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⊥
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は
じ
め
に

近
年
'
従
来
惣
領
制
論
で
説
明
さ
れ
て
き
た
中
世
在
地
領
主
の
結
合
形
態
に

つ
い
て
､
新
た
な
論
点
が
提
示
さ
れ
つ
つ
あ
る
｡
小
林

一
岳
氏
は
､
惣
領
制
か

ら

一
族

一
挟

へ
､
と
い
う
在
地
領
主
結
合
の
変
遷
に
関
す
る
通
説
を
批
判
し
'

中
世
前
期
の
武
士
団
の
あ
り
方
を

一
括
し
て

｢領
主

一
摸
｣
と
捉
え
､
①
鎌
倉

期
､
在
地
領
主
内
部
に

｢
一
門
評
定
｣
と
呼
ば
れ
､
惣
領
権
を
相
対
化
す
る
衆

議
が
存
在
し
た
こ
と
'
②
南
北
朝
期
に
お
け
る

一
族

一
挟
契
状
は
､
内
乱
期
の

軍
事
的
危
機
に
際
し
て
､
当
知
行
を
維
持
す
る
た
め
'
鎌
倉
期
以
来
の

一
族
合

議
に
よ
る
所
務
相
論
解
決
シ
ス
テ
ム
を
永
続
化
す
る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
と
し

(-)

て
い
る
｡
小
林
氏
の
研
究
は
､
従
来
､
南
北
朝
期
､
惣
領
制
の
解
体
過
程
で
登

場
す
る
と
さ
れ
る

一
族

一
漢
の
属
性
が
､
鎌
倉
期
の
領
主
結
合
の
な
か
に
も
存

在
し
た
こ
と
を
明
確
に
し
た
点
で
重
要
で
あ

っ
た
｡

こ
の
小
林
氏
の
議
論
を
批
判
的
に
継
承
し
､
鎌
倉
期
か
ら
南
北
朝
期
に
お
け

る
在
地
領
主
の
結
合
形
態
を
時
系
列
的
に
整
理
し
直
し
た
の
が
田
中
大
書
氏
で

あ
る
｡
田
中
氏
は
､
①
鎌
倉
前

･
中
期
の
在
地
領
主
結
合
の
基
調
は
､
単
婚
小

家
族
と
そ
の
傍
系
親
の
結
合
に
よ
る

｢近
類
補
完
体
制
｣
で
あ

っ
た
､
②
鎌
倉

後
期
に
は
幕
府
裁
判
制
度
の
充
実
に
影
響
さ
れ
､在
地
領
主
組
織
内
部
で
の
｢
一

門
評
定
｣
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
た
､
③
南
北
朝
期
に
は
こ
の

一
門
評
定
の
シ

ス
テ
ム
を
前
提
と
し
て
､

一
族

一
漢
に

｢惣
領
職
｣
を
標
梼
す
る
家
督
が
推
戴

(2
)

さ
れ
る
､
と

い
う
流
れ
を
明
ら
か
に
し
た
｡
田
中
氏
の
描

い
た
領
主
結
合
の
流

れ
は
､
久
留
鳥
典
子
氏
が
素
描
し
た
中
世
後
期
の
領
主

｢家
中
｣
の
形
成
過
程

-

一
族
､
被
官

の
階
層
差
を
伴
う
領
主
の
イ

エ
内
部
が

一
撰
的
に
組
み
替
え
ら

れ
､
当
主
が

一
挟
化
し
た

一
族

･
被
官
に
推
戴
さ
れ
る
形
で

｢家
中
｣
が
成
立

(3
)

す
る
I
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
｡

-

ニ
ー

こ
の
よ
う
な
近
年
の
研
究
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
解
決
す
べ
き
問
題
は
'

在
地
領
主
の
組
織
内
部
で
本
来
階
層
差
を
持

っ
て
い
た

一
族
と
被
官
が
ど
の
よ

う
な
契
機
で
ど
の
よ
う
に

一
挟
化
し
て
い
-
の
か
t
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
｡

田
中
氏
は
､
南
北
朝
期
ま
で
の
在
地
領
主
組
織
に
お
い
て
は
'
被
官
は
表
面
に

(4)

現
れ
て
こ
な

い
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
菊
池
浩
幸
氏

が
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
ー
南
北
朝
末
期
段
階
の
在
地
領
主
組
織
に
お
い
て
被

(5)

官
人
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
｡
こ
の
成
果
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
､
南
北
朝
内

乱
を
通
じ
て
､
被
官
の
地
位
が
上
昇
し
､

一
族
と
と
も
に
在
地
領
主
組
織
の
運

営
に
関
わ

っ
て
い
-
､
と

い
う
流
れ
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
｡

本
稿
で
は
､
以
上
の
研
究
史
を
踏
ま
え
､
南
北
朝
期
の
在
地
領
主
の
結
合
の

様
相
'
特
に
惣
領
職
の
形
成

･
展
開
が

一
族

･
被
官
の
動
向
と
ど
の
よ
う
に
逮

関
し
て
い
た
か
検
討
し
て
い
き
た

い
｡
南
北
朝
期
在
地
領
主
の
惣
領
職
の
成
立

に
つ
い
て
は
､
藤
木
久
志
氏
の
仕
事
が
あ
る
｡
藤
木
氏
は
'
南
北
朝
内
乱
の
過

程
で

一
族
間
の
対
立
が

｢平
衡
状
態
｣
に
お
か
れ
た
段
階
に
､
惣
領
職
に
よ
る

(6)

庶
子
統
制
の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
｡
惣
領
が
庶
子
を
統
制
す
る
た
め
の
政
治

的
な
主
張
と
し
て
惣
領
職
を
位
置
づ
け
る
藤
木
氏
の
指
摘
自
体
に
学
ぶ
と
こ
ろ

は
多

い
が
､
そ
の
展
開
過
程
で
被
官
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担

っ
た
の
か
､
と(7)

い
う
問
題
は
残
る
｡
南
北
朝
内
乱
は
地
域
全
体
を
巻
き
込
ん
だ
総
力
戦
で
あ
り
'

そ
れ
ゆ
え
被
官
を
含
め
た
在
地
領
主
組
織
や
地
域
自
体
に
統
合
の
要
素
が
強
-

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡
本
稿
で
は
､
戦
争
に
よ
る
地
域
統
合
の
側
面
を
重

視
し
て
惣
領
職
の
形
成
と
展
開
､
そ
こ
に
関
わ
る
被
官
の
あ
り
方
を
検
討
し
て

い
き
た

い
｡

検
討
素
材
と
し
て
'
本

稿

では越
後国
最

北
の小泉荘
の地

頭

色
部
氏
を
敬

-
上
げ
る
｡

小
泉
荘
は
､

古

代北方支配

の前線
基
地
であ
っ

た
磐
舟
柵
が



あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
交
通
の
要
地
で
あ
-
､
鎌
倉
末
期
ま
で
に
は

｢岩
船
宿
｣

と
い
わ
れ
た
地
方
都
市
が
形
成
さ
れ
て
い
た
｡
鎌
倉
～
室
町
期
の
小
泉
荘
及
び

地
頭
色
部

･
本
荘
氏
に
つ
い
て
は
'
研
究
が
必
ず
し
も
厚
-
な
い
｡
阿
部
洋
輔

氏
の
検
討
に
よ
っ
て
､
い
わ
ゆ
る
典
型
的
な
惣
領
制
を
展
開
し
た
在
地
領
主
と

さ
れ
'
ま
た
､
近
年
刊
行
さ
れ
た

『村
上
市
史
通
史
編

-

原
始

･
古
代

･
中

世
』
(村
上
市
､
一
九
九
九
年
)
が
体
系
的
な
叙
述
を
行
い
､
多
-
の
新
知
見
を

(8)

提
示
し
て
､
現
在
の
色
部
氏

･
小
泉
荘
研
究
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
｡
こ
れ

ら
の
研
究
に
学
び
つ
つ
､
色
都
民
の
領
主
結
合
の
あ
り
方
や
そ
の
変
遷
に
つ
い

て
新
た
な
事
実
を
示
し
､
評
価
を
加
え
て
い
き
た
い
｡

期
ま
で
は
小
泉
氏
惣
領
､
色
部
氏
惣
領
も
鎌
倉
で
将
軍
側
近
と
し
て
活
動
し
､

(9)

十
三
世
紀
後
半
か
ら
越
後
に
本
拠
を
移
し
た
よ
う
で
あ
る
｡

(色
部
氏
略
系
図
)

第

二
早

鎌
倉
後
期
に
お
け
る
色
部
氏
の

一
族
結
合

一

色
部
氏
と
小
泉
荘

本
節
で
は
､
ま
ず
､
先
学
の
成
果
に
学
び
､
小
泉
荘
加
納
方
地
頭
色
部
氏
の

一
族
構
成
を
説
明
し
て
お
こ
う
｡
色
部
氏
の
始
祖
は
､
武
蔵
国
の
御
家
人
秩
父

季
長
の
庶
子
為
長
で
あ
る
｡
正
応
元
年
(
二

一八
八
)
､
色
部

一
族
と
領
家

一
条

氏
と
の
間
に
小
泉
荘
の
年
貢
を
め
ぐ
る
相
論
が
起
こ
っ
た
際
､
色
部

一
族
は

｢建
永
の
比
､
本
庄

･
加
納
地
頭
各
別
の
請
所
と
な
し
て
以
来
-
｣
と
主
張
し

て
お
り

(｢色
部
文
書
｣
正
応
元
年
十
二
月
二
日
関
東
下
知
状
案

(
『新
潟
県
史

資
料
編

中
世
｣

一
九
五
三
号
文
書

(二
)
)
｡
以
下
､
『新
潟
県
史
資
料
編
｣
所

載
史
料
は

『県
資
』
+
番
号
と
い
う
形
で
表
記
す
る
)
､
鎌
倉
初
期
に
は
小
泉
荘

本
荘
地
頭
職
を
持
つ
光
長
の
直
系
小
泉
氏

(後
の
本
荘
氏
)
と
庶
流
で
あ
る
色

部
氏
が
各
別
に
請
所
契
約
を
行
っ
て
い
た
｡
阿
部
洋
輔
氏
は
､
こ
の
建
永
年
間

前
後
に
､
秩
父
氏
か
ら
小
泉

(本
荘
)
氏
､
色
部
氏
の
分
立
が
な
さ
れ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
｡
ま
た
､
高
橋

一
樹
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
'
鎌
倉
中

-

111
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-

q

I

阿
部
洋
輔
氏
は
､
色
都
民
が
二
代
目
惣
領
公
長
の
子
息
の
代
で
嫡
子
息
長
流
､

牛
屋
条
に
分
立
し
た
長
茂
流

(牛
屋
氏
)
､
牛
屋
条
内
宿
田
村
に
分
立
し
た
氏

長
流

(宿
田
氏
)
に
分
立
し
､
別
個
に
年
貢
納
入
を
行

っ
て
い
た
可
能
性
が
高

い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
し
か
し
御
家
人
役
に
つ
い
て
は
､
恐
ら
く

