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一
出
雲
国
奉
公
衆
塩
冶
氏
の
掌
握
と
討
滅
1

長
　
谷
　
川
　
博
　
史

【
要
約
】
　
鎌
倉
期
守
護
の
系
譜
を
引
く
蜜
漁
期
塩
冶
氏
は
、
そ
の
基
盤
で
あ
る
出
雲
国
最
大
の
河
川
水
運
の
要
衝
を
確
保
し
て
、
特
に
出
雲
国
西
部
に
お

い
て
強
大
な
政
治
的
実
力
を
有
し
、
十
五
落
下
末
に
は
杵
築
大
社
両
圏
造
家
な
ど
周
辺
諸
領
主
と
結
集
し
て
、
自
立
性
の
極
め
て
強
い
地
域
秩
序
形
成
を

企
図
し
て
い
る
。
し
か
も
塩
冶
氏
は
幕
府
奉
公
衆
を
務
め
て
お
り
、
京
極
氏
の
守
護
権
が
ほ
と
ん
ど
及
び
え
な
い
存
在
と
し
て
、
出
雲
国
内
に
お
い
て
最

も
特
徴
的
な
位
盤
を
占
め
て
い
た
と
言
え
る
。
尼
子
経
久
は
、
こ
の
よ
う
な
性
格
と
動
向
を
示
す
塩
冶
氏
に
つ
い
て
、
十
六
世
紀
の
か
な
り
早
い
段
階
で

実
子
興
久
に
家
督
を
継
が
せ
、
や
が
て
こ
れ
を
武
力
討
滅
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
権
力
基
盤
と
歴
史
的
性
格
の
大
部
分
を
継
承
し
、
一
国
支
配
権
の
確

立
に
不
可
欠
な
出
雲
国
西
部
に
お
け
る
権
力
の
浸
透
を
実
現
し
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
大
名
と
し
て
の
尼
子
氏
権
力
形
成
過
程
に
お
け
る
最
大
の

画
期
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
非
常
に
軽
視
さ
れ
て
き
た
塩
冶
氏
裳
握
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
六
巻
三
号
　
一
九
九
三
年
五
月

　　www一

は
　
じ
　
め
　
に

戦
国
大
名
権
力
に
関
す
る
最
近
の
研
究
に
お
い
て
、
戦
国
大
名
を
「
戦
国
期
守
護
」
と
と
ら
え
る
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
戦
国

大
名
概
念
自
体
に
疑
問
を
提
起
し
、
何
よ
り
も
大
名
が
有
す
る
「
守
護
職
」
「
守
護
権
限
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
こ
れ
に
替
わ
る
べ
き
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

念
の
創
出
を
顕
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
尼
子
氏
の
性
格
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
同
様
の
立
場
に
立
つ
今
岡
典
和
氏
が
「
京
極
氏
の
守
護
権
を
継

承
し
て
戦
国
期
幕
府
－
守
護
体
制
の
一
環
に
加
わ
る
事
に
よ
っ
て
一
国
支
配
を
確
立
し
得
た
」
「
戦
国
期
の
守
護
権
力
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
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②

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
守
護
権
の
問
題
（
特
に
そ
の
継
承
と
い
う
側
面
）
を
重
視
す
る
視
角
は
、
当
時
の
歴
史
的
世
界
の
再
構
成
に
、
政
治
体

制
の
基
本
的
枠
組
み
や
既
存
の
諸
秩
序
を
反
映
さ
せ
る
方
法
と
し
て
有
効
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
大
名
権
力
の
本
質
で
あ
る
と
規
定
す
る
た
め

に
は
、
諸
地
域
の
独
自
な
動
き
や
固
有
性
を
な
お
充
分
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
根
底

に
す
え
な
が
ら
、
尼
子
氏
が
早
期
に
実
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
奉
公
衆
塩
冶
氏
の
掌
握
、
及
び
そ
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
滅
び
去
っ
た
家
の
関
係
史
料
が
伝
存
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
塩
冶
琉
と
て
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
殊
に
尼
子
氏
に
よ

る
同
氏
掌
握
の
具
体
的
経
緯
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
し
得
な
い
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
。
尼
子
氏
の
出
雲
国
支
配
推
進
過
程
に

お
け
る
塩
冶
氏
掌
握
の
重
要
性
が
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
看
過
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
極
め
て
厳
し
い
史
料
的
制
約
の
問
題
が
、

大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
室
町
期
に
お
け
る
塩
冶
氏
自
体
の
固
有
の
性
格
を
追
究
し
、
さ
ら
に
第
二
章
に
お
い
て
、
塩

冶
氏
と
そ
の
周
辺
領
主
と
の
密
接
な
関
わ
り
に
つ
い
て
論
究
し
た
い
。
尼
子
氏
に
よ
る
塩
冶
氏
の
家
督
・
権
益
の
掌
握
や
そ
の
奪
取
に
ど
の
様

な
背
景
と
團
的
が
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ず
と
解
き
明
か
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
章
に
お
い
て
は
尼
子
疵
に
よ
る
塩
冶
支
配
の
歴
史
的
展
開
過
程
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
塩
冶
氏
の
掌
握
・

討
滅
の
歴
史
的
意
義
を
よ
り
明
確
化
し
て
い
き
た
い
。

　
①
　
今
醐
典
和
氏
・
川
岡
響
動
・
矢
爾
俊
文
氏
の
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
　
　
　
　
　
導
き
出
さ
れ
て
き
た
見
解
で
あ
る
が
、
「
戦
圏
期
守
護
し
と
い
う
言
葉
の
使
わ
れ

見
解
で
あ
る
。
「
戦
国
期
研
究
の
課
題
と
農
望
」
（
『
日
本
史
研
究
』
二
七
八
、
　
一

九
八
五
年
）
は
、
三
馬
が
そ
の
見
解
を
戦
国
期
全
般
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
た
全

体
構
想
で
あ
る
。
こ
の
「
戦
国
期
守
護
」
論
は
、
従
来
の
研
究
が
、
戦
國
大
名
を

分
翻
・
領
國
規
摸
の
一
円
的
統
　
権
力
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
方
向
性
を
有
し
、

戦
国
期
に
お
け
る
室
町
幕
府
体
　
制
や
天
皇
の
権
威
…
、
律
令
制
的
法
体
縞
鋼
の
位
置

づ
け
を
比
較
的
軽
視
し
て
き
た
と
い
う
認
識
か
ら
、
そ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て

方
に
明
確
な
基
準
が
無
い
た
め
、
大
名
権
力
の
本
質
そ
の
も
の
を
、
現
実
的
意
味

　
を
保
持
し
続
け
る
統
一
的
中
世
嫡
家
の
一
分
肢
と
捉
え
て
し
ま
い
、
国
家
権
力
の

　
下
降
分
有
と
し
て
の
「
守
護
権
限
」
を
無
限
定
に
重
視
す
る
危
険
性
を
秘
め
て
い

　
る
。

②
今
岡
典
和
「
戦
国
期
の
守
護
権
力
－
出
雲
尼
子
氏
を
素
材
と
し
て
一
」
（
『
史
林
』

　
六
六
一
四
、
　
一
九
八
三
年
）
、
同
氏
「
戦
國
大
名
尼
子
氏
家
論
議
に
関
す
る
｝
考
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察
」
（
『
虜
陰
史
談
』
一
九
、
一
九
八
一
二
年
）
。

