利
家
臣
児
玉
就
忠
が
､
同
じ
-
家
臣
の

波
多
野
就
雅
に
宛
て
て
出

J)た
書
状
の

1
部
で
あ
る
｡
白
砂

･
津
田

･
友
田
は
'
山
里
を
構
成
す
る
郷
で
あ
る
.
厳
島
社
に
対
し
て
は

共
同
闘
争
を
挑
ん
だ
山
里
諸
郷
も
分
裂
を
と
げ
'
毛
利
氏
は
'
味
方
に
つ
け
L
J
｢白
砂
百
姓
中
｣
の
協
力
に
よ
っ
て
､
陶
方
に
残

っ
た

(乎
切
)

友
田

･
津
田
を
平
定
し
､
そ
の
後
玖
島
郷
を
陥
落
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
｡
｢白
砂
百
姓
中
｣
が

｢
-
し
ま

へ
て

き
れ

を
な
し
｣
た
と

あ
る
の
は
､
強
力
な
共
同
体
結
合
を
も
つ
玖
島
郷
が
'
抵
抗
の
中
心
と
な

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
｡
毛
利
氏
は
周
辺
村
落
を

分
漸

･
撃
破
し
､
玖
島
郷
を
孤
立
さ
せ
た
上
で
'
討
伐
す
る
概
略
を
と

っ
た
の
で
あ
る
C
先
頭
に
立

っ
て
闘

っ
た
で
あ
ろ
う
刀
相
の
遊

.

(25
)

命
は
語
る
ま
で
も
な
い
O
五

〇
年
を
隔
て
L
J慶
長
五
年
二

六

〇
〇
)'
｢久
島
村
先
給
人
講
取
米
注

文

｣

を
作
成
し
た
在
地
支
配
者
は
J

(26
)

政
所
楢
原
信
実
の
養
子
で
あ
生

山
股
郡
有
田
城
主
の
子
で
も
あ
る
楢
原
信
重
で
あ
っ

た

｡

こ
う
し
て
'
｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
の
保
障
体
制
は
､
そ
の
存
立
条
件
を
奪
わ
れ
崩
壊
し
て
い
-
の
で
あ
る
｡
あ
-
ま
で
こ
の
体

制
を
維
持
し
ょ
-
と
し
た
勢
力
は
討
減
の
運
命
を
免
れ
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
村
落
内
部
に
対
立

･
抗
争
が
存
在
し
'
領
主
化

へ
の
志
向

性
を
在
地
小
領
主
が
強
-
も

っ
て
い
た
以
上
､
ま
た
大
名
権
力

へ
の
抵
抗
が
､
も
う

1
方
の
大
名
の
軍
勢

へ
の
参
加
と
い
う
形
態
を
と

ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
以
上
'
抵
抗
に
は
限
界
が
あ

っ
L
Jの
で
あ
る
C
L
か
-
'

一
方
で
は
領
主
階
級
に
上
昇
転
化
L
L
J層
が
存
在
し
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た
よ
う
に
､

こ
の
過
程
は
､
在
地
小
額
主

に
と

つ
て
､
自
ら
の
中
間
的

･
過
渡
的
性
格
を
止
揚
す
る

1
つ
の
方
向
で
あ

っ
L
J
の
で
あ
る
｡

(1
)

｢小
田
文
書
｣
五
七
(広
Ⅳ
-
八
八
)0

(2
)

松
岡
前
掲
論
文
四
九
-
五
二
京
参
照
｡

(3
)

｢小
田
文
書
｣
六

一
(広
Ⅳ
-
九
三
)｡

(4
)

同
右
六
三
(広
Ⅳ
-
九
五
)｡

(5
)

同
右
八
五
(広
Ⅳ
-
八
九
)'
松
岡
前
掲
論
文
七
三
頁
参
照
｡

(6
)

松
岡
前
掲
論
文
七
三
頁
参
陀
…｡

(7
)

｢小
田
文
書
｣
三
五
(広
Ⅳ
I
七
四
)｡

(8
)

勝
俣
鎖
夫

｢同
質
郷
質
に
つ
い
て
の
考
案
｣
(『服
国
法
成
立
史
論
3

1
九
七
九
年
)
四
四
頁
O

(9
)