｢進
三

郎
入
道
｣
す
な
わ
ち
為
長
の
跡
所
領
を
原
則
と
し
て
'

一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
し

(10)

て
賦
課
を
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
色
部
惣
領
家
の
公
事
賦
課
の
範
囲
は
､

為
長
の
直
系
尊
属
全
て
を
包
含
し
て
い
た
｡

(‖)

色
部

一
族
の
所
領
小
泉
荘
加
納
方
は
'
有
明
条
､
色
部
条
'
粟
嶋
､
牛
屋
条
､

そ
し
て
国
街
領
と
し
て
の
性
格
を
保

っ
た
ま
ま
加
納
方
に
包
摂
さ
れ
た
と
思
わ

(ほ)

れ
る

｢岩
船
｣
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
惣
領
家
の
所
領
は
色
部
条
と
粟
嶋
で

あ
り
､
惣
領
の
地
位
は
'
為
長
､
公
長
､
忠
長
'
長
信
､
長
綱
､
長
倫
と
続
い

て
南
北
朝
内
乱
を
迎
え
る
｡
牛
屋
条
で
は
､
色
郭
公
長
の
庶
子
長
茂
が
牛
屋
条

の
西
部
､
氏
長
が
牛
屋
条
内
宿
田
村
を
継
承
し
､
ま
た
有
明
条
に
も
色
部
庶
子

家
が
分
立
し
て
い
た
｡

次
に
先
学
の
研
究
に
導
か
れ
つ
つ
'
小
泉
荘
に
つ
い
て
も
概
要
を
示
し
て
お

き
た
い
｡
小
泉
荘
は
､
院
政
期
に
金
剛
心
院
領
と
し
て
中
御
門
家
に
よ
っ
て
立

荘
さ
れ
､
鎌
倉
初
期
に
源
頼
朝
と
関
係
の
深
い
一
条
家
に
預
所
職

(領
家
職
)

が
移
動
し
た
荘
園
で
あ
る
｡
鎌
倉
末
期
に
は
､
地
頭
小
泉
氏
の
年
貢
未
進
に

ょ
っ
て
本
荘
の
請
所
が
解
約
さ
れ
､
関
東
御
領

(鎌
倉
幕
府
直
轄
領
)
化
し
て

(13)

い
る
｡
小
泉
荘
は
'
院
政
期
段
階
か
ら
日
本
海
交
通
の
要
衝
で
あ
-
､
鎌
倉
末

期
に
は
出
羽
で
の
蝦
夷
沙
汰
を
行
う
安
達
氏
の
所
領
が
設
定
さ
れ
､
出
羽
国
秋

田
郡

･
越
後
国
白
河
荘
と
と
も
に
安
達
氏
に
よ
る
蝦
夷
沙
汰
の
拠
点
と
な
っ
た

(14)

と
思
わ
れ
る
｡

二

鎌
倉
期
の
色
部
庶
子
家
の
存
在
形
態

鎌
倉
末
期
の
色
部

一
族
に
つ
い
て
は
､
分
割
相
続
の
進
展
に
よ
っ
て
'

一
族

の
所
領
が
錯
綜

･
零
細
化
し
､
惣
領
の
統
制
力
が
弱
ま
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い

(ほ)
る
｡

し
か
し

一
族
の
結
合
状
況
の
具
体
相
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
｡
鎌
倉
末

期
の
色
部

一
門
の
あ
り
方
を
細
か
-
検
討
す
る
作
業
を
通
じ
て
'
南
北
朝
期
と

の
段
階
差
を
明
確
に
で
き
る
だ
ろ
う
｡

A

長
茂
流

(牛
屋
氏
)

牛
屋
条
で
は
､
色
郭
公
長
の
庶
子
長
茂
が
牛
屋
条
の
西
部
､
氏
長
が
牛
屋
条

東
部
の
宿
田
村
を
分
割
さ
れ
､
長
茂
流
の
所
領
は
従
来
通
り

｢牛
屋
条
｣
と
呼

ば
れ
て
い
た

(『県
資
』
二
〇
九
五
)
｡
当
然
､
長
茂
が
牛
屋
条
の
中
心
地
を
掌

握
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
｡
長
茂
に
は
出
雲
国
飯
生
荘
地
頭
職
も
譲
与
さ
れ
て

お
り

(『県
資
』
二
〇
二

一
)
､
惣
領
忠
長
に
次
ぐ
存
在
で
あ
っ
た
｡
高
橋

一
樹

氏
は
､
①
色
部
長
行

(長
茂
の
嫡
孫
)
が
鎌
倉
末
期
に
北
条
氏
と
関
係
の
深
い

相
模

･
信
濃
の
国
街
領
に
所
領
を
持
ち
､
北
条
氏
被
官
化
し
て
い
た
可
能
性
が

高
い
､
②
六
波
羅
探
題
滅
亡
の
際
に
も
'
長
行
が
当
時
の
色
部
惣
領
長
倫
に
属

せ
ず
､
独
自
に
足
利
尊
氏
の
許
に
参
陣
し
て
い
た
t
と
い
う
二
点
か
ら
'
色
部

(16)

長
行
の
独
立
性
の
高
さ
を
指
摘
し
た
｡

氏
の
指
摘
に
付
け
加
え
る
と
､
元
弘
三
年

(
二
二
三
三
)
段
階
で
長
行
は

｢九
郎
左
衛
門
尉
｣
(『県
資
』
二
七
五
三
)
､
そ
の
嫡
孫
の
長
高
は

｢蔵
人
｣
を

名
乗

っ
て
い
る

(『県
資
』
二
〇
九
六
)
の
に
対
し
て
､
長
高
と
同
世
代
の
長
倫

は
無
官
の

｢三
郎
｣
で
あ
っ
た

(『県
資
』

一
〇
二
八
)
｡
ま
た
､
長
行
の
嫡
子

(t.I)

は

｢長
貞
｣
と
名
乗

っ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
｡

長
貞
は
長
高
の
父
親
で
あ
り
'

こ
の
親
子
は
､
得
宗
貞
時

･
高
時
か
ら

一
字
拝
領
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
｡
長

茂
流
は
惣
領
家
と
括
抗
す
る
か
､
そ
れ
を
凌
駕
す
る
政
治
的
位
置
を
保
持
し
て

お
り
､
そ
の
背
景
に
は
､
や
は
り
得
宗
と
の
関
係
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
｡



B

氏
長
流

(福
田
氏
)

こ
の
家
は
､
色
部
公
長
の
子
息
氏
長
か
ら
分
立
し
た
庶
子
家
で
､
牛
屋
条
の

東
部
宿
田
村
の
み
を
所
領
と
し
て
い
る
｡
こ
の
家
の
特
徴
は
､
惣
領
家
と
の
同

族
楯
を
濃
密
に
行
っ
て
い
る
点
で
あ
る
｡

(18)

色
郭
公
長
の
孫
で
'
色
部
惣
領
長
信
の
後
家
誓
仏
は
､
元
徳
二
年

(
二
二
三

〇
)
卯
月

一
日
､
｢
や
と
た
の
女
房
｣
に
対
し
て
置
文
を
発
給
し
て
い
る

(『県

資
』
二
〇
九
八
)
｡
｢
や
と
た
の
女
房
｣
は
､
そ
の
通
称
か
ら
み
て
､
氏
長
流
出

身
の
女
性
か
氏
長
流
に
嫁
い
だ
女
性
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
'
誓
仏
と
氏
長
流
と

の
関
係
を
推
測
で
き
る
｡
な
お
､
誓
仏
の
所
領
松
沢
の
一
部
は
､
彼
女
の
孫
で

色
部

一
族
の
惣
領
長
倫
に
継
承
さ
れ
て
い
る

(『県
資
』
二
七
五
二

･
一
〇
二

九
)
｡

次
に
'
誓
仏
の
息
女
と
思
わ
れ
る
尼
誓
忍
の
ケ
ー
ス
を
検
討
し
よ
う
｡
彼
女

は
'
暦
応
四
年

(
二
二
四

一
)
七
月
二
十
日
､
｢し
そ
-
ま
こ
九
郎
な
か
､
と
｣

に
｢
ほ
ん
し
ゆ
せ
い
ふ
っ
の
け
た
い
あ
ん
と
の
ゆ
つ
り
状
を
相
そ
へ
て
｣
｢え
ち

こ
の
国
こ
い
つ
ミ
の
庄
い
ろ
へ
･
う
し
や
の
て
う
の
う
ち
､
ま
つ
さ
ハ
の
ミ
や

う
田
さ
い
け
｣
の
内
､
｢
二
千
七
百
五
十
か
-
｣
を
譲
っ
て
い
る

(『県
資
』
二

一
〇
〇
)｡
｢な
か
ゝ
と
｣
と
い
う
子
息
の
名
か
ら
､
彼
女
も
色
部

一
族
に
嫁
い

だ
可
能
性
が
高
い
｡

誓
忍
は
､
暦
応
四
年
七
月
二
十
二
日
､
｢む
す
め
-
ろ
い
し
御
せ
ん
｣
に
も

｢え
ち
こ
の
国
こ
い
つ
ミ
の
し
や
う
い
ろ
へ
･
う
し
や
の
う
ち
､
ま
つ
さ
ハ
の

ミ
や
う
田
さ
い
け
｣
を
譲
与
し
て
い
る

(『県
資
』
二
一
〇
一
)
｡
｢-
ろ
い
し
御

せ
ん
｣
に
は

｢せ
ん
に
ん
の
わ
た
し
状
｣
と

｢か
の
ゆ
つ
り
状
｣
を
添
え
ら
れ
､

｢恒
例
の
公
事
の
役
は
､
そ
う
り
や
う
や
と
た
方
へ
､
前
々
の
例
に
ま
か
せ
て
'

き
た
を
い
た
す
へ
し
｣
と
規
定
さ
れ
て
い
た
｡
｢せ
ん
に
ん
｣
と
は

｢善
忍
｣
､

つ
ま
り
宿
田
氏
長
の
嫡
子
長
直
で
あ
る
｡
誓
忍
の
所
領
の
う
ち
'
｢く
ろ
い
し
御

せ
ん
｣
に
譲
っ
た
所
領
の
本
主
は
氏
長
流
惣
領
で
あ
り
､
惣
領
権
を
保
持
し
て

い
た
の
で
あ
る
｡

誓
仏
の
父
親
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
｡
だ
が
'
私
は
､
彼
女
の
父
親

は
宿
田
氏
の
始
祖
氏
長
で
あ

っ
た
と
考
え
る
｡
氏
長
の
所
領
は
､
｢牛
屋
条
内

〔寺
カ
〕

作
路
以
東

(松
沢
等

田

･
新
田
等
を
除
-
､
四
至
堺
譲
状
に
載
す
)｣
で
あ
り

(『県
資
』
二
〇
二
四
･
八

)
内
は
割
注
)
'
誓
仏
の
所
領
松
沢
は
宿
田
村
内
に

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
誓
仏
の
所
領
を
継
承
し
た
誓
忍
の
所
領
に
対
し
て