第
【
章
　
塩
冶
氏
の
歴
史
的
性
格
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①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
室
町
期
の
塩
冶
氏
に
つ
い
て
論
じ
た
専
論
と
し
て
は
、
藤
岡
大
拙
氏
の
「
後
塩
冶
氏
に
つ
い
て
」
が
あ
り
、
基
本
史
料
と
系
図
（
北
島
家
蔵

「
出
雲
佐
々
木
礁
謙
之
系
図
」
・
覚
専
寺
上
「
出
雲
佐
々
木
塩
冶
惣
領
次
第
記
」
・
続
群
書
類
従
本
「
佐
々
木
譜
」
）
を
列
挙
し
て
概
略
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
塩
冶
氏
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
具
体
的
に
追
究
し
、
ま
た
戦
国
期
ま
で
見
通
し
た
分
析
を
試
み
た
研
究
は
、
現
在
ま
で
の

と
こ
ろ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
章
に
お
い
て
は
、
藤
岡
氏
の
論
考
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
室
町
期
塩
冶
氏
の
政
治
的
位
置
と
そ
の
基
盤

の
地
域
的
特
質
と
を
よ
り
具
体
的
に
検
討
し
、
上
呂
の
歴
史
的
性
格
を
明
確
化
し
、
尼
子
氏
に
よ
る
そ
の
掌
握
の
必
要
性
と
不
可
避
性
と
を
明

ら
か
に
す
る
素
材
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
隔
　
南
北
朝
・
室
町
期
塩
冶
氏
の
基
本
的
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
塩
冶
疵
は
、
鎌
倉
期
・
南
北
朝
初
期
の
出
雲
国
守
護
佐
々
木
氏
の
子
孫
で
あ
る
が
、
守
護
佐
々
木
高
貞
が
暦
応
四
（
；
一
四
一
）
年
四
月
に
自

刃
し
て
以
降
、
南
北
朝
期
の
塩
冶
氏
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
制
約
に
よ
り
、
ま
た
一
族
内
部
の
分
裂
抗
争
の
激
化
に
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か

に
し
え
な
い
。

　
正
平
十
七
（
一
三
六
二
）
年
三
月
八
日
、
神
里
の
子
息
冬
営
は
、
塩
冶
郷
八
幡
宮
に
同
郷
中
心
部
の
神
菓
村
（
現
出
雲
市
塩
冶
町
・
上
塩
冶
町
）
の

　
　
　
　
　
　
　
④

畠
を
寄
進
し
て
い
る
。
歯
面
は
、
そ
の
実
名
や
、
「
佐
々
木
譜
」
に
「
直
冬
家
人
也
」
と
あ
る
事
よ
り
み
て
、
足
利
直
下
の
配
下
に
あ
っ
た
人

物
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
わ
ず
か
二
年
後
の
貞
治
三
（
＝
一
面
ハ
四
）
年
五
月
十
日
に
は
、
諸
系
譜
に
高
貞
の
弟
三
綱
の
子
（
冬
貞
の
従
兄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

弟
）
と
し
て
見
え
て
い
る
遠
江
守
義
綱
が
、
杵
築
大
社
に
「
塩
冶
郷
内
田
地
一
町
」
を
嵜
進
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
高
貞
直
系
の
子
孫
（
冬

貞
等
）
が
、
直
言
の
没
落
（
一
三
六
三
年
の
山
名
黒
氏
の
投
降
な
ど
）
と
時
を
同
じ
く
し
て
断
絶
し
た
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
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ま
た
、
明
徳
の
乱
に
際
し
て
は
、
明
徳
三
（
一
三
九
エ
）
年
の
門
明
徳
記
」
の
記
事
に
、
山
名
方
の
出
雲
国
守
護
代
で
塩
冶
氏
庶
流
「
駿
河
守
」

が
自
刃
し
た
と
あ
る
ほ
か
、
翌
明
徳
四
年
に
は
、
先
の
遠
江
守
義
綱
に
比
定
で
き
る
「
塩
冶
遠
江
入
道
扁
が
山
名
満
幸
と
共
に
三
刀
屋
城
を
攻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

算
し
て
撃
退
さ
れ
て
お
り
、
塩
冶
氏
惣
領
も
山
名
氏
と
共
に
没
落
し
た
可
能
性
が
高
い
。
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
当
該
期
の
系
譜
の
異
同
等
は

現
実
の
政
治
抗
争
に
よ
る
複
雑
な
相
伝
経
緯
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
、
例
え
ば
、
庶
子
家
と
し
て
分
出
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
上
郷
通
清
の

系
統
が
室
町
期
の
惣
領
家
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
一
族
内
部
に
お
け
る
分
裂
・
抗
争
の
激
し
さ
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
十
四
世
紀

に
お
け
る
塩
冶
氏
は
、
激
動
す
る
政
治
状
勢
に
ま
さ
し
く
翻
弄
さ
れ
た
形
跡
が
濃
厚
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
さ
て
、
応
永
十
九
（
一
四
一
二
）
年
八
月
十
五
日
の
塩
冶
満
通
を
初
見
と
す
る
十
五
世
紀
の
塩
冶
氏
惣
領
家
は
、
幕
府
奉
公
衆
と
し
て
安
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
地
位
と
実
力
を
保
持
す
る
よ
う
に
な
る
。
塩
冶
琉
が
奉
公
衆
三
番
衆
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
室
町
期
の
「
番
帳
」
に
い
ず
れ
も
名
を
連
ね
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
、
将
軍
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
散
見
す
る
。

　
奉
公
衆
の
室
町
幕
府
体
制
に
お
け
る
位
置
付
け
や
具
体
相
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
佐
藤
進
一
氏
・
福
田
豊
彦
氏
等
が
論
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

あ
り
、
機
構
上
に
お
い
て
守
護
と
は
系
列
を
異
に
し
、
将
軍
直
属
の
軍
事
力
と
し
て
果
た
し
て
い
た
そ
の
役
割
の
大
き
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

今
岡
典
和
氏
は
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
室
町
期
に
守
護
京
極
琉
や
そ
の
守
護
奉
行
人
が
発
給
し
た
国
人
宛
の
遵
行
状
を
、
表
に
し
て
ま
と
め

　
　
　
　
⑪

て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
守
護
の
逆
行
命
令
を
受
け
た
者
は
、
塩
算
氏
の
同
族
古
志
氏
、
庶
流
大
熊
氏
を
は
じ
め
と
す
る
出
雲
国
の

有
力
国
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
中
に
塩
冶
氏
惣
領
の
名
は
見
出
せ
な
い
。
一
方
、
文
明
四
（
一
四
七
二
）
年
三
月
二
十
旨
室
町
幕
府

　
　
　
　
　
　
⑫

奉
行
人
連
署
奉
書
は
、
御
崎
社
と
杵
築
大
社
の
堺
相
論
を
幕
府
が
裁
定
し
た
際
に
、
出
雲
国
人
に
対
し
て
御
崎
検
校
日
置
政
継
代
へ
の
「
合
力
」