同
右
五
二
京
｡

(10
)

同
右
四

一
頁
｡

(11
)

｢厳
島
社
野
坂
文
書
｣

二

七
-
一
二
八
(広
H
-
七
七
-
九
〇
)｡

(1
)

同
右
七
九
(広
EjI
五
四
)｡

(13
)

同
右
八
〇
(広
H
I
五
五
)｡

(1
)

同
右

1
〇
六
(広
Ej
-
六
五
)｡

(15
)

白
砂
の
刀
耐
に
つ
い
て
は
､
閥
三
-
三
八
人
参
照
｡
注
三

-
三
八
八
｡

(16
)

以
下
の
山
代
地
方
に
つ
い
て
の
指
摘
は
､
注
記
し
な
い
限
-
､
現
地
調
査
の
結
果
に
基
づ
-
も
の
で
あ
る
｡
現
地
調
査
に
あ
た
っ
て
は
､
館
鼻

誠
氏
よ
-
多
-
の
抑
教
示
を
う
け
L
J｡

(E3)

注
三
-

一
八
｡
こ
れ
は
伝
桑
で
は
あ
る
が
､
こ
こ
で
の
人
間
関
係
は
こ
れ
ま
で
の
検
討
内
容
と
も
整
合
的
で
あ
り
､
こ
の
事
件
が
串
英
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
は
と
も
か
-
､
歴
史
状
況
を
つ
か
む
手
が
か
-
と
は
な
ろ
う
｡
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ま
L
JJ
こ
の
事
件
の
発
生
年
代

に
つ
い
て
'

『注
進
案
)
に
は
天
正

年
中
と
書

か
れ
て

ある
が
'

地
元

で
は
､

大束
･

応
氷
の
二
説
が

あ
ち
.

著
者
は
'
毛
利
領
国
に
編
入
さ
れ
て
以
降
は
'
在
地
支
配
者
の
名
称
が

刀
両
か

ら
散
任

にかかわ
る

こ
と
(第
三

部第
二

章
参
照
)
か
ら
､

天
正
朔

で
は
な

い
と
考
え
る
.
刀
桶
が
支

配
者
的
性
格
を
強
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
､
大

永期と
す
る

の
が

妥
当

で
あろ
う
｡

(18
)

注
三
-

〓
ハ
｡

(19
)

注
三
-

一
〇
六
｡

(20
)

注
三

1二
三
｡

(21
)

閥
四

-二
七
四
参
照
｡

(22
)

F陰

徳太平
記
-
巻
二
四
参
照
｡

(空

二
二

七京
参
照
..

(24
)

閥
三

-
二
八
｡

(25
)

｢小

田文書
｣
六
二
(広

Ⅳ
I
九四
)｡

(2
)

松
岡

前掲
論
文
七
三
東
参

照
o

お

わ

-

に

中
世
後
期
中
国
地
方
に
お
い
て
､
名
は
'

一
筆
ご
と
の
土
地
に
関
し
て
そ
れ
を
所
持
す
る
百
姓
の
権
利
が
強
化
さ
れ
て
き
た
状
況
の

下
で
､
時
に
は
百
姓
側
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ

っ
て
再
編
成
さ
れ
つ
つ
'
な
お
､
年
貢

･
公
事
の
徴
収
単
位
と

し
て
維
持
さ
れ
'
そ
の

責
任
者

と
し
て
名
主
が
置
か
れ
て
い
た
｡
百
姓
の
有
す
る
権
利
は
'
｢
百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
と
規
定
す
べ
き
性
格
を
も
つ
も
の
と
な

っ
た
｡
そ
れ
は
'
農
民
的
土
地
所
有
権
を
前
提
と
し
つ
つ
も
'
そ
こ
に
形
成
さ
れ
る
剰
余
の
取
得
権
を
本
質

-
す
る
も
の
で
あ

っ
た
c

L
た
が

っ
て
､
年
貢

･
公
事
負
担
義
務
を
伴
い
な
が
ら
も
､
生
産
と
直
接
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
-
､
直
接
生
産
者
に
対
す
る
地
主
的
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権
利