氏
長
流
が
惣
領
と
し
て
の
権
能
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
も
､
彼
女
ら
の
出
自
を

氏
長
流
と
考
え
る
と
不
自
然
は
な
い
｡

ま
た
､
如
通
も
'
惣
領
家
と
氏
長
流
を
つ
な
い
だ
女
性
と
考
え
ら
れ
る
｡
如

通
は
､
延
慶
三
年

(
二
二
一
〇
)
正
月
二
十
三
日
､
｢ま
こ
七
郎
な
か
く
に
｣
に

｢
い
ろ
へ
の
そ
う
-
や
う
三
郎
入
た
う
の
手
よ
り
え
い
た
い
ゆ
つ
り
え
た
る
｣

小
泉
荘
色
部
条
内
福
屋
新
保
の
田
在
家
を
譲
与
し
て
い
る
(『県
資
』
二

一
〇
七
)
｡

色
部
惣
領
家
の
代
々
の
官
途
は
左
衛
門
尉
で
あ
り
､
通
称
は

｢三
郎
｣
で
あ
る

(『県
資
』

一
〇
五

一
)
｡
色
部
惣
領
で
出
家
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
は
公
長
か

忠
長
で
あ
り
､
色
部
条
内
に

一
分
地
頭
職
が
形
成
さ
れ
た
の
は
忠
長
か
ら
長
綱

へ
の
譲
与
段
階
で
あ
る

(『県
資
』

一
〇
二
七
)
｡
よ
っ
て
'
如
通
は
忠
長
の
息

女
か
姻
族
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
｡
｢な
か
-
に
｣
も
'
そ
の
実
名
か
ら
み

て
色
部

一
族
と
み
な
さ
れ
､
彼
女
も
同
族
始
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

彼
女
は
､
正
中
二
年

(
一
三
二
五
)
十
月
十
七
日
に
も
所
領
を
譲
っ
た

｢
二

郎
三
郎
｣
に
対
し
て

｢
こ
の
ほ
か
ハ
や
つ
た
の
ふ
ん
な
り
､
い
ろ
う
へ
か
ら
す
｣

と
規
定
し
て
い
る

(『県
資
』
二
〇
九
九
)
｡
よ
っ
て
､
如
通
が
忠
長
の
息
女
で

あ
っ
た
と
考
え
た
場
合
､
そ
の
嫁
ぎ
先
は
氏
長
流
と
推
定
さ
れ
る
｡
如
通
が
忠

長
の
姻
族
で
あ
っ
た
と
考
え
た
場
合
､
そ
の
出
自
は
氏
長
流
で
あ
っ
た
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
｡

一

-

五

-



-

六
I

長
茂
流
の
場
合
､
鎌
倉
最
末
期
の
惣
領
長
行
の
孫
娘
に

｢
い
ろ
へ
の
こ
せ
ん
｣

が
存
在
し

(『県
資
』

一
九
六
六

(四
)
)
､
惣
領
家
と
の
婚
姻
関
係
を
想
定
で
き

る
が
､
氏
長
流
ほ
ど
の
濃
密
さ
は
想
定
で
き
な
い
｡
氏
長
流
と
惣
領
家
は
､
長

茂
流
と
氏
長
流
の
堺
相
論
と
い
う

一
族
間
相
論

(『県
資
』
二
〇
九
五
)
､
北
条

氏
の
配
下
で
あ
る
荒
河
保
雑
掌
と
氏
長
流
と
の
堺
相
論

(『県
資
』

一
九
五

一
)
､

と
い
う

一
族
間
相
論
､
近
隣
領
主
と
の
対
立
の
顕
在
化
に
伴
い
'
連
合
す
る
道

を
求
め
た
の
で
あ
る
｡
惣
領
家
と
氏
長
流
が
松
沢
名
を
と
も
に
知
行
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
こ
の
婚
姻
に
基
づ
く
連
合
の
所
産
で
あ
っ
た
｡

C

有
明
集
地
頭
家

こ
の
家
に
関
す
る
史
料
は
殆
ど
な
い
が
､
断
片
的
に
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
､

で
き
う
る
限
り
そ
の
存
在
形
態
を
考
え
て
み
た
い
｡
有
明
条
は
､
為
長
か
ら
公

長
へ
の
譲
与
の
段
階
で
兄
い
だ
せ
な
い
｡
よ
っ
て
､
有
明
条
地
頭
家
は
､
為
長

の
兄
弟
か
ら
始
ま
る
か
'
公
長
の
兄
弟
か
ら
始
ま
る
か
t
の
い
ず
れ
か
の
成
立

過
程
を
た
ど
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
為
長
の
庶
子
と
考
え
た
場
合
'
わ
ず
か
な

が
ら
傍
証
が
存
在
す
る
｡

建
長
六
年

(
二

一五
四
)
頃
と
推
定
さ
れ
る
善
阿

(色
部
為
長
)
置
文
写

(『県
資
』
一
一〇
一
九
)
に
よ
る
と
､
小
泉
荘
の
う
ち
色
部
条
と
粟
嶋
は
嫡
子
公

(半
阿
)

長
に
ー
牛
屋
条
は
庶
子
資
長
に
譲
与
す
る
が
､
｢せ
ん

あ
か
の
ち
ー
い
ち
こ
の
あ

(柑)

ひ
た
は
し
ろ
し
め
し
て
｣
と
後
家
に
指
示
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
｢た

､
し
こ

〔そ
カ
】

れ
ら
か
ロ

く
そ
む
く
に
し
ち
あ
ら
ハ
､
為
長
二
つ
け
ら
る
へ
し
｣
と
規
定
し
て

い
る
｡
置
文
に
登
場
す
る

｢為
長
｣
が
､
既
に

｢善
阿
｣
と
名
乗
っ
て
い
る
初

代
為
長
で
あ
っ
た
可
能
性
は
な
い
｡
初
代
為
長
に
は
'
別
に

｢為
長
｣
と
名
付

け
ら
れ
た
庶
子
も
し
-
は
孫
が
存
在
し
､
し
か
も
二
代
目
の

｢為
長
｣
に
不
孝

の
子
息
の
所
領
を
管
領
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
た
､
と
解
釈
で
き
る
｡

以
上
の
考
察
に
よ
る
と
､
こ
の
二
代
目

｢為
長
｣
は
'
色
部
惣
領
公
長
に
次

ぐ
地
位
の
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
こ
で
注
H
さ
れ
る
の
は
､

永
仁
四
年

(
二

一九
六
)
の
有
明
条
下
地
申
分
状

(『県
資
』
｣
九
五
四
)
で
署

判
を
加
え
て
い
た

｢地
頭
為
長
｣
で
あ
る
｡
為
長
の
置
文
か
ら
有
明
条
の
下
地

申
分
ま
で
四
十
年
を
経
て
い
る
が
'
彼
を
二
代
目
の

｢為
長
｣
と
し
て
も
世
代

的
に
み
て
無
理
で
は
な
い
｡

阿
部
洋
輔
氏
は
､
南
北
朝
～
室
町
期
に
色
部
惣
領
家
に
服
属
し
た
長
茂
流

･

氏
長
流
に
つ
い
て
は
'
鎌
倉
期
か
ら
の
文
書
が
色
部
惣
領
家
の
も
と
に
流
入
し

た
こ
と
､
南
北
朝
初
期
の
惣
衝
長
倫
の
弟
高
長
か
ら
分
出
し
た
飯
岡
家
は
'
室

町
後
期
ま
で
惣
領
家
に
服
属
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
実
際
'
色

部
氏
関
係
文
書
の
な
か
に
飯
岡
氏
の
所
領
伝
領
な
ど
を
示
す
文
書
は
兄
い
だ
せ

な
い
｡
こ
れ
ら
の
論
点
は
､
有
明
条
地
頭
家
の
存
在
形
態
を
考
え
る
上
で
も
参

考
に
な
る
｡

有
明
条
地
頭
家
の
関
係
文
書
は
'
永
仁
四
年
の
下
地
申
分
状
と
正
慶
元
年

(
二
二
三
二
)
十
二
月
の
鎌
倉
堤
飯
用
途
の
請
取
の
二
通

(『県
資
』
二
一
一

二
)
だ
け
で
あ
り
'
し
か
も
鎌
倉
堤
飯
用
途
を
受
け
取
っ
た
の
が
色
部
惣
領
家

で
は
な
く
'
小
泉
荘
に
お
け
る
秩
父

一
族
の
家
督
小
泉
持
長
で
あ
る
点
が
注
目

さ
れ
る
｡
そ
し
て
有
明
条
地
頭
家
は
､
中
世
後
期
に
活
動
の
痕
跡
が
み
い
だ
せ

な
い
｡
有
明
条
地
頭
家
も
ま
た
､
飯
岡
家
と
同
じ
-
惣
領
家
に
反
抗
的
な
姿
勢

を
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

三

鎌
倉
最
末
期
の
色
部
氏

･
小
泉
氏
の
動
向

前
節
で
は
､
鎌
倉
期
に
分
出
し
た
色
部
各
庶
子
家
の
存
在
形
態
､
惣
領
家
と

の
距
離
を
具
体
化
し
､
惣
領
家
か
ら
の
独
立
性
が
高
い
長
茂
流

･
有
明
条
地
頭

家
と
､
惣
領
家
と
度
重
な
る
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
た
氏
長
流
の
政
治
路
線
の

相
違
を
指
摘
し
た
｡



前
章
で
検
討
し
た
よ
う
な

一
族
の
あ
り
方
を
確
認
で
き
る
の
は
十
四
世
紀
前

半
､
す
な
わ
ち
鎌
倉
最
末
期
で
あ
る
｡
こ
の
時
期
の
小
泉
荘
は
､
蝦
夷
蜂
起
に

対
応
す
る
拠
点
と
さ
れ
た
た
め
鎌
倉
幕
府
の
統
制
が
強
化
さ
れ
'
本
荘
は
鎌
倉

幕
府
直
轄
領
化
し
た
上
'
そ
の
内
部
に
安
達
時
顕

･
二
階
堂
行
貞

･
後
藤
基
胤

(20)

な
ど
奥
羽
に
所
領
を
持
つ
幕
府
高
官
が
所
領
を
獲
得
し
て
い
た
｡

小
泉
本
荘
が
蝦
夷
鎮
圧
の
拠
点
と
な
っ
た
こ
と
で
も
っ
と
も
不
利
益
を
被

っ

た
の
は
､
小
泉
荘
に
お
け
る
秩
父

一
族
の
嫡
流
小
泉
氏

(本
荘
氏
)
で
あ
っ
た
｡

所
領
を
削
減
さ
れ
た
小
泉
氏
は
､
御
家
人
役

･
年
貢
を
滞
納
し
続
け
､
幕
府
か

(21)