と
「
沙
汰
居
」
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
残
さ
れ
た
十
二
通
の
宛
名
の
中
に
は
、
「
佐
々
木
塩
冶
五
郎
左
衛
門
尉
」
の
名
が
確
か
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
奉
公
衆
塩
冶
馬
が
本
来
守
護
権
限
の
及
ば
な
い
地
位
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
裏
付
け
て
お
り
、
幕
府
体
制
が
変
容
を
遂
げ

な
が
ら
も
な
お
充
分
に
機
能
し
て
い
た
室
町
期
に
お
い
て
は
、
守
護
の
い
わ
ゆ
る
「
一
国
公
権
」
に
、
塩
冶
氏
と
そ
の
所
領
・
諸
権
益
が
基
本

的
に
包
摂
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
塩
冶
氏
惣
領
は
在
京
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
同
民
が
出
雲
国
西
部
に
お
け
る
実
勢
力
と
し
て
現
実
に
存

続
で
き
た
理
由
と
し
て
、
在
地
支
配
を
担
う
一
族
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
永
享
五
（
一
四
三
三
）
年
三
月
日
塩
治
光
清
安
墨
堤
と
、
同
年
四
月
日
算
通
綱
副
状
は
、
塩
冶
玩
惣
領
光
清
が
、
雲
次
郎
に
対
し
「
神
東
村
新

八
幡
宮
神
主
職
」
を
安
堵
し
た
際
の
も
の
で
あ
る
。
「
書
聖
」
は
塩
冶
氏
一
族
と
思
わ
れ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
人
物
が
「
惣
領
方

如
判
形
（
1
1
光
清
安
堵
状
）
」
く
と
の
文
言
を
含
む
掌
状
を
翌
月
に
発
給
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
寛
正
三
（
一
四
六
二
）
年
八
月

二
十
八
罠
、
惣
領
豊
高
が
日
御
崎
社
に
対
し
「
塩
冶
参
内
三
崎
御
神
田
所
々
」
を
安
堵
し
た
際
に
は
、
同
年
九
月
二
十
五
日
、
「
貞
昌
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

う
人
物
が
、
「
去
八
月
廿
八
日
任
御
判
野
道
」
せ
て
神
園
八
段
を
打
ち
渡
し
て
い
る
。
約
一
ヶ
月
と
い
う
時
間
差
よ
り
考
え
て
、
通
綱
や
貞
昌

は
、
惣
領
在
京
中
に
お
け
る
在
地
支
配
を
実
質
的
に
担
う
人
物
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
文
明
八
年
正
月
二
十
八
B
塩
冶
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
は
、
塩
冶
郷
高
岡
村
（
規
出
雲
市
高
岡
町
）
八
幡
宮
等
に
対
す
る
寄
進
の
詳
細
に
つ
い
て
、

同
社
神
主
に
宛
て
て
惣
領
貞
綱
の
意
を
奉
じ
て
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
壱
段
段
銭
自
当
年
御
寄
進
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時

の
塩
冶
属
が
領
主
段
銭
収
取
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
史
料
で
あ
る
が
、
三
雲
の
署
判
者
に
つ
い
て
は
、
奥
の
「
清
春
」
が
諸
系

譜
に
貞
綱
の
弟
と
し
て
見
え
て
い
る
ほ
か
、
日
下
の
「
三
綱
」
と
二
番
鼠
の
「
綱
民
」
も
、
「
綱
」
の
字
よ
り
考
え
て
、
惣
領
上
等
と
密
接
な

関
わ
り
を
有
す
る
人
物
と
推
測
さ
れ
る
。
彼
ら
は
、
惣
領
の
側
近
く
に
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
奉
行
入
と
し
て
の
機
能
を
果
し
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
塩
冶
氏
が
、
分
出
し
た
一
族
庶
子
を
本
拠
地
壇
冶
と
惣
領
の
側
近
く
と
に
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
京
中
の
在
地
支

配
を
的
確
か
つ
円
滑
に
行
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
塩
冶
氏
に
よ
る
在
地
支
配
は
、
こ
れ
ら
の
人
物
に
よ
っ
て
、
現
実
に
支
え

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
注
閣
さ
れ
る
の
は
、
室
町
期
塩
冶
氏
の
周
辺
に
、
室
町
期
初
期
以
前
に
帯
出
し
た
と
推
測
さ
れ
る
庶
流
諸
氏
が
、
多
数
存
在
し
て
い

た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
史
料
的
欄
約
に
よ
り
惣
領
家
と
の
系
譜
関
係
は
系
譜
類
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
出
雲
国
内
の
庶
流
諸
等
と
し
て
、
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大
熊
玩
・
広
田
氏
・
上
郷
氏
・
波
根
民
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
大
熊
氏
は
、
特
に
杵
築
大
社
と
緊
密
な
関
係
を
有
す
る
国
人
で
あ
り
、
応
永
年
間
に
は
大
熊
貞
季
が
杵
築
大
社
「
三
月
会
奉
行
」
を
務

　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

め
た
ほ
か
、
戦
国
期
の
史
料
に
は
、
国
造
北
島
氏
の
被
官
と
な
っ
て
遷
宮
神
事
に
深
く
関
わ
っ
た
人
物
（
大
熊
又
次
郎
・
大
熊
次
郎
左
衛
門
尉
）
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

散
見
す
る
。
大
熊
氏
の
本
拠
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
徳
三
（
一
三
九
二
）
年
八
月
十
七
日
囁
語
が
日
御
崎
社
検
校
に
送
っ
た
文
書
に
「
粟
津
村
」

の
「
御
崎
新
田
」
に
関
す
る
記
載
が
あ
り
、
こ
こ
に
何
等
か
の
権
益
を
有
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
粟
津
村
（
現
出
前
衛
平
野
町
下
平

近
辺
）
は
朝
山
郷
に
属
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
西
流
し
て
い
た
斐
伊
川
の
右
岸
に
位
置
す
る
水
運
の
一
拠
点
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
広
田
氏
の
本
拠
は
、
大
原
郡
来
次
荘
（
規
大
原
郡
木
次
町
）
で
あ
る
が
、
永
禄
十
二
（
～
五
六
九
）
年
閾
五
月
四
日
置
次
市
庭
中
黒
印
状
な
ど
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鉄
）

り
、
こ
こ
は
斐
伊
川
中
流
域
最
大
の
要
衝
と
し
て
、
「
か
ね
」
の
流
通
の
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
上
郷
氏
の
本
拠
上
郷
（
現
出
雲
市
上
島
町
）
も
、
斐
伊
川
水
運
を
提
え
よ
う
と
す
る
場
合
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
地
点
で
あ
る
。

天
文
八
年
に
「
塩
冶
上
郷
兵
庫
助
泰
敏
」
が
横
田
蕪
（
環
仁
多
郡
横
田
町
）
岩
屋
寺
の
四
天
王
の
造
立
檀
那
と
し
て
「
現
物
五
拾
貫
文
」
を
勧
進

　
　
　
⑳

し
て
い
る
よ
う
に
、
上
郷
氏
は
斐
伊
川
を
介
し
そ
の
最
上
流
に
位
置
す
る
横
田
荘
と
緊
密
な
交
流
関
係
を
有
し
て
い
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