へ
と
発
展
し
L
JO
そ
の
取
得
す
べ
き
剰
余
は
定
量
的
に
存
在
し
､
年
貢
部
分
に
匹
敵
す
る
比
重
を
も

っ
て
い
た
o

L
た
が

っ
て
'
中
世
後
期
の
在
地
動
向
は
､
こ
の

｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
の
掌
握

･
編
成
を
め
ぐ
る
諸
勢
力
の
抗
争
と
し
て
展
開

す
る
.
在
地
領
主
は
､
土
地
抑
留
に
よ

っ
て
名
体
制
を
破
壊
し
'
年
貢
の
直
接
搾
取
を
実
現
し
た
だ
け
で
な
-
､
抑
留
L
L
J土
地
を
自

ら
の

一
族

･
被
官
に
宛
行
い
､
｢
百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
を
自
ら
の
領
有
体
系
の
内
に
編
成
し
て
､
よ
-
強
固
な
支
配
基
盤
を
構
築
し

た
｡

一
方
､
こ
う
し
た
在
地
領
主
の
侵
略
を
-
け
ず
､
百
姓
内
部
で
土
地
集
積
が
進
行
す
る
地
域
-
あ

っ
た
｡
押
領
と
い
う
非
法
行
為

は
'
荘
園
領
主
の
規
制

･
他
の
百
姓
の
抵
抗
に
あ

っ
て
阻
止
さ
れ
る
が
､
有
力
百
姓
は
そ
の
拠
点
と
な
る
名
の
名
主
と
し
て
､
自
ら
の

所
持
集
積
し
た
土
地
の
み
な
ら
ず
､

一
族
の
土
地
を
も
そ
の
名
に
編
入
L
t
経
済
的
実
力
を
強
化
す
る
｡
こ
の
力
を
背
景
に
'

一
般
百

姓
と
の
貸
借
関
係
を
通
じ
て
､
よ
-
広
汎
な
土
地
集
積
を
展
開
し
'
搾
取
関
係
を
形
成
す
る
｡
こ
こ
に
在
地
小
領
主
が
成
立
す
る
の
で

あ
る
｡

こ
-
し
て
百
姓
内
部
で
集
積
さ
れ
た

｢
百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
は
､
共
同
体
結
合
を
基
礎
と

し
た
､
百
姓
間
で
の
規
制
力
に
よ

っ
て

保
障
さ
れ
て
い
L
J｡
そ
れ
は
'
村
落
指
導
者
と
し
て
の
刀
蹄
に
よ
る
下
地
進
止
権
の
掌
握
と
い
う
形
態
を
と
る
が
､
そ
の
支
え
と
な

っ

て
い
た
の
は
､
郷
質
な

ど
に
見
ら
れ
る
共
同
体
規
制
だ

っ
L
JC
そ
れ
は
ま
た
､
村
領
主
共
同
闘
争
の
基
盤
と
も
な

っ
て
い
L
J｡
し
た
が

っ
て
そ
れ
は
'
全
百
姓
の
権
利
を
擁
護
す
る
体
制
で
あ

っ
た
が
､
そ
の
中
心
を
担

っ
た
の
は
強
制
力
を
保
持
す
る
在
地
小
額
主
層
で
あ

-
､
ま
た
､
彼
ら
こ
そ
が
そ
の
恩
恵
に
最
も
浴
す
る
立
場
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
も
彼
ら
の
間
で
は
､
村
落
支
配
者
の
地
位
を
め

ぐ

っ
て
､
あ
る
い
は
領
主
階
級

へ
の
上
昇
を
志
向
し
て
､
深
刻
な
内
部
抗
争
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
-
'
こ
う
L
L
J矛
盾
を
学
ん

だ
も
の
と
し
て
'
こ
の
体
制
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
､
こ
の
体
制
を
存
続
さ
せ
る
条
件
1

既
存
の
領
主
権
力
に

よ
る
封
建
的
支
配
の
末
展
開

1
の
変
化
は
､
直
ち
に
そ
の
崩
壊
を
も
た
ら
す
｡
戦
乱
を
媒
介
と
す
る
戦
国
大
名
権
力
の
侵
入
の
過
程

で
'
在
地
小
領
主
層
は
急
速
な
分
解
を
と
げ
る
｡
大
名
権
力
の
侵
入
を
拒
否
し
､
こ
の
体
制
を
維
持
し
ょ
-
と
す
る
勢
力
は
､
計
減
の
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運
命
を
免
れ
ず
､