ら
の
出
頭
命
令
に
も
応
じ
な
い
な
ど
反
幕
府
的
行
動
を
と
っ
て
い
た
｡

そ
し
て
､
色
部
氏
と
小
泉
氏
は
決
し
て
協
調
的
で
は
な
い
｡
建
武
元
年

(
一

三
三
四
)
七
月
､
建
武
政
権
下
で
､
安
達
民
ら
の
跡
所
領
を
返
還
さ
れ
な
か
っ

(22)

た
小
泉

(本
荘
)
持
長
が
建
武
政
権
に
反
旗
を
翻
し
た
時
､
色
部
氏
の
惣
領
長

倫
は
持
長
追
討
に
加
わ
っ
て
お
り

(『県
資
三

一〇
二
六
)
､
そ
の
後
も
小
泉

(本

(23)

荘
)
氏
と
の
関
係
は
険
悪
で
あ
っ
た
｡
色
部
氏
と
本
荘
氏
は
'
鎌
倉
末
期
に
は

緊
張
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
､
そ
の
背
景
の
一
つ
に
小
泉

(本
荘
)
氏
の
領

主
経
営
の
危
機
に
伴
う
現
地
で
の
富
の
争
奪
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
｡

ま
た
､
色
部
惣
領
家
と

一
族
の
関
係
も
複
雑
で
あ
る
｡
長
茂
流
が
得
宗
か
ら

一
字
拝
領
を
受
け
る
の
は
貞
時
期
か
ら
で
あ
り
'
鎌
倉
幕
府
権
力
が
小
泉
荘
へ

の
干
渉
を
強
め
る
時
期
に

一
致
し
て
い
る
｡
小
泉
荘
が
鎌
倉
幕
府
の
直
轄
領
と

し
て
の
性
格
を
強
め
､
幕
府
中
枢
部
の
所
領
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
'
長
茂
流

は
積
極
的
に
鎌
倉
幕
府
中
枢
部
に
接
近
す
る
こ
と
で
惣
領
家
を
し
の
ぎ
つ
つ

あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
関
係
の
密
接
な
氏
長
流
と
惣
領
家
の
間
も
単
純
な
連
合
で

は
な
い
｡
元
亨
二
年

(
二
二
二
二
)
十
二
月
､
色
部
長
直
は
､
｢牛
屋

･
粟
嶋
之

名
字
小
嶋
村
｣
を
め
ぐ
っ
て
某
と
争

っ
て
い
る

(F県
資
｣

一
九
五
八
)
｡
粟
嶋

は

｢そ
う
り
や
う
に
つ
た
わ
る
と
こ
ろ
｣
と
さ
れ
て
お
り

(r県
資
]

一〇
_

○
)､
長
直
が
敵
対
し
て
い
た
の
は
'
惣
領
家
の
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
｡

氏
長
流
と
惣
領
家
の
間
に
は
'
統
合
と
分
裂
の
契
機
が
併
存
し
て
い
る
の
で
あ

る
｡

第
二
章

南
北
朝
内
乱
を
契
機
と
し
た

一
族
結
合
の
変
化

T

｢色
部
集
惣
領
職
｣
の
出
現

色
部

一
族
の
複
雑
な
結
合
の
あ
り
方
は
､
鎌
倉
幕
府
倒
壊
を
契
機
と
し
て
統

合
へ
と
大
き
-
動
き
出
す
｡

【史
料
-
】
｢反
町
英
作
氏
所
蔵
色
部
文
書
｣
元
弘
三
年
十
月
日
色
部
長
倫
申
状

井
越
後
国
宣

(『県
資
』

一
〇
二
八
)

(襲
畿
)

｢
四
､

越

後
守
護
新
田
義
貞
外
題
袖
判
安
堵
状
｣

(異
鞭
)

｢任
今

年
七
月
廿
六
日

宣
旨
､
知
行
不
可
有
相
違
之
状
'
国
宣
如
件
､

元
弘
三
年
十
二
月
十
四
日

(新
日
並
･T
)

源
朝

臣

(花
押
)｣

越
後
国
小
泉
庄
内
加
納
色
部
惣
領
地
頭
色
部
三
郎
長
倫
謹
言
上

欲
早
下
賜
安
堵
国
宣
全
知
行
､
当
庄
内
色
部
条
惣
領
職
井
乗
場
地
頭
職
事

右
､
地
頭
職
者
'
長
倫
重
代
相
伝
当
知
行
無
相
違
之
地
也
､
其
子
細
色
部
又

〔有
御
不
〕

五
郎
泰
忠
､
同
四
郎
太
郎
長
秀
等
進
上
請
文
上
者
､
不
可
□

□

□

審
者
哉
'

〔燃
者
〕

□

口

早
下
賜
安
堵
国
宣
､
為
令
知
行
､
恐
々
言
上
如
件
'

二
三.二二ご

元
弘
三
年
十
月

日

【史
料
-
】
は
､
鎌
倉
幕
府
が
滅
び
て
か
ら
約
五
ケ
月
後
に
作
成
さ
れ
た
'
色

部
惣
領
長
倫
の
当
知
行
安
堵
申
請
の
言
上
状
で
あ
る
｡
こ
の
言
上
状
に
は
､
色

ー

七

-



_

ヽ
_
ノ

部
条
内
に
所
領
を
持

つ
彼
の
大
叔
父

｢色
邦
文
五
郎
泰
忠
､
同
相
郎
太
郎
長
秀
｣

の
当
知
行
証
明
の
請
文
が
添
付
さ
れ
て
い
た
｡
従
来
の
研
究
で
は
､
こ
の
安
堵

(24)

申
請
に
あ
た

っ
て
の
惣
領

･
庶
子
の
協
力
関
係
が
注
目
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
指

摘
自
体
は
妥
当
で
あ
る
が
､
【史
料

-
】
は
色
部
氏
に
お
け
る

｢惣
領
職
｣
文
言

の
初
見
で
あ
り
､
惣
領

･
庶
子
の
協
力
関
係
と

｢惣
領
職
｣
の
出
現
を
ど
の
よ

う
に
関
係
づ
け
る
か
が
問
題
と
な
る
｡

長
倫
は
､
正
和
五
年

(
一
三

一
六
)
四
月
十
九
日
､
父
長
綱
か
ら

｢色
部
条

地
頭
職
｣
を
譲
ら
れ
て
い
る

(『県
資
山

一
九
四
九

(≡
)
)
｡
｢色
部
条
惣
領
職
｣

と
は
､
南
北
朝
内
乱
初
期
段
階
ま
で
は
-固
定
的
な
呼
称
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お

ら
ず
､
｢色
部
条
地
頭
職
｣
と
言

い
換
え
ら
れ
る
惟
格
の
も
の
で
あ

っ
た
｡

し
か
し
'
長
倫
が

｢色
部
条
地
頭
職
｣
を

｢色
部
条
惣
領
職
｣
と
言

い
換
え
､

自
身
を

｢色
部
惣
領
地
頭
｣
と
呼
ん
で
い
る
事
実
は
､
や
は
り

一
族
の
代
表
と

(25)

し
て
の
地
位
を
誇
示
す
る
政
治
的
主
張
と
し
て
重
要
視
す
べ
き
で
あ
る
｡
し
か

も
､
史
料
上
､
｢色
部
条
惣
領
職
｣
の
登
場
は
鎌
倉
幕
府
倒
壊
後
で
あ
り
､
鎌
倉

幕
府
倒
壊
と
惣
領
職
の
主
張
と
は
連
動
し
て
い
る
可
能
性
が
高

い
｡
そ
し
て
'

長
倫

へ
の
惣
領
職
安
堵
の
前
提
に
は
､
彼
の
大
叔
父

｢色
部
又
五
郎
泰
忠
'
同

四
郎
太
郎
長
秀
｣
の
請
文
に
よ
る
当
知
行
の
証
言
が
存
在
し
て
い
る
｡
こ
の
事

実
は
､
｢色
部
条
惣
領
職
｣
の
主
張
が
､
色
部
条
内
の
庶
子
た
ち
に
よ

っ
て
承
認

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
｡

更
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
､
こ
の
安
堵
申
請
が
､
長
倫
と
色
部
長
行
の
嫡
孫

長
高

(長
茂
流
)
の
共
同
で
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
長
高
も
元
弘
三
年
十
月

日
付
で
安
堵
申
請
を
行

い
､
｢右
'
地
頭
職
は
､
長
高
重
代
相
伝
､
当
知
行
せ
し

め
相
違
無
さ
の
由
'
惣
領
色
部
三
郎
長
倫

[

]
候
上
は
､
御
不
審
有

る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
や
｣
と
述
べ
て
い
る

(『県
資
』
二

〇
九
六
)
｡
そ
し
て
､

長
南
の
申
状
に
対
す
る
新
川
義
貞
の
外
題
安
堵
国
富
も
､
長
倫
申
状
の
外
題
に

据
え
ら
れ
た
阿
玉
と
全
-
同
じ
文
111;
･
日
付
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
､

①
長
茂
流
が
惣
領
家
と
協
調
し
､
当
知
行
証
明
を
受
け
て
安
堵
申
請
し
て
い
る
'

②
よ

っ
て
'
長
茂
流
も
色
部
長
倫
の

｢色
部
条
惣
領
職
｣
を
承
認
し
て
い
る
と

み
な
せ
る
､
と

い
う
二
点
を
導
き
出
せ
る
｡
鎌
倉
幕
府
倒
壊
を
契
機
に
､
色
部

一
族
は
惣
領
を
頂
点
と
し
た
統
合

へ
と
大
き
-
動
き
出
し
た
の
で
あ
る
｡

二

｢色
部
粂
惣
領
職
｣
登
場
の
背
景

で
は
､
六
波
羅
探
題
滅
亡
当
時
は
独
自
の
行
動
を
と

っ
て
い
た
長
茂
流
が
惣

領
家
に
接
近
L
t
当
知
行
の
証
言
を
依
頼
し
た
背
後
に
は
ど
の
よ
う
な
事
情
が

あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

【史
料

2
】
｢反
町
英
作
氏
所
蔵
色
部
文
書
｣
康
永
二
年
三
月
四
日
室
町
幕
府
引

付
頭
人
石
橋
和
義
奉

書案
(『県
資
』

一〇
四
七
)

(畿
畿)

｢十
四
'
左
衛

門佐

遵
行
状
案
｣

青
木
四
郎
左
衛
門
尉
武
房
等
申
越
後
国
小
泉
庄
事
'
申
状
具
書
如
此
､
於

(色
飾
)

(小
泉
･本
荘
)

(二
階
堂
行
出
)

色
部
遠
江
権
守
長
倫

･
平
蔵

人

長
高

･秩
父

左

衛

門
次
郎
持
長

･山
城

人

道

(
媒

･3
)

(雀
連
時
抑
)

(捷
騰
為
胤
カ
)

行
暁
･安
富
大
蔵
大

夫

空

門
跡
者
､
所
被
礼
t-j
也
､
至

城

人

道
･後
藤

信

濃

(小
良
･本
北
持
妓

)