斐
伊
川
中
上
流
域
に
基
盤
を
有
す
る
出
雲
国
最
大
の
国
人
領
主
三
沢
琉
と
の
結
び
付
き
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
応
永
十
九
（
　
四
一
二
）
年
に
足
利
義
持
が
「
壇
冶
駿
河
小
次
郎
詮
清
」
に
安
堵
し
た
所
領
は
「
塩
冶
郷
内
薗
村
・
栃
嶋
・
同
国
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
い

田
本
庄
、
波
根
保
地
頭
職
半
分
」
で
あ
る
が
、
こ
の
人
物
は
弘
治
・
永
禄
年
間
に
尼
子
氏
か
ら
「
波
根
偏
「
栃
嶋
」
「
直
江
」
「
求
院
」
「
稲
岡
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

「
林
木
」
の
権
益
を
保
護
さ
れ
て
い
る
「
波
根
駿
河
守
〕
の
祖
先
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
波
根
保
（
現
簸
州
郡
斐
川
町
三
絡
）
や
、
鰐
淵
寺
領

の
所
在
す
る
直
江
郷
（
現
斐
川
町
直
江
町
）
は
、
中
世
に
お
い
て
は
湖
に
面
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
、
他
の
地
点
は
、
「
万
田
本
庄
」

（
現
平
鐵
市
万
田
町
）
を
除
き
、
い
ず
れ
も
下
流
域
の
斐
伊
川
に
面
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
塩
冶
氏
の
庶
流
諸
氏
は
い
ず
れ
も
斐
伊
川
・
宍
道
湖
水
運
に
薩
接
関
与
し
う
る
地
に
拠
点
を
有
し
て
お
り
、
隣
接
す
る
古

志
郷
を
領
す
る
一
族
の
古
志
氏
を
ふ
く
め
、
佐
々
木
塩
冶
属
一
族
は
、
水
運
を
媒
介
と
し
て
、
出
雲
国
西
部
の
広
範
囲
に
展
開
す
る
一
大
勢
力
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で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
首
帳
扁
に
記
さ
れ
た
出
雲
国
内
に
所
領
を
有
す
る
奉
公
衆
と
し
て
は
、
塩
冶
氏
以
外
に
朝
山
・
岩
山
・
吉
田
・
杉
原
の
諸
氏
が
挙
げ
ら
れ

る
が
、
名
字
の
地
を
持
つ
朝
山
・
吉
田
疵
を
は
じ
め
と
し
て
い
ず
れ
も
、
出
雲
国
内
に
お
い
て
は
確
固
た
る
基
盤
を
保
持
し
て
い
な
い
。
そ
の

よ
う
な
中
に
あ
っ
て
塩
冶
氏
は
、
一
族
を
し
て
在
地
支
配
を
担
わ
せ
る
と
共
に
、
周
辺
に
多
数
の
庶
流
難
民
を
配
し
、
実
勢
力
と
し
て
在
地
に

お
け
る
政
治
的
実
力
を
保
持
し
え
た
唯
　
の
存
在
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
塩
冶
氏
は
、
守
護
摩
の
系
譜
を
引
き
、
し
か
も
有
力
な
地
域
勢
力
と

し
て
確
固
た
る
基
盤
を
在
地
に
堅
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
塩
冶
郷
に
隣
接
す
る
朝
山
雨
落
の
幕
府
御
料
所
を
預
け
羅
か
れ
、
幕
府
の
守
護
大

名
牽
制
・
統
制
策
の
中
核
的
役
割
を
演
ず
る
、
典
型
的
な
奉
公
衆
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う

な
塩
冶
氏
の
基
本
的
性
格
を
現
実
に
支
え
て
い
た
経
済
的
基
盤
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
が
、
そ
の
際
何
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
庶
流
諸
氏
に

共
通
し
て
見
受
け
ら
れ
た
水
運
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
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二
　
塩
冶
氏
の
経
済
的
基
盤
　
　
水
運
の
撃
握
1

（一

j
　
塩
冶
郷
及
び
そ
の
周
辺
部
の
地
域
的
特
質

　
以
上
の
よ
う
な
塩
冶
氏
の
性
格
を
現
実
に
支
え
て
い
た
も
の
は
、
同
氏
の
基
盤
で
あ
る
塩
冶
郷
と
そ
の
周
辺
地
域
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
以
下
、
そ
の
地
域
的
特
質
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
が
、
そ
の
際
室
町
・
戦
国
期
の
出
雲
平
野
の
景
観
を
復
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箆

し
た
、
図
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
「
出
雲
国
風
土
記
」
以
来
の
歴
史
を
持
つ
神
門
郡
塩
冶
郷
は
、
中
世
に
お
い
て
は
、
内
部
に
神
東
村
・
大
津
村
（
現
出
雲
市
大
津
町
）
・
栃
嶋

村
（
現
出
雲
料
亭
膏
町
）
・
荻
原
村
（
同
上
）
・
高
岡
村
・
薗
村
（
現
出
雲
市
荒
茅
町
・
鯉
口
町
・
西
園
町
・
東
園
町
）
の
少
な
く
と
も
六
ヶ
村
を
確
認
で

き
、
そ
の
範
躍
は
古
代
か
ら
格
段
に
拡
大
し
、
現
在
の
出
雲
平
野
西
半
の
大
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
図
1
に
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　L低起地も仏く分布）

図1　中世の出雲平野（註⑱参留）

よ
れ
ば
、
中
世
段
階
に
お
け
る
そ
の
範
囲
は
、
出
雲
国
を
代
表
す
る
二
大
河

川
（
斐
伊
川
・
神
戸
川
）
が
最
初
に
接
近
し
て
か
ら
日
本
海
に
説
く
ま
て
の
下

流
域
一
帯
に
相
妾
し
て
い
る
。
図
2
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
両
河
川

の
流
域
は
出
雲
国
山
間
地
域
の
大
部
分
を
覆
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て

そ
の
広
大
な
流
域
の
全
て
の
水
が
塩
冶
郷
を
通
過
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

山
陰
道
は
塩
冶
郷
内
を
通
過
し
て
お
り
、
遙
か
以
前
よ
り
流
通
上
の
拠
点
で

あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
特
に
水
運
の
発
達
著
し
い
中
等
後
期
に
つ
い

て
見
た
場
合
、
塩
冶
郷
は
、
穀
倉
地
帯
で
あ
る
と
共
に
、
何
よ
り
山
間
部
と

沿
岸
部
を
結
ぶ
水
運
の
要
衝
と
し
て
、
出
雲
国
内
に
お
け
る
最
大
級
の
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

的
要
地
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
直
接
窺
え
る
史
料
は
少
な
い
が
、
例
え
ば
、
前
述
し
た
庶
流

上
郷
氏
の
動
向
な
ど
は
、
塩
冶
氏
と
横
田
荘
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
窺
わ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
初
見
が
弘
安
元
（
＝
一
七
八
）
年
に
遡
れ
る
「
大

津
村
」
は
、
塩
冶
氏
が
斐
伊
川
水
運
を
掌
握
す
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な
意

味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
大
津
」
と
い
う
地
名
は
、
そ
の
初
見

以
前
よ
り
港
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
横
田
荘
を
は
じ
め
と
す
る

奥
出
雲
に
産
す
る
鉄
の
多
く
が
、
こ
こ
を
通
過
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
神
芦
川
筋
は
、
古
代
以
来
杵
築
大
社
の
参
詣
道
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お