一
方
で
は
､
そ
れ
に
積
極
的
に
呼
応
し
､
大
名
の
家
臣
と
し
て
領
主
階
級
に
上
昇
転
化
す
る
勢
力
も
い
た
の
で
あ

a
.
そ
し
て
ま
L
Jt
大
名
権
力
に
よ
る
在
地
掌
握
の
探
化
は
'
｢
百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
自
体
の
存
在
を
否
定
す
る
｡
こ
こ
に
'
｢百
姓

的
｣
剰
余
取
得
権
保
障
体
制
の
存
立
条
件
は
'
二
重
の
意
味
で
消
滅
し
た
の
で
あ
る
C
か
わ

っ
て
､
戦
国
大
名
権
力
に
よ
る

7
円
的
封

建
支
配
体
制
が
構
築
さ
れ
､
村
落
は
領
主
階
級

へ
上
昇
転
化
し
た
旧
在
地
小
領
主
を
通
じ
て
そ
の
直
接
的
支
配
下
に
置
か
れ
る
｡
そ
し

て

｢
百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
は
､
大
名
権
力
に
よ
る
額
有
体
系
の

一
環
と
し
て
の

｢
下
級
領
有
権
｣
に
性
格
転
化
し
､
新
た
な
保
障
体

31
E

制
を
獲
得
す
る
の
で
あ

る
｡

こ
う
し
て

｢百
姓
的
｣
剰
余
取
得
権
は
'
既
存
の
領
主
的
土
地
所
有
の
体
系
に
編
成
さ
れ
る
方
向
に
収
赦
し
､
そ
の
歴
史
的
役
割
を

終
え
た
o
L
か
し
､
こ
の
方
向
性
は
必
然
的
な
も
の
だ

っ
た
の
だ
ろ
-
か
O
｢百
姓
的
｣
剰
取
得
権
の
保
障
体
制
は
､
そ
の
内
的
発
展

に
よ

っ
て
､
内
部
矛
盾
を
規
制
し
外
部
に
対
す
る
独
立
性
を
主
張
し
う
る
'
政
治
的

･
軍
事
的

･
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
条
件
を
獲
得
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ

っ
L
J
の
か
C
戦
国
大
名
領
国
支
配
の
未
展
開
の
地
域
で
､
あ
る
い
は
そ
れ
と
の
対
決
の
中
で
構
築
さ
れ
た
甲
賀
郡

(2
)

中
惣
な

ど
の

｢地
域
的

1
校
体

制

｣

や
各
地
の

1
向

一
操
は
'
そ
れ
へ
の
回
答
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
本
章
は
､
職

国
大
名
領
国
支
配
の
前
提
と
い
-
視
角
か
ら
問
題
を
検
討
し
た
が
'
同
時
に
､
こ
う
し
た
下
か
ら
の
封
建
的
秩
序
形
成
の
動
向
を
含
め

■

る
こ
と
に
よ
っ
て
'
城
国
期
社
食
を
総
体
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
こ
の
両
者
の
対
立
の
特
殊
な
止
揚
と
し
て
､
全
-

異
質
な
近
世
的
社
全
構
造
が
成
立
す
る
と
考
え
る
が
'
こ
れ
ら
の
点
は
今
後
の
展
望

と
せ
ざ
る
を
え
な
い
｡

12ラ

(1
)

そ
の
領
有
制
と
し
て
の
基
本
的
特
徴
に
つ
い
て
は
､
第
三
部
第

一
章
で
検
討
を
加
え
'
そ
れ
が
支
配
体
制
全
体
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
的
性
格
を

付
与
す
る
か
に
つ
い
て
は
､
第
三
部
第
二
輩
で
論
じ
た
｡

(2
)

宮
島
敬

1
｢荘
園
体
制

と
『地
域
的

l
挟
体
制
J
J
(r歴
史
学
研
究
別
冊
特
集

歴
史
に
お
け
る
民
族
の
形
成
】

1
九
七
五
年
､
参
照
)｡
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