入
道
等
跡
開
所
分
者
､
不

日
止
本
庄

左

衛

門

次
郎
以
下
輩
濫
坊
､
任
御
下

文
､
可
被
沙
汰
付
､
更
不
可
有
綾
怠
之
儀
之
状
'
依
仰
執
達
如
件
､

二

三
四
三
)

康

永

二

年
三
月
四
日

(憲
搬
)

上
椙

民

部
大
輔
殿

(石
橋
和
義
)

左
衛

門

佐
在
判

【史
料

2
】
は
､
武
蔵
国
御
家
人
の
青
木
武
房
ら
が
'
恩
賞
と
し
て
与
え
ら
れ

た
小
泉
荘
内
の
所
領
で
本
主
た
ち
が
当
知
行
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
室

町
幕
府
に
提
訴
し
た
結
果
川
さ
れ
た
引
付
頚
人
奉
書
で
あ
る
｡
鎌
倉
末
期
に
閲



東
御
領
化
し
た
小
泉
荘
で
は
､
そ
の
内
部
に
幕
府
の
有
力
者
で
あ
る
安
達
時
顕
､

二
階
堂
行
員
､
安
常
長
嗣
ら
が
所
領
を
給
与
さ
れ
て
い
た
｡
本
荘

(小
泉
)
持

長
が
侵
入
し
て
い
る

｢城
入
道
跡

･
後
藤
信
濃
入
道
跡
等
開
所
分
｣
は
本
来
小

泉

(本
荘
)
氏
の
所
領
で
あ
-
､
小
泉
本
荘
内
に
存
在
し
て
い
た
が
､
鎌
倉
幕

府
と
と
も
に
安
達
時
顕
ら
が
滅
亡
し
た
た
め
､
開
所
地
と
し
て
確
定
さ
れ
て
し

(26)

ま
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
'
長
倫

･
長
高
の
所
領
も

一
旦
は
没
収
処
分
を
受

け
た
事
実
で
あ
る
｡
彼
ら
が
実
際
に
反
室
町
幕
府
行
動
を
起
こ
し
た
形
跡
は
な

く
､
小
泉
荘
が
関
東
御
領
で
あ
り
､
鎌
倉
幕
府
有
力
者
の
所
領
が
設
定
さ
れ
た

■

ゆ
え
に
没
収
対
象
地
と
み
な
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
｡

建
武
二
年

(
二
二
三
五
)
閏
十
月
四
日
付
の
雑
訴
決
断
所
牒

(『県
資
』

一
〇

四
六
)
に
よ
れ
ば
､
色
部
長
高
は
､
同
族
と
思
わ
れ
る
秩
父
孫
太
郎
貞
長
と
牛

屋
条
内
宮
次
薬
師
丸
田
畠
在
家
を
め
ぐ
っ
て
争

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

こ
の
相
論
で
長
高
は

｢件
の
在
家
は
､
関
東
に
お
い
て
和
与
せ
し
め
､
下
知
を

〔知
カ
〕

帯
び
□

行

の
処
'
貞
長
去
々
年
苅
田
狼
籍
を
致
す
｣
と
訴
え
て
い
る
｡
つ
ま
り

貞
長
と
長
高
は
鎌
倉
末
期
か
ら
こ
の
所
領
を
め
ぐ
っ
て
相
論
を
起
こ
し
､
幕
府

裁
許
に
よ
っ
て
和
与
し
て
い
た
が
'
｢去
々
年
｣
す
な
わ
ち
元
弘
三
年
か
ら
､
貞

(27)

長
が
再
度
所
領
の
知
行
を
主
張
し
'
苅
田
狼
籍
を
行
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
貞

長
側
の
行
為
が
鎌
倉
幕
府
倒
壊
を
契
機
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
所
領

知
行
の
不
安
定
化
は
､
長
高

一
人
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
､
北
条
氏

に
近
か
っ
た
長
茂
流
が
､
特
に
微
妙
な
立
場
に
置
か
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
-

な
い
0

し
か
も
'
色
部

一
族
の
所
領
の
境
界
領
域
は
､
不
穏
な
状
況
で
あ
っ
た
｡
長

茂
流
と
所
領
を
揺
す
る
荒
河
保
地
頭
河
村
氏
は
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
色
部
氏
と

堺
相
論
を
繰
り
返
し

(『県
資
｣

一
九
四

一
･
一
九
五

一
)
｡
南
北
朝
内
乱
の
勃

発
し
た
直
後
の
建
武
二
年
末
か
ら
色
部
氏
と
合
戦
を
行
っ
て
い
る

(『県
資
』
一

(28)

〇
五

一
(六
)
)｡
ま
た
､
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
､
色
部
惣
領
家
と
小
泉

(本

荘
)
氏
の
関
係
は
鎌
倉
末
期
か
ら
険
悪
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
｡
小
泉

(本

荘
)
氏
と
色
部
惣
領
家
の
所
領
の
境
界
に
分
出
し
た
色
部
長
秀

(浦
家
始
祖
)

は
か
な
り
緊
迫
し
た
状
況
で
所
領
を
知
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
､
建
武
政
権
下
に
お
け
る
越
後
国
で
の
所
領
安
堵
政
策
の
あ
り
方
も
､

色
部

一
族
の
連
合
を
促
進
し
た
と
思
わ
れ
る
｡
高
橋

一
樹
氏
が
整
理
し
た
よ
う

に
､
越
後
国
司
新
田
義
貞
の
外
題
安
堵
国
宣
が
据
え
ら
れ
た
越
後
国
人
の
安
堵

申
請
言
上
状
は
七
例
確
認
さ
れ
'
例
外
な
く
当
知
行
証
人
の
請
文
が
添
付
さ
れ

た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る

(『県
資
｣

一
〇
二
八
･
二

一五
〇
･
一
七
三
七

･
一
七

七
七

･
一
九
二
〇

(一
〇
)
･
二
〇
九
六

･
三
九
三
五
)
｡
元
弘
三
年
十
二
月
'

佐
々
木
加
地
氏
出
身
の
尼
浄
智
が
義
貞
の
安
堵
国
宣
を
求
め
た
言
上
状
で
は
､

｢当
知
行
の
段
に
お
い
て
は
'
佐
々
木
加
地
孫
八
郎
有
盛
お
尋
ね
あ
る
の
と
こ

ろ
､
起
請
文
の
詞
を
載
せ
'
請
文
進
覧
せ
し
む
る
の
上
は
'
御
不
審
を
相
飴
す

べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
｣
と
主
張
し
て
お
り

(『県
資
』

一
七
七
七
)
､
当
知
行

(e:i)

証
明
の
有
無
を
基
準
と
し
た
実
質
審
理
が
な
さ
れ
て
い
た
｡

こ
の
安
堵
方
式
が
義
貞
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
以
上
'
越
後
の
国
人
た
ち
は
､

お
互
い
の
当
知
行
を
保
証
し
あ
う
た
め
の
合
意
形
成
を
あ
ら
た
め
て
迫
ら
れ
た

は
ず
で
あ
る
｡
特
に

｢元
弘
没
収
地
｣
の
指
定
を
受
け
た
可
能
性
の
高
い
小
泉

荘
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
｡
｢色
部
条
惣
領
職
｣
は
､
嫡
流
と
し
て
の
立

場
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
惣
領
の
指
向
と
､
当
知
行
の
維
持
を
希
求
す
る
庶

(30)

子
の
人
々
の
指
向
と
が
結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
｡

L

~
~ノ
~



第
三
章

惣
領
職
の
拡
大
と
被
官

前
章
で
は
､
鎌
倉
幕
府
の
倒
壊
に
伴
う
在
地
状
況
の
不
安
定
化
に
伴

っ
て
､

色
部

一
族
の
連
合
が
強
ま
り
､
そ
の
上
に
惣
領
家
が
権
力
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た

状
況
を
指
摘
し
た
｡
そ
し
て
､
色
部

一
族
の
統
合
は
､
内
乱
の
過
程
で
更
に
進

展
し
た
と
想
定
さ
れ
る
｡･

【史
料
3
】
｢桜
井
市
作
氏
所
蔵
文
書
｣
延
文
二
年
六
月
十

一
日
越
後
守
護
代
芳

(3I)

賀
高
家
施
行
状

(『県
資
』
二
七
五
五
)

(

安
達
時
搬
)

へ捷
繭
玉
胤
カ
)

(二
狩
生
行
政
)

当
国
瀬
波
郡
小
泉
庄
内
城

介

入

道

･
五

藤

信

乃
入
道

･
二

階

堂

山
城
入
道

跡
等
事
､
為
兵
椴
料
所
々
被
預
置
也
､

一
族
井
同
心
之
輩
､
依
忠
浅
深
､

可
被
配
分
之
由
候
也
､
佑
執
達
如
件
､

二

三
五
七
)

(芳
干
拓
家
)

延

文

二

年
六
月
十

一
日

伊

賀

守

(花
押
)

(色
林
鼻
息
カ
)

色

部

遠

江
守
殿

【史
料
3
】
は
､
長
倫
の
嫡
子
長
息
に
宛
て
た
と
思
わ
れ
る
越
後
守
護
代
芳

賀
商
家
の
施
行
状
で
あ
る
()

こ
こ
で
開
所
地
と
な
っ
て
い
る

｢城
介
入
道

･
五

藤
倍
乃
人
道

･
二
階
堂
山
城
入
道
跡
等
｣
は
､
さ
き
に
ふ
れ
た
と
お
り
､
鎌
倉

末
期
に
小
泉
本
荘
内
に
設
定
さ
れ
た
鎌
倉
幕
府
首
脳
の
所
領
で
あ

っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡

さ
て
､
こ
の
文
書
に
よ
る
と
､
長
忠
は
､
小
泉
荘
内
の
開
所
地
を

｢忠
の
浅

深
｣
に
よ
っ
て

｢

族
汁
び
に
同
心
の
常
｣
に
配
分
す
る
権
利
を
得
て
い
る

本

井
内
に
あ

り
た
こ
と
か
･･r
ふ
て
ー
色

郁
代
は
錐
合

川
に
本

荘
代

か

保

持

し

て

I

+
-

い
た
所
領
の
預
置
処
分
を
受
け
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
色
部
氏
と
本
荘
氏

は
､
南
北
朝
期
を
通
じ
て
対
立
状
況
に
あ
り
､
阻
所
地
預
置
の
要
求
も
色
部
氏

(32)

側
か
ら
出
さ
れ
た
可
能
性
が
高

い
｡

芳
賀
氏
の
越
後
で
の
発
給
文
書
は
管
見
の
限
り
十
例
確
認
さ
れ
､
そ
の
内
杏

は
､
下
地
打
渡
が
二
例
､
閉
所
地
宛
行
の
施
行
二
例
､
開
所
地
預
置
の
施
行

一

例
ー
所
務
相
論
に
伴
う
出
頭
命
令

一
例
∵
国
人
に
対
す
る
沙
汰
付
命
令

一
例
､

(33)