り
、
や
は
り
中
国
山
地
に
産
す
る
鉄
の
多
く
が
様
々
な
形
で
取
り
引
き
さ
れ
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て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
塩
冶
郷
に
隣
接
す
る
朝
山

郷
は
、
室
町
初
期
に
至
る
ま
で
朝
山
氏
本

領
で
あ
っ
た
が
、
同
氏
は
南
北
朝
初
期
に

備
後
国
守
護
と
し
て
南
朝
方
と
戦
っ
て
い

⑳る
。
ま
た
、
神
戸
川
を
は
さ
ん
で
塩
冶
郷

と
隣
接
す
る
古
志
郷
（
濁
出
雲
市
古
志
町
）

は
塩
冶
属
の
同
族
古
志
氏
の
本
領
で
あ
る

が
、
同
民
は
の
ち
備
後
国
へ
も
進
出
し
、

同
国
沼
隈
郡
本
郷
村
大
場
山
城
（
現
福
山
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

本
郷
町
）
等
に
拠
点
を
持
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
戦
国
期
に
は
塩
冶
氏
と
備
後
国
衆

山
内
氏
と
が
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を

確
認
で
き
る
ほ
か
、
享
禄
二
年
に
石
見
・

安
芸
両
国
の
大
領
主
山
局
橋
氏
が
毛
利
氏
等

に
攻
め
滅
ほ
ざ
れ
た
際
に
は
、
塩
冶
氏
が

高
橋
疵
の
救
援
に
馳
参
す
る
動
き
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
塩
冶
郷
を

中
心
と
し
た
斐
伊
川
・
神
戸
川
下
流
域
と
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備
後
国
・
安
芸
国
・
石
見
国
東
部
と
が
、
歴
史
的
に
か
な
り
密
接
な
結
び
付
き
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
塩
冶
郷
と
そ

の
周
辺
部
の
地
域
的
特
質
に
裏
付
け
ら
れ
た
政
治
的
関
係
で
あ
る
と
共
に
、
地
域
的
特
質
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
重
要
な
契
機
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
後
年
、
出
雲
国
に
侵
攻
し
た
毛
利
氏
が
、
逸
速
く
塩
冶
郷
・
朝
山
郷
を
奪
取
し
て
直
轄
化
し
た
こ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
地
域
的
特

質
を
具
体
的
に
裏
付
け
る
事
実
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
所
に
は
必
ず
大
き
な
流
通
の
結
節
点
旨
市
場
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

史
料
的
に
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
、
近
世
「
今
市
町
」
の
所
在
し
た
神
東
村
・
大
津
村
に
は
古
く
か
ら
市
場
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

測
さ
れ
、
慶
長
十
四
（
一
六
〇
九
）
年
に
比
定
さ
れ
る
十
一
月
十
二
日
民
部
安
堵
早
書
に
記
さ
れ
た
「
塩
冶
中
村
両
市
」
も
、
か
な
り
古
く
か
ら

の
も
の
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
中
世
に
お
け
る
塩
冶
郷
と
そ
の
周
辺
部
は
、
出
雲
国
山
間
地
域
の
水
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
集
中
す
る
巨
大
な
河
川
水
運
の

拠
点
と
し
て
出
雲
国
最
大
級
の
経
済
的
要
地
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
出
雲
国
内
の
み
な
ら
ず
、
備
後
・
安
芸
・
石
見
各
国
と
か
な
り
直
接
的

な
つ
な
が
り
を
確
認
で
き
る
地
域
的
流
通
の
大
き
な
結
節
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

戦国大名尼子氏権力の形成（長谷」｝i）

（
二
）
塩
冶
氏
の
所
領
分
布

　
胃
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
塩
冶
疵
に
関
す
る
史
料
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
所
領
の
全
体
像
は
明
ら
か
で
な
く
、
寄
進
状
等
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
の
断
片
を
窺
え
る
の
み
で
あ
る
〔
表
1
参
照
〕
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
時
期
を
通
じ
、
塩
冶
郷
の
大
部
分
を
確
保
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
と
思

わ
れ
、
朝
山
郷
代
官
職
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
他
の
諸
職
・
諸
権
益
・
拠
点
等
を
出
雲
園
内
各
地
に
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
〔
國
2
参
照
〕
。

　
墨
壷
後
期
の
朝
山
郷
は
、
「
出
雲
国
風
土
記
」
の
時
代
の
朝
山
郷
（
塩
冶
郷
の
南
部
で
現
出
雲
市
糊
山
町
・
馬
木
町
・
野
尻
町
・
稗
原
町
・
宇
那
手
町

に
か
け
て
の
一
帯
）
ば
か
り
で
な
く
、
斐
伊
川
下
流
域
の
両
岸
（
現
出
雲
市
姫
原
町
・
小
山
町
・
平
野
町
の
一
帯
と
同
松
寄
下
町
の
一
部
）
に
も
所
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
お
り
、
塩
冶
郷
を
取
り
巻
く
形
で
広
大
な
領
域
を
占
め
て
い
た
。
鎌
倉
期
出
雲
国
の
守
護
佐
々
木
氏
と
在
国
司
朝
山
氏
の
本
領
が
斐
伊
川
・

神
戸
川
下
流
域
を
ほ
と
ん
ど
独
占
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
地
域
の
政
治
的
・
経
済
的
重
要
性
を
端
的
に
裏
付
け
る
事
実
で
あ
る
が
、
朝
山
郷
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表1　塩冶氏惣領家所領・諸職初見一覧

所領・諸劇 年　　月　日 文　書　名

塩諦観文永8（・27・）年・・解F鰍社三胎澱編帳71

繽
繽
繽
繧
V
8
0
3
2
8
3
6
3
7
4
7
3
1
上
6
2
6
2
7
4
7
5
上
9
2

　
山
岡
同
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
同

浜別密i　　同　上
　　　　　　冶郷大津村1弘安元（1278）年9月4日佐々木頼泰寄進状

　馬　郷　乾元2（1303）年4月11日佐々木寅清累進状
冶郷ネ…き葺ミ将　 努署暦3　（1328）年8月15Hイ左旨々フに貞薯育寄進：［犬

　頼荘、建武3（1336）年4月珊佐々木二三寄進状
繍二村健武・（・337）年・月・日f・・・…縞貞雛状

灘認轟al雛蹴1悪説懲蝉鮒

寛正3

寛正3

文明6

文明7

（工462）年正月6日塩冶高清大社上官佐叢氏統分安堵状

（1462）　年8月28｝ヨ塩冶豊高御ili奇■t・｝ti田安堵コリこ

（1474）年10月20日条

（1475）　年12月14日条

郷
荘
郷
郷
宮
村
郷
将
荘
村
村
職
職
村
村
村
荘
保
力

　
　
男
歎
轟
頼
論
拠
攣
繍

塩
密
古
美
平
塩
生
塩
気
塩
塩
朝
来
塩
塩
坪
赤
占
断勘郷代宮力i明応元（1492）年8月23日条

　　　　　E

は
応
永
元
（
　
三
九
四
）
年
以
降
、
幕
府
御
料
所
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
し
て
塩
冶
氏
は
、
少
な
く
と
も
永
享
三
（
一
四
三
一
）
年
以
前
に
、
こ

の
幕
府
直
轄
領
朝
山
郷
の
代
官
職
を
獲
得
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

同
氏
億
、
北
部
の
杵
築
大
社
領
（
遙
勘
郷
．
高
浜
郷
．
稲
岡
郷
）
を
除
く
出

雲
平
野
西
部
一
帯
を
、
事
実
上
支
配
下
に
収
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
鎌
倉
期
守
護
佐
々
木
民
は
、
所
領
と
し
て
「
美
保
郷
」

「
平
濱
別
宮
」
を
確
保
し
て
い
た
が
、
美
保
関
が
、
中
海
・
日
本
海
水

運
の
結
節
点
と
し
て
、
さ
ら
に
は
日
本
海
水
運
の
要
港
と
し
て
、
重
要

な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
平
浜
別

宮
も
「
八
幡
津
」
「
八
幡
市
場
」
の
所
在
地
と
し
て
、
戦
国
期
の
「
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

潟
」
に
相
当
す
る
宍
道
湖
・
中
海
閾
の
要
衝
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
基

本
的
に
は
室
町
期
の
壌
冶
氏
所
領
で
は
な
い
が
、
塩
冶
氏
が
宍
道
湖
・

中
海
水
運
と
深
く
関
わ
っ
て
い
く
素
地
は
、
既
に
鎌
倉
中
期
の
段
階
で

整
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
分
割
雨
漏
に
よ
る
所
領
の
分
割
が
行
わ
れ
る

際
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
孫
が
、
何
ら
か
の
形
で
宍
道
湖
・
中
海
水
運

に
関
与
し
う
る
拠
点
・
諸
権
益
を
各
地
に
保
持
し
て
い
た
可
能
性
は
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ま
ち

い
。
例
え
ば
、
永
享
三
年
に
確
認
で
ぎ
る
来
海
荘
（
義
八
束
郡
宍
道
町
来

待
）
は
、
塩
冶
氏
が
代
官
を
務
め
る
幕
府
御
料
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
中
世
に
お
い
て
は
宍
道
湖
南
岸
の
中
央
部
に
位
麗
し
て
い
る
。
ま

46　（356）



戦國大名尼子氏権力の形成（長谷川）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
、
文
明
六
（
一
四
七
四
）
年
に
確
認
で
き
る
惣
領
家
所
領
の
長
田
西
郷
「
坪
谷
村
」
は
、
現
在
の
松
江
市
西
尾
町
近
辺
に
位
置
し
て
い
た
と
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

測
さ
れ
、
当
時
は
宍
道
湖
・
中
海
を
結
ぶ
水
路
の
北
岸
に
面
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
文
明
七
年
に
確
認
で
き
る
惣
領
家
所
領
「
赤
江
庄
」
は
、

飯
梨
川
河
口
に
位
置
し
て
お
り
、
富
田
と
美
保
関
を
結
ぶ
中
海
水
運
の
要
衝
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
塩
冶
郷
と
そ
の
周
辺
部
の
地
域
的
特

質
に
支
え
ら
れ
て
い
る
塩
冶
氏
が
、
そ
の
権
益
を
よ
り
有
効
に
活
用
し
、
発
展
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
れ
ば
、
宍
道
湖
・
中
海
水
運
と
の
結
び
付

き
ば
何
よ
り
重
視
す
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
り
、
来
南
庭
・
坪
谷
村
・
赤
江
荘
や
庶
流
波
根
氏
の
本
拠
波
根
保
な
ど
は
、
室
町
期
塩
冶
氏
が
そ
の

よ
う
な
志
向
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
観
応
の
擾
乱
に
際
し
て
石
見
国
三
隅
氏
を
攻
撃
す
る
足
利
尊
玩
方
の
兵
糧
が
「
園
湊
」
か
ら
搬
出
さ
れ
た
と
い

　
　
⑫

う
事
実
で
あ
り
、
塩
冶
郷
薗
村
に
は
現
在
の
大
社
湾
に
面
し
た
港
が
存
在
し
、
室
町
期
塩
冶
琉
は
日
本
海
水
運
に
直
接
関
わ
り
う
る
拠
点
を
有

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、
山
名
氏
本
宗
家
の
家
臣
で
、
毛
馬
国
二
方
郡
（
現
美
方
郡
）
に

本
拠
を
も
つ
庶
流
の
但
馬
塩
冶
氏
の
存
在
で
あ
る
。
合
馬
塩
冶
氏
は
、
明
徳
の
乱
で
敗
走
し
た
山
名
民
に
随
従
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
室
町
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

戦
国
期
を
通
じ
、
山
名
氏
本
宗
家
の
家
臣
と
し
て
特
に
備
後
国
支
配
に
携
わ
り
、
ま
た
倶
馬
芦
屋
城
（
現
美
方
郡
浜
坂
町
）
を
拠
点
と
す
る
斎
館
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

因
幡
・
伯
書
の
水
上
勢
力
（
海
賊
）
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
同
氏
と
塩
冶
氏
惣
領
と
の
交
流
を
具
体
的
に
示
す
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

例
え
ば
、
年
未
詳
十
月
十
七
日
山
名
温
麺
書
状
は
組
馬
塩
冶
幾
の
「
民
部
丞
」
に
つ
い
て
「
彼
興
部
、
雲
州
へ
召
仕
候
」
と
述
べ
て
お
り
、
十

五
世
紀
末
の
段
階
で
、
下
馬
塩
冶
氏
が
出
雲
崎
と
交
流
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
侃
馬
塩
冶
民
の
水
上
勢
力
と
し
て
の
性
格

を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
海
を
介
し
た
交
流
関
係
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
京
都
と
の
問
を
往
復
す
る
経
路
の
問
題

を
含
め
、
塩
冶
氏
惣
領
家
自
体
が
日
本
海
水
運
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
可
能
性
を
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
以
上
、
第
一
章
に
お
い
て
は
、
室
町
期
塩
冶
氏
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
ま
ず
、
同
氏
の
基
本
的
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
鎌

倉
期
守
護
の
系
譜
を
引
き
、
か
つ
在
地
に
確
固
た
る
基
盤
を
有
す
る
典
型
的
な
奉
公
衆
と
し
て
、
基
本
的
に
は
守
護
権
限
の
介
入
を
受
け
な
い

地
位
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
現
実
に
支
え
る
経
済
的
基
盤
に
つ
い
て
は
、
出
雲
国
最
大
の
河
川
水
運
の
要
地
で
あ
る
斐
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伊
川
・
神
戸
川
下
流
域
一
帯
全
域
に
権
益
を
有
し
、
河
川
流
通
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
鉄
な
ど
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ

と
、
さ
ら
に
は
宍
道
湖
・
中
海
水
運
の
拠
点
を
も
各
地
に
確
保
し
、
日
本
海
水
運
に
直
接
関
わ
り
う
る
拠
点
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
室
町
期
の
尼
子
氏
は
、
中
海
・
宍
道
湖
の
水
上
勢
力
を
配
下
に
組
み
込
み
、
確
保
し
よ
う
と
す
る
志
向
性
を
有
し
て
い
た
が
、
尼
子
氏

に
よ
る
塩
冶
氏
掌
握
は
、
こ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
み
て
も
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