本
領
安
堵
の
施
行

一
例
∵
軍
勢
催
促

一
例
い
感
状

一･例
と
な
っ
て
い
る
｡
し
か

し
､
芳
賀
氏
発
給
文
書
の
中
で
は
､
【史
料
3
】
以
外
に

｢
一
族
井
び
に
同
心
の

輩
｣
と
い
う
文
言
は
含
ま
れ
て
い
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､
芳
賀
氏
が
閉
所
地
配

分
の
常
套
句
と
し
て

｢
一
族
井
び
に
同
心
の
輩
｣
と
い
う
言
葉
を
使

っ
た
の
で

は
な
い
こ
と
を
示
す
｡
｢
一
族
井
び
に
同
心
の
輩
｣
へ
の
開
所
地
配
分
の
指
示
は
､

受
給
者
の
色
部
氏
側
か
ら
の
要
求
に
よ
っ
て
盛
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
｡

｢
一
族
井
び
に
同
心
の
輩
｣

へ
の
恩
賞
給
付
の
規
定
が
文
面
に
表
れ
て
い
る

事
実
は
､
恩
賞
を
求
め
る

一
族

･
｢同
心
の
輩
｣
の
一
致
し
た
意
志
が
惣
領
の
行

動
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡
で
は
､
｢同
心
の
輩
｣
の
具
体
相
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
｡

高
橋

一
樹
氏
は
､
色
部
惣
領
家
の
長
倫

･
高
長
兄
弟
の
軍
忠
状
を
分
析
し
'

長
倫
の

｢郎
等
｣
新
保
彦
三
郎
安
長

(『県
資
』
一
.〇
二
六
)
､
高
長
の

｢郎
等
｣

野
m
左
衛
門
次
郎
家
清

(F県
資
』

1.〇
九

.

(L
)
)
の
名
字
が
加
納
万
両
の

地
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
彼
ら
が
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
成
長
し
た
小
土
豪
で

(34)

あ
っ
た
と
指
摘
し
た
｡
首
肯
し
う
る
指
摘
で
あ
ろ
う
｡

島
長
の
率
い
た

｢家
子
｣
は
'
飯
岡
五
郎
長
家

(『貼
資
』

l〇
九

｣

(岬
)
)
､

秩
父

八郎
長

清

･
同

左

衛

門

次
郎

二
F.県

賢

.r

.
)

-i

A

(六
二
､
飯
岡
正
郎
左

前

門

川
郎

艮

時

,
.
県

賢

し

/

..L
二

で
あ
る
∴
努
ト
と
は
通
常
惣
領

の
肱
を
指
し
､
郎
写
よ
り
は
旧
情
か
仁
て
あ

り
た
し
｣
い
わ
れ
る

相
力

仁

木



子
は
皆
色
都
民
の
通
字

｢長
｣
を
名
乗
り
､

一
族
と
し
て
過
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
看
取
で
き
る
が
､
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
､
野
田
家
活
と
秩
父
長
活
､
飯

岡
長
家
の
名
乗
り
に
み
ら
れ
る

｢家
｣
｢清
｣
の
共
有
で
あ
る
｡
高
長
の
家
子
･

郎
等
が
実
名
の
名
乗
り
を
共
有
し
て
い
た
事
実
は
､
高
長
の
拠
点
飯
岡
の
村
落

内
で
､
家
子
と
郎
等

(被
宮
人
)
と
が

一
族
結
合
も
し
-
は

一
漢
的
結
合
を
結

び
つ
つ
あ
っ
た
状
況
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
少
な
-
と
も
､

名
乗
り
の
共
有
と
い
う
事
実
か
ら
､
彼
ら
家
子

･
郎
等
の
間
に
密
接
な
関
係
が

あ

っ
た
こ
と
を
導
き
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
｡

こ
の
郎
等
=

被
官
人
た
ち
は
､
色
部
惣
領
家
に
属
し
て
軍
事
行
動
を
と
っ
て

い
た
t
と
い
う
意
味
に
お
い
て

｢同
心
の
輩
｣
の
資
格
を
満
た
し
て
い
る
｡
ま

た
､
現
存
す
る
史
料
に
よ
る
限
り
､
色
都
民
が

一
族
と
郎
等
以
外
の
人
々
を
軍

事
指
揮
下
に
置
い
て
い
た
徴
証
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､

色
部
氏
の
郎
等
た
ち
は
'
【史
料
3
】
に
み
ら
れ
る

｢同
心
の
輩
｣
に
含
ま
れ
て

い
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
中
世
後
期
の
領
主

｢家
中
｣
の
内
部

構
造
に
み
ら
れ
る
庶
子
家

･
被
官
の
一
挟
結
合
の
源
基
形
態
は
､
こ
の
段
階
で

既
に
姿
を
表
し
て
い
た
と
考
え
た
い
｡

彼
ら
庶
子

･
郎
等
の
発
言
力
が
顕
在
化
し
た
の
は
､
単
に
自
身
が
惣
領
の
催

促
に
従
っ
て
軍
役
を
勤
任
し
た
た
め
だ
け
で
あ
ろ
う
か
｡
次
の
史
料
を
参
照
さ

れ
た
い
｡

和
田
殿

公
房

ま
い
り

[

]
候
へ
く
候

■■『

よ
ろ
つ
参
り
申
う
け
給
へ
く
候
､

今
日
人
を
さ
し
む
け
ら
れ
候
､
面
々
御
自
身
ハ
御
い
た
わ
し
く
存
候
へ
ば
'

御
手
人
々
に
あ
し
か
る
を
､
あ
ま
た
そ
へ
ら
れ
候
て
､
御
む
け
候
へ
-
候
'

御

一
族
方
へ
こ
の
よ
し
を
申
度
候
へ
と
も
､
同
御
事
に
候
､
恐
々
謹
言
､

十
二
月
廿
日

公
房

(花
押
)

【史
料
4
】
｢三
浦
和
田
文
書
｣
年
末
詳
十
二
月
二
十
日
村
越
公
房
書
状

(『県

資
』

一
二
七
九
)

(.&

#
)

｢

十

七
､
同上

｣

(婚

喪
ウ

ハ舟)

｢

(魁引)

■

■
■
■
●●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

ー

一

【史
料
4
】
は
､
北
朝
方
の
越
後
守
護
上
杉
憲
顕
の
被
官
で
南
出
羽

･
北
越
の

(35)

軍
事
行
動
を
主
導
し
て
い
た
村
越
公
房
が
､
奥
山
荘
北
条
の
惣
領
地
頭
三
浦
和

田
茂
実
に
宛
て
た
軍
勢
催
促
の
書
状
で
あ
る
｡
【史
料
4
】
の
年
次
は
特
定
で
き

な
い
が
'
暦
応
四
年
以
降
､
越
後
の
南
朝
勢
力
が

一
旦
鎮
静
化
し
た
康
永
三
年

二

三
四
四
)
ま
で
の
間
と
考
え
ら
れ
る
｡

次
に

【史
料
4
】
の
内
容
を
解
釈
し
よ
う
｡
十
二
月
二
十
日
投
階
で
､
｢人
｣

-

茂
実
の
手
の
者
が
公
房
の
も
と
に
参
陣
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ

し
て
､
｢面
々
御
自
身
は
御
い
た
わ
し
く
存
じ
候
え
ば
､
御
手
人
々
に
あ
し
か

る
を
､
あ
ま
た
そ
え
ら
れ
候
べ
-
候
｣
と
い
う
文
言
か
ら
､
茂
実
自
身
は
別
の

場
所
で
軍
事
行
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
､
公
房
が
､
茂
実
の
手
の
者
に
足
軽
を

多
数
引
率
さ
せ
る
よ
う
要
請
し
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
し
て

｢御

一
族
方
へ
こ

の
よ
し
を
申
し
た
-
候
え
ど
も
､
同
じ
き
御
事
に
候
｣
と
い
う
く
だ
-
か
ら
､

茂
実
の

一
族

へ
の
足
軽
動
員
要
請
は
､
惣
領
茂
美
を
通
じ
て
行
う
つ
も
り
で

あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
｡

｢あ
し
か
る
｣
の
具
体
相
は
明
確
で
な
い
が
'
『太
平
記
』
に
み
え
る
足
軽
の

様
相
は
､
こ
の
間
題
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
｡
新
井
孝
重
氏
は
､
足
軽
を

(那)

軽
武
装
徒
歩
立
の
兵
と
し
て
い
る
｡
こ
の
指
摘
は
､
脇
屋
義
助
の
被
官
で
あ
っ

一
-



-

一
二
-

た
畑
六
郎
左
衛
門
が

｢附
子
甲
｣
に

｢鎖
｣
を
着
た
こ
と
が

｢足
軽
ニ
州
立
｣

と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と

(『太
平
記
』
巻
第
二
十
二

｢畑
六
郎
左
衛
門
事
｣
)

か
ら
も
支
持
さ
れ
よ
う
｡
ま
た
､
足
軽
は
､
工
兵
隊
と
し
て
の
機
能
も
有
し
て

い
た
｡
暦
応
元
年
(延
元
三
年

二

三
三
八
)
､
新
‖
義
貞
が
越
前
藤
島
城
に
龍

も

っ
た
平
泉
寺
衆
徒
を
攻
め
る
に
あ
た

っ
て
､
｢人
夫
六
千
余
人

二
幕

･
掻

楯

･
埋
草
･塀
柱
･櫓
ノ
具
足
ヲ
持
チ
ハ
コ
バ
セ
テ
｣
い
た
こ
と
が
わ
か
る

(『太

平
記
』
巻
第
二
十

｢義
貞
馬
屈
強
事
｣
)
｡
そ
し
て
､
城
攻
め
に
あ
た
っ
て
義
貞

軍
は

｢前
ナ
ル
兵
ハ
城
二
向
ヒ
逢
フ
テ
合
戦
ヲ
致
シ
､
後
ナ
ル
足
軽
ハ
櫓
ヲ
カ

キ
塀
ヲ
塗
テ
向
城
ヲ
取
ス
マ
シ
タ
ラ
ン
ズ
ル
後
､
漸
々
二
攻
落
ス
ベ
シ
｣
(『太

平
記
』
巻
第
二
十

｢義
貞
自
害
事
｣
)
と
決
定
し
て
い
る
｡
｢人
夫
｣
が

｢足
軽
｣

と
重
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
な
足
軽
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
'
【史
料
4
】
に
あ
ら
わ
れ

(37)

る

｢あ
し
か
る
｣
は
'
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る

｢村
の
武
力
｣
で
あ

っ
た
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡
村
越
公
房
が
南
出
羽

･
北
越
で
軍
事
指
揮
を
行
っ

て
い
た
こ
と
'
茂
実
と
そ
の
一
族
に
よ
る
動
員
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

み
て
､
奥
山
荘
北
条
を
中
心
と
し
た
北
越
周
辺
の
住
民
か
ら

｢あ
し
か
る
｣
の

徴
発
が
期
待
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
｡

三
浦
和
田
氏
､
色
部
氏
な
ど
阿
賀
北
の
回
人
た
ち
の
多
く
は
北
朝
支
持
の
軍

(38)

事
行
動
を
と
っ
て
お
り
､
【史
料
4
】
と
同
内
容
の
要
請
が
色
都
民
､
当
該
期

で
あ
れ
ば
惣
領
長
倫
か
そ
の
後
家
阿
妙
に
も
出
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
｡

【史
料
4
】
に
は

｢あ
し
か
る
｣
動
員
の
実
際
の
担
い
手
は
明
確
に
記
さ
れ
て

い
な
い
｡
だ
が
､
公
房
の
言
動
か
ら
み
て
､
庶
子
が
媒
介
の
一
つ
と
な
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
｡
そ
し
て
､
庶
子
の
末
端
と
族
的
結
合
を
結
び
つ
つ
あ
っ
た

新
興
の
土
豪
も
､
村
か
ら
成
長
し
た
存
在
で
あ
っ
た
以
上
､
｢あ
し
か
る
｣
動
員

(訓)

の
媒
介
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

十
五
世
紀
に
入
る
と
'
色
部
氏
惣
領
の
地
位
は

｢越
後
国
砺
波
郡
加
納
庄
惣

領
職
｣
と
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

(F県
資
』

一
〇
三
二
･
一
〇
三
三
)｡
こ

の
事
実
か
ら
､
色
部
氏
惣
領
に
よ
る
小
泉
荘
加
納
方
の
領
域
支
配
の
進
展
'
庶

子
統
制
の
強
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
､
こ
の
よ
う
な
惣
領
の

あ
り
方
は
､
南
北
朝
内
乱
を
通
じ
て
､
村
落
に
お
い
て
結
合
を
強
め
た
庶
子

･

被
官
に
支
持
さ
れ
'
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
｡

お
わ
り
に

本
稿
で
は
､
越
後
国
小
泉
荘
加
納
方
地
頭
色
部

一
族
を
素
材
と
し
て
鎌
倉
末

期
か
ら
南
北
朝
期
の
在
地
領
主
組
織
の
変
遷
を
跡
づ
け
､
そ
の
背
景
を
考
察
し

た
･｡鎌

倉
最
末
期
の
色
部

一
族
は
､
統
合
と
分
裂
の
契
機
を
併
存
さ
せ
た
複
雑
な

関
係
を
持
っ
て
い
た
｡
こ
の
関
係
が
統
合
に
向
か
う
契
機
は
､
鎌
倉
幕
府
の
倒

壊
で
あ
り
､
｢色
部
条
惣
領
職
｣
を
標
梼
す
る
惣
領
家
の
も
と
に
､
知
行
の
安
定

化
を
求
め
た
庶
子
た
ち
が
吸
引
さ
れ
た
｡
こ
の
事
実
は
､
惣
領
職
の
形
成
自
体

に
庶
子
家
の
支
持
が
存
在
し
て
い
た
側
面
を
意
味
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
色
部

惣
領
の
惣
領
職
は
､
戦
争
状
況
を
通
じ
て
､
同
族
化
を
進
め
る
庶
子
家

･
被
官

層
に
推
戴
さ
れ
､
｢越
後
固
瀬
波
郡
加
納
庄
惣
領
職
｣
に
拡
大
す
る
｡

一
族
･被

(40)

官
を
通
じ
て
地
域
社
会
に
基
盤
を
置
-
室
町
期
の
在
地
領
主
組
織
は
､
南
北
朝

内
乱
期
に
お
け
る
被
官
層
の
台
頭
､
被
官
と

一
族
と
の
結
合
を
背
景
と
し
て
成

立
し
た
の
で
あ
る
｡



【註
】

(-
)
小
林

｢
一
摸
の
法
の
形
成
｣
､
｢鎌
倉
～
南
北
朝
期
の
領
主

一
漢
と
当
知
行
｣
(同

『日
本
中
世
の
一
撰
と
戦
争
』
校
倉
書
房
､
二
〇
〇
一
年
､
前
者
初
出

一
九
八
七
年
'

後
者
初
出

一
九
九
二
年
)
0

(2
)
田
中
大
書

｢
一
門
評
定
の
展
開
と
幕
府
裁
判
｣
(『歴
史
学
研
究
j
七
八
六
､
二

〇
〇
四
年
)
｡

(3
)
久
留
島

｢領
主
の
一
操
と
中
世
後
期
社
会
｣
(『岩
波
講
座
日
本
通
史

中
世
3
』

岩
波
書
店
'

一
九
九
四
年
)
0

(4
)
田
中

｢南
北
朝
期
武
家
の
兄
弟
た
ち
｣
(悪
党
研
究
会
編

｢悪
党
と
内
乱
｣
岩

‖
書
院
､
二
〇
〇
五
年
)
0

(5
)
菊
池

｢室
町

･
戦
国
期
在
地
領
主
の
イ
エ
と
地
域
社
会

･
国
家
｣
r歴
史
学
研

究
八
三
三
､
二
〇
〇
七
年
』
)
｡

(6
)
藤
木

｢遠
隔
地
に
お
け
る
国
人
領
主
制
と
惣
領
職
｣
(同

『戦
国
社
会
史
論
｣
Ⅰ

第
二
章
'
東
京
大
学
出
版
会
､

一
九
七
四
年
､
初
出

一
九
五
七
年
)0

(7
)
井
原
今
朝
男

｢
r
い
く
さ
j
と
民
衆
｣
'
｢中
世
城
館
と
民
衆
生
活
｣
(同

r中
世

の
い
く
さ

･
祭
り

･
外
国
と
の
交
わ
り
』
校
倉
書
房
'

一
九
九
九
年
､
前
者
初
出

一
九
九
二
年
'
後
者
初
出

一
九
八
八
年
)
'
小
林

一
岳

｢地
域
紛
争
か
ら
み
た
南
北

朝
の

r戦
争
J
｣
､
｢南
北
朝
の

F戦
争
』
と
安
全
保
障
｣
(註

(-
)
小
林
著
書
'

前
者
初
出

一
九
九
九
年
､
後
者
初
出
二
〇
〇
一
年
)
な
ど
｡

(8
)
な
お
､
『村
上
市
史
通
史
編
I
J
刊
行
以
前
､
鎌
倉
～
室
町
期
に
い
た
る
色
部

氏
の
動
向
に
つ
い
て
は
検
討
し
た
成
果
は
少
な
い
｡
阿
部
洋
輔

｢色
部
氏
に
つ
い

て
｣
(井
上
鋭
夫
編

F色
部
史
料
集
L
t
新
潟
史
学
会
､
一
九
六
八
年
｡
以
下
'
阿
部

氏
の
指
摘
を
本
文
中
に
引
用
す
る
際
に
は
､
｢色
郡
民
に
つ
い
て
｣
を
指
す
も
の
と

す
る
)
が
､
い
ま
な
お
色
都
民
の
動
向
に
つ
い
て
の
基
本
的
研
究
で
あ
る
｡
そ
の

ほ
か
管
見
に
入
っ
た
も
の
で
は
､
色
部
氏
の
概
要

･
｢色
部
文
書
｣
の
伝
来
過
程
に

つ
い
て
は
川
島
光
男
編

｢越
後
同
人
領
主
色
部
氏
史
料
集
J
(神
林
町
､

一
九
七
九

年
)
､
同

｢色
部
氏
文
書
の
伝
来
と
現
況
｣
(小
川
信
編

｢中
世
古
文
書
の
世
界
】

吉
川
弘
文
館
'

一
九
九

一
年
)
､
渡
辺
三
省

『本
庄
氏
と
色
都
民
』
(村
上
郷
土
研

究
グ
ル
ー
プ
､

一
九
八
七
年
)
が
あ
り
､
『村
上
市
史
通
史
編

-
』
刊
行
後
の
成

果
と
し
て
､
田
島
光
男

｢鎌
倉
幕
府

一
御
家
人
の
系
譜
-
色
部
氏
-

｣
(『神
奈
川
県

立
文
書
館
紀
要
』
三
､
二
〇
〇
一
年
)
､
『平
成
14
年
度

国
指
定
史
跡
平
林
城
跡

見
学
資
料
j
(二
〇
〇
二
年
､
新
潟
県
岩
船
郡
神
林
村
教
育
委
員
会
)
が
あ
る
｡

(9
)
高
橋

一
樹

｢鎌
倉
時
代
の
小
泉
荘
｣
(F村
上
市
史
通
史
舶
Ⅰ

原

始

･
古

代

･

中
世
｣
第
五
章
.
以
下

r村
上
市
史
通
史
編
J
は

r市
史
J
と
略
称
)0

(10
)
r吾
妻
鏡
J
建
長
三
年

(
二

一五

一
)
二
月

一
H
条
の
造
開
院
殿
造
営
維
掌
注

文
で

｢進
三
郎
人
道
｣
が
押
小
路
面
の
築
地
二
本
を
賦
課
さ
れ
､
建
治
元
年

(
一

二
七
五
)
の
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
で
は

｢鎌
倉
中
｣
の
御
家
人
と
し
て

｢進
三

郎
入
道
跡

五
貫
｣
が
記
載
さ
れ
､
｢小
泉
左
衛
門
尉
跡

七
貰
｣
と
並
ん
で
記
さ

れ
て
い
る

(r北
区
史
資
料
編
古
代
中
世
I
L
第
二
編
19
号
文
書
)｡
｢小
泉
左
衛
門

尉
跡
｣
と
は
'
鎌
倉
中
期
の
小
泉
氏
惣
領
頼
行
の
こ
と
で
あ
る
｡
建
治
元
年
の
六

条
八
幡
宮
造
営
注
文
で
は
､
葛
西
氏
､
千
葉
氏
'
伊
達
氏
な
ど
の
記
載
方
式
か
ら

み
て
､

一
族
は
ま
と
ま
っ
て
記
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
､
｢進
三
郎
入
道
跡
｣
と