①
藤
岡
大
拙
「
後
塩
治
琉
に
つ
い
て
」
（
島
根
県
教
育
委
員
会
他
編
『
出
雲
・
上
塩

　
冶
地
域
を
中
心
と
す
る
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
一
九
八
○
年
。
の
ち
同
氏
著

　
『
島
根
地
方
史
論
孜
』
収
載
）
。

②
　
こ
れ
ら
の
系
図
は
、
後
世
藩
か
れ
た
も
の
の
写
し
等
で
あ
る
の
で
、
史
料
的
価

　
値
は
低
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
塩
冶
氏
に
関
す
る
史
料
頂
戴
約
の
大
き
さ

　
を
鑑
み
、
あ
く
ま
で
参
考
史
料
と
し
て
適
蜜
引
用
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

③
鎌
倉
・
南
北
朝
初
期
の
守
護
佐
々
木
氏
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
進
一
著
『
鎌
倉
幕

　
肩
守
護
制
度
の
研
究
臨
（
｝
九
七
一
年
）
、
下
坂
守
「
塩
冶
氏
」
（
今
谷
明
・
藤
枝

　
文
忠
編
『
室
町
幕
府
守
護
職
家
事
典
　
上
巻
』
二
七
二
頁
以
下
、
　
九
八
八
年
）
、

　
藤
岡
大
拙
著
『
塩
冶
判
官
高
貞
』
（
一
九
八
八
年
）
に
詳
し
い
。

④
「
密
文
書
」
（
千
家
家
所
蔵
「
諸
社
家
古
文
雷
写
」
所
収
）
。

⑤
　
「
出
雲
大
社
文
書
」
（
島
根
娯
立
図
書
館
架
蔵
影
写
本
。
な
お
同
寄
進
状
は
簡
新

　
修
島
根
県
史
史
料
編
1
』
〈
一
九
六
六
年
V
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
は

　
誤
宇
誤
植
が
多
い
が
、
参
考
の
た
め
、
以
下
同
書
所
収
文
書
に
（
＊
）
を
付
す
）
（
＊
）
。

⑥
明
徳
四
年
三
月
二
十
　
日
須
和
部
菊
松
丸
軍
忠
状
写
（
「
三
刀
屋
文
書
」
〈
三
刀

　
屋
域
跡
調
査
委
員
会
編
『
三
刀
屋
氏
と
そ
の
斌
跡
』
一
九
八
五
年
》
）
、
同
日
付
須

　
恥
部
扶
久
軍
忠
状
写
（
同
上
）
。

⑦
「
八
幡
社
参
記
」
（
『
新
校
群
書
類
従
』
巻
第
廿
七
）
に
「
衛
府
侍
」
と
し
て
「
佐

　
々
木
塩
冶
五
郎
右
衛
門
尉
満
通
」
の
名
が
見
え
る
。

⑧
　
　
『
続
群
書
類
従
　
巻
廿
九
　
前
部
』
所
収
の
「
文
安
年
中
御
番
太
」
「
永
享
以
来

　
御
本
帳
」
「
長
享
元
年
九
月
十
二
日
常
徳
院
殿
様
江
甥
御
動
座
当
時
在
陣
衆
着
到
」
。

⑨
前
掲
註
①
藤
醐
琉
論
文
参
照
。

⑩
　
佐
藤
進
一
「
室
町
幕
府
論
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
7
　
中
世
3
』
　
九
六
三

　
年
）
、
福
田
豊
彦
「
室
際
幕
府
の
『
奉
公
衆
』
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
七
四
、
一
九
七

　
㎝
年
）
、
同
氏
「
室
町
幕
府
『
奉
公
衆
』
の
研
究
1
そ
の
人
員
構
成
と
地
域
的
分
布

　
1
」
（
『
北
海
道
武
蔵
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
三
、
　
九
七
一
年
）
を
は
じ
め
、
研

　
究
史
は
か
な
り
豊
富
で
あ
る
。
な
お
、
「
佐
々
木
譜
」
の
撫
冶
満
通
の
注
に
「
京

　
極
被
官
」
と
あ
る
こ
と
や
、
塩
冶
光
清
・
高
清
が
京
極
氏
の
細
脈
を
受
け
た
実
名

　
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
示
す
、
塩
冶
氏
と
守
護
京
極
氏
と
の
直
接
的
結
び

　
付
き
ば
、
奉
公
衆
が
最
も
典
型
的
に
現
れ
る
室
町
中
期
以
降
、
全
く
確
認
で
き
な

　
い
。

⑭
　
前
掲
は
じ
め
に
註
②
所
引
今
岡
氏
第
一
論
文
四
頁
。

⑫
「
日
御
講
神
社
文
書
」
（
島
根
県
立
図
書
館
架
蔵
影
写
本
）
（
＊
）
。

⑬
「
密
文
書
」
（
島
根
県
立
図
書
館
架
蔵
影
写
本
）
。

⑭
「
寓
文
書
」
（
東
大
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
「
出
雲
大
社
諸
社
家
所
蔵
古
文
書

　
写
」
所
収
）
。

⑮
　
寛
正
三
年
八
月
二
十
八
臼
塩
冶
豊
高
安
堵
状
（
「
日
御
笠
神
社
文
書
」
）
（
＊
）
・

　
嗣
年
九
月
二
十
五
臼
某
貞
昌
打
渡
状
（
同
上
）
（
＊
）
。

⑯
「
永
照
文
書
」
（
島
根
県
立
図
書
．
館
架
蔵
影
写
本
）
（
＊
）
。

⑰
　
応
・
氷
一
二
年
十
一
　
月
ニ
ハ
臼
杵
薄
層
社
法
｛
皮
条
々
　
（
「
千
家
文
書
」
〈
山
江
旧
根
県
立
㎜
凶
衆
畑

　
館
架
蔵
影
写
本
、
以
下
「
千
家
文
書
」
は
原
則
と
し
て
こ
れ
に
よ
る
が
、
影
写
本

　
に
採
録
ざ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
千
家
寂
所
蔵
「
千
家
所
蔵
古
文
露
写
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」
に
よ
る
〉
）
（
＊
）
。

⑱
　
・
洪
図
十
六
如
†
四
月
晦
日
「
・
氷
詰
年
中
大
社
御
遷
宮
覚
次
第
」
　
（
「
千
家
文
国
土
」
）

　
（
＊
）
、
天
文
十
九
年
九
月
「
當
社
遷
宮
記
録
」
（
「
佐
寄
文
霞
」
）
、
天
正
十
五
年
九

　
月
十
七
日
毛
利
輝
元
袖
判
奉
行
人
連
署
奉
書
（
「
北
島
文
書
」
〈
村
勢
正
志
編
『
出

　
雲
國
造
家
文
書
』
一
二
九
号
、
以
下
「
北
島
文
書
」
は
同
書
の
文
書
番
号
で
提
示

　
す
る
〉
）
な
ど
。

⑲
明
徳
三
年
八
月
十
七
日
大
熊
貞
門
断
簡
（
「
日
御
崎
神
社
文
書
」
）
（
＊
）
。

⑳
　
「
坪
内
文
書
」
（
岸
田
裕
之
「
大
名
領
国
下
に
お
け
る
杵
築
相
物
親
方
坪
内
矯
の

　
性
格
と
動
向
」
〈
『
大
社
町
史
研
究
紀
要
』
4
、
一
九
八
九
年
〉
　
〇
三
頁
）
。

⑳
　
「
金
厳
山
岩
屋
寺
快
圓
日
記
」
（
横
照
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
…
セ
ン
タ
ー
所
蔵
写
真