｢小

泉
左
衛
門
尉
跡
｣
は

一
族
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
｡
為
長
の
通
称
は

｢進
三
郎
｣
｡

｢進
三
郎
入
道
｣
で
あ
り

(『県
資
』

一〇
五

一
(
こ

･
一
九

四

一
)
'
十
三
世

紀
前
半
に
は
確
実
に
出
家
し
て
い
た

(『県
資
l

一
〇
二
五
･
一
九
四

l
)
｡
そ
し

て
'
為
長
は
建
長
六
年
十

一
月
八
日
ま
で
は
確
実
に
存
命
し
て
い
た

(『県
資
』

一

〇
三
四
)
｡
建
長
三
年
の

｢進
三
郎
入
道
｣
､
建
治
元
年
の

｢進
三
郎
入
遺
跡
｣
と

い
う
幕
府
側
の
把
握
に
為
長
の
呼
称

･
生
存
期
間
は
対
応
し
て
お
り
､
将
軍
側
近

と
い
う
経
歴
も

｢鎌
倉
中
｣
と
把
拙
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
｡

(‖
)
有
明
条
に
つ
い
て
は
高
橋

一
樹

｢小
泉
荘
加
納
の
下
地
申
分
に
つ
い
て
｣
(r新

-

二
二
-



I

l
四
-

渇
史
学
J
三
三
､

一
九
九
四
年
)
参
照
｡

(ほ
)
｢岩
船
｣
に
つ
い
て
は
拙
稿

｢鎌
倉
末
期
の
東
国
所
領
と
蝦
夷
問
題
｣
(F地
方

史
研
究
し
三
二
三
'
二
〇
〇
六
年
)
参
照
｡

(ほ
)
高
橋

一
樹

｢小
泉
荘
の
支
配
｣
(r市
史
』
第
五
章
第
二
節
)'
｢南
北
朝
内
乱
と

小
泉
荘
｣

一
九

〇
･
一
九

一
頁

(『市
史
』
第
六
章
第

一
節
)
0

(14
)
大
石
直
正

｢十
二
世
紀
の
奥
羽
に
お
け
る
地
域
の
形
成
と
交
通
｣
(同
著

『奥

州
藤
原
氏
の
時
代
｣
吉
川
弘
文
館
'
二
〇
〇
一
年
､
原
形
初
出

一
九
九
三
年
)､
註

(12
)
拙
稿
｡

(15
)
田
村
裕

｢鎌
倉
武
士
｣
七
五
～
七
七
頁

(r新
潟
県
史

通
史
編

2

中
世
｣

第

一
章
第

一
節
､

一
九
八
七
年
)0

(16
)
高
橋

｢南
北
朝
内
乱
と
小
泉
荘
｣

一
九

一
･
一
九
二
頁

(｢市
史
｣
第
六
章
第

一
節
)0

(1
)
註

(8
)
r越
後
国
人
領
主
色
部
氏
史
料
集
J
所
収

｢色
部

･
本
庄
氏
系
図
｣
｡

(18
)
r越
後
国
人
領
主
色
部
氏
史
料
集
J
所
収

｢色
部

･
本
庄
氏
系
図
｣
､
F県
資
｣

一
九
六
五
｡

(19
)
為
長
の
最
後
の
譲
状
が
建
長
六
年
十

一
月
八
日
付
で
あ
り

(r県
資
｣

一〇
三

四
)､
本
文
書
が
そ
れ
以
前
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
後
家
宛
と
す
る

根
拠
は
'
全
体
の
文
意
と

｢あ
な
か
し
こ
〈

｣
と
い
う
書
止
文
言
で
あ
る
｡

(20
)
註

(13
)
拙
稿
｡

(21
)
註

(12
)
参
照
｡

(22
)
高
橋

｢南
北
朝
内
乱
と
小
泉
荘
｣

一
九
四
頁

(F市
史
｣
第
六
章
第

一
節
)0

(23
)
註

(7
)
渡
辺
著
書
七

･
一
二
頁
｡

(24
)
註

(15
)
参
照
｡

(25
)
田
中
大
書
氏
は
､
｢惣
領
職
｣
が
鎌
倉
幕
府
の
惣
領
保
護
策
に
対
応
し
て
'
惣

蘭
側
か
ら
創
出
し
た
法
制
用
語
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

(｢在
地
領
主
結
合

の
複
合
的
展
開
と
公
武
権
力
｣
(
『歴
史
学
研
究
J
八
三
三
､
二
〇
〇
七
年
)
｡
｢惣

領
職
｣
と
い
う
用
語
が
出
現
す
る

一
般
的
説
明
と
し
て
は
正
鵠
を
射
て
い
る
｡
た

だ
し
､
南
北
朝
期
以
降
の

｢惣
領
職
｣
用
語
の
展
開
の
具
体
相
に
つ
い
て
は
'
ま

た
別
個
の
説
明
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
間
題
に
つ
い
て
も
田
中
氏
は
別
稿
を
用

意
し
て
い
る
と
聞
く
｡
そ
の
成
果
に
ま
ち
た
い
と
思
う
｡

(26
)
こ
の
段
落
の
記
述
は
､
高
橋

｢鎌
倉
時
代
の
小
泉
荘
｣

一
七
二
～

一
七
五
頁
､

｢南
北
朝
内
乱
と
小
泉
荘
｣

一
九
四
頁

(『市
史
｣
第
五
章

･
第
六
章
第

一
節
)
に

依
拠
し
た
｡
な
お
､
高
橋
論
文
の
前
提
と
な
っ
た
佐
藤
進

一
｢鎌
倉
幕
府
職
員
衣

復
元
の
試
み
｣
元
応
元
年
の
項

(同

F鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
し
岩
波
書
店
'

一
九
九
三
年
)
､
寛
雅
博

｢武
家
領
｣
(｢講
座
日
本
荘
園
史
2

荘
園
の
成
立
と
領

有
｣
吉
川
弘
文
館
､

一
九
九

一
年
)
も
参
照
し
た
｡

(27
)
小
林

一
岳
氏
は
'
苅
田
狼
籍
が
当
知
行
を
主
張
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る

(註

(-
)
｢鎌
倉
～
南
北
朝
期
の
領
主

一
漢
と
当
知
行
｣
)0

(28
)
赤
沢
計
真

｢上
杉
氏
の
越
後
国
入
部
と
観
応
の
擾
乱
｣
(『新
潟
史
学
』
二
一
､

一
九
八
八
年
)0

(29
)
高
橋

｢南
北
朝
内
乱
と
小
泉
荘
｣

一
九
二
二

九
三
頁

(r市
史
｣
第
六
章
第

一
節
)｡
な
お
吉
原
弘
道

｢建
武
政
権
の
安
堵
に
関
す
る

一
考
察
｣
(r古
文
書
研
究
し

四
〇
､
一
九
九
五
年
)
も
参
照
｡

(30
)
秩
父
貞
長
と
色
部
長
高
の
相
論
は
和
与
状
の
作
成

･
そ
れ
を
追
認
す
る
雑
訴
決

断
所
牒
の
発
給
に
よ
っ
て
締
結
す
る
｡
和
与
が
な
さ
れ
た
の
は
､
元
弘
三
年
某
月

以
降
､
建
武
二
年
間
十
月
三
日
以
前
で
あ
る

(r県
資
J

一
〇
四
六
)｡
色
部

一
族

の
安
堵
申
請
は
'
こ
の
相
論
の
再
発

･
和
与
の
間
に
行
わ
れ
て
い
る
｡
長
茂
流
と

惣
領
家
の
和
解
が
秩
父
貞
長
と
長
高
の
和
与
を
も
た
ら
し
た
可
能
性
を
指
摘
で
き

よ
う
｡

(a
)
束
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本

二

九

1
八
年
作
成
)
に
よ
っ
て
校
訂
を



加
え
た
｡

(Si)
高
橋

l
樹
氏
は
'
芳
賀
氏
の
開
所
地
預
置
が
､
当
該
期
に
お
け
る
本
荘
氏
と
守

護
勢
力
の
対
立
を
促
し
た
と
し
て
い
る

(『市
史
』
二
〇
1
･
二
〇
二
頁
)
｡
概
ね

妥
当
と
考
え
る
が
､
建
武
元
年
七
月
頃
の
状
況
を
考
慮
す
る
と
'
色
部
氏
､
本
荘

氏
両
者
の
対
立
が
先
行
し
て
存
在
し
､開
所
地
預
置
処
置
が
そ
れ
を
助
長
し
た
可
能

性
が
高
い
｡

(33
)
内
訳
は

『県
資
』

一
七
九
三

･
四
〇
〇
一

(下
地
打
渡
)
､

一
七
九
六

･
一
七

九
九

(開
所
地
宛
行
施
行
)
､
二
七
五
五

(開
所
地
預
置
施
行
)
､

一
七
九
五

(也

頭
命
令
)
､
三
四
六
四

(下
地
沙
汰
付
指
示
)
'

一
二
九
九

(本
領
安
堵
)
'

一
七

一

九

(軍
勢
催
促
)
､
三
六
五
五

(感
状
)
と
な
る
｡

(34
)
高
橋

｢南
北
朝
内
乱
と
小
泉
荘
｣

一
九
七
頁

(『通
史
』
第
六
章
第

一
節
)
0

(35
)
高
橋

｢南
北
朝
内
乱
と
小
泉
荘
｣

1
九
九
～
二
〇
1
頁

(F通
史
J
第
六
章
第

一
節
)
｡

(3
)
新
井

｢凡
下
の
戦
力
｣
(同

『中
世
悪
党
の
研
究
j
吉
川
弘
文
館
､
l
九
九

〇
年
'

初
出

一
九
八
五
年
)
0

(37
)
小
林

一
岳

｢村
の
武
力
と
悪
党
｣
(註

(-
)
小
林
著
書
)
､
中
津
克
昭

｢村
の

武
力
と
そ
の
再
生
産
｣
(小
林

一
岳

･
則
竹
雄

一
編

『戦
争
Ⅰ

中
世
戟
争
論
の
現

在
J
青
木
書
店
､
二
〇
〇
四
年
)
0

(38
)
赤
滞
計
真

｢南
北
朝
の
動
乱
｣

一
七
九
頁

(『新
潟
県
史
通
史
編
2

中
世
』

第
二
章
第

一
節
)
0

(39
)
小
林

一
岳
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
荘
園
の
侍
は
､
荘
園
侵
略
な
ど
の
非
常
時

に
百
姓
を
動
員
し
て
村
を
守
る
役
割
を
担
っ
て
い
た

(｢中
世
荘
園
に
お
け
る
侍
｣

(註

(-
)
小
林
著
書
'
初
出

一
九
九
八
年
)
)
｡
ま
た
'
近
年
の
東
国
史
研
究
の
成

果
は
､鎌
倉

～
南
北
朝
期
の
東
国
村
落
に
お
い
て
も
自
立
的
な
村
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

(湯
浅
治
久

｢お
寺
が
村
を
ま
る
ご
と
買
っ
た
話
｣

(同

『中
世
東
国
の
地
域
社
会
史
』
岩
田
書
院
'
二
〇
〇
五
年
､
初
出

一
九
九
八

年
V
t
鈴
木
哲
雄

｢中
世
東
国
の
百
姓
申
状
｣
(佐
藤
和
彦
編

F中
世
の
内
乱
と
社

会
』
東
京
堂
出
版
､
二
〇
〇
七
年
)
)
｡
小
林
氏
が
明
ら
か
に
し
た
西
国
荘
園
の
荘

官
と
東
国
荘
園
に
お
け
る
土
豪
層
は
､
そ
の
存
在
形
態
'
村
と
の
関
係
に
お
い
て

ほ
ぼ
同
質
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

(40
)
註

(5
)
菊
池
論
文
｡

(二
〇
〇
七
年
九
月
三
〇
日
提
出
)

(二
〇
〇
七
年
十
月
十
九
日
受
理
)

-

一
五

-