　
版
）
。
そ
の
他
、
天
文
八
年
八
月
快
円
覚
書
飛
岩
屋
寺
文
書
」
〈
島
根
県
立
図
書

　
館
架
蔵
影
写
本
〉
）
（
＊
）
に
も
「
二
王
之
像
」
「
虚
空
蔵
堂
」
造
立
の
檀
那
・
願
主

　
と
し
て
上
郷
泰
敏
の
名
が
準
ざ
れ
て
お
り
、
系
図
類
に
も
「
横
田
逗
留
」
等
の
注

　
記
が
あ
る
。

⑫
　
「
綜
原
家
古
代
ヨ
リ
聴
書
」
（
横
田
町
コ
ミ
ュ
顧
一
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
所
蔵
謄
写

　
本
）
に
上
郷
泰
敏
は
コ
ニ
二
二
所
縁
ノ
人
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
天
正
二
年
十
月

　
十
⊥
ハ
日
ゴ
　
斑
猫
家
臣
直
島
署
識
愚
状
写
（
山
口
県
文
欝
嗣
舘
用
架
蔵
「
困
酒
造
千
家
所
持
之
内

　
古
書
類
写
」
）
よ
り
、
三
沢
氏
家
臣
と
し
て
上
郷
為
治
の
名
を
確
認
で
き
る
。
『
横

　
田
町
誌
』
（
～
九
六
八
年
頃
所
収
の
系
図
に
よ
れ
ば
、
三
沢
金
聾
の
弟
が
上
郷
氏

　
に
入
っ
た
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
両
氏
間
に
密
接
な
結
び
付
き
が
あ
っ
た
こ
と
自

　
体
は
問
違
い
な
い
。

㊧
　
　
「
波
根
文
書
」
（
島
根
県
立
図
書
館
架
蔵
影
写
本
）
（
＊
）
。

⑭
永
禄
五
年
六
月
二
十
七
日
尼
子
晴
久
袖
判
奉
行
人
連
署
奉
書
（
「
波
根
文
書
」
）

　
（
＊
）
。
　
こ
の
う
ち
「
二
院
（
村
）
」
（
現
簸
川
郡
斐
川
町
求
院
）
と
「
稲
岡
（
郷
）
」

　
（
現
出
雲
市
稲
岡
町
）
は
、
共
に
大
社
十
二
郷
に
含
ま
れ
て
お
り
、
「
林
木
（
荘
）
」

　
（
現
出
雲
市
東
林
木
町
・
西
林
木
町
）
は
、
斐
伊
川
水
運
の
要
衝
と
言
わ
れ
て
い

　
る
（
前
掲
識
⑳
岸
照
氏
論
文
＝
○
頁
）
。

⑳
中
世
段
階
の
河
川
の
流
路
を
復
元
す
る
作
業
と
し
て
は
、
安
照
喜
憲
「
尾
張
国

　
富
墜
庄
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
（
『
立
命
館
文
学
』
三
〇
三
、
｝
九
七
〇
年
）
な

　
ど
が
著
名
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
示
ざ
れ
た
方
法
論
は
、
中
壁
段
階
の
絵
図
と
史
料
、

　
微
地
形
と
表
層
地
質
の
か
な
り
豊
寓
な
デ
…
タ
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
出
雲

　
平
野
の
場
合
に
は
、
絵
図
が
無
い
な
ど
下
煮
的
制
約
が
大
き
く
、
図
1
も
推
測
の

　
部
分
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
中
世
以
前
の
出
雲
平
野
東
部
に
つ
い
て

　
は
、
史
料
上
の
「
河
成
」
と
い
う
言
葉
と
、
寛
永
十
三
年
の
年
号
が
記
さ
れ
た
「
出

　
雲
十
二
郡
園
」
を
根
拠
と
し
た
『
斐
川
町
誌
』
（
一
九
五
〇
年
）
の
復
元
作
業
が
あ

　
り
、
図
1
も
こ
れ
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
中
世
以
前
の
西
部
に
つ
い

　
て
は
、
「
出
雲
國
風
土
記
」
に
よ
る
天
平
時
代
の
復
元
図
（
加
藤
義
成
『
出
雲
国
風

　
土
記
参
究
』
〈
一
九
五
七
年
〉
付
図
な
ど
）
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
、
寛
永

　
期
の
洪
水
に
よ
っ
て
斐
伊
川
の
ほ
と
ん
ど
の
水
が
東
流
し
て
以
降
、
西
流
し
て
い

　
た
か
っ
て
の
流
路
の
痕
跡
は
、
微
地
形
と
し
て
平
野
中
央
部
に
現
存
し
て
お
り
、

　
神
戸
川
の
流
路
も
多
数
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
ま
た
、
中
世
史
料
に
見
ら
れ

　
る
地
名
の
ほ
と
ん
ど
が
、
標
高
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
に
所
在
し
て
い
る
こ
と
、

　
近
世
期
新
田
開
発
の
記
録
の
あ
る
場
所
や
、
「
島
」
「
洲
」
等
の
地
名
が
、
五
千
ー

　
ト
ル
以
下
の
地
域
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
、
低
湿
地
・
池
・
湖
が
広
範
に
存
在

　
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
、
中
世
出
雲
平
野
の
復
元
作
業
の
詳
細
は
、

　
出
雲
市
立
出
雲
文
化
伝
承
館
（
出
雲
市
浜
町
）
に
常
設
パ
ネ
ル
と
し
て
展
示
・
解

　
説
し
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

⑯
　
　
南
丁
世
に
お
h
い
て
は
、
　
「
出
ハ
貼
遣
湖
」
　
「
｛
甲
噛
灘
」
　
「
斐
伊
川
」
　
「
神
蒼
た
川
」
　
の
呼
称
が
田
川

　
い
ら
れ
た
例
を
確
認
で
き
な
い
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
こ
れ
ら
の
呼
称
を
使
用
す

　
る
。

⑳
　
本
稿
の
水
運
に
関
す
る
記
述
は
、
井
上
寛
司
氏
の
「
中
世
山
陰
に
お
け
る
水
運

　
と
都
市
の
発
達
－
戦
国
期
の
出
雲
・
石
見
地
域
を
中
心
と
し
て
一
」
（
有
光
友
学
編

　
『
戦
国
期
権
力
と
地
域
社
会
』
　
九
八
六
年
）
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

⑱
　
弘
安
元
年
九
月
四
日
佐
々
木
頼
泰
寄
進
状
（
「
出
雲
大
社
文
書
」
）
（
＊
）
。
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⑳
　
岸
田
裕
之
「
戦
評
時
代
の
神
戸
川
沿
い
」
（
藤
醐
大
拙
編
『
尼
子
玩
の
総
合
的
研

　
究
　
そ
の
一
』
〈
　
九
九
二
年
・
〉
）
。

⑳
　
漆
原
徹
「
南
北
朝
初
期
に
お
け
る
守
護
権
限
の
一
考
察
一
中
國
地
域
に
み
る
軍

　
事
指
揮
権
の
特
殊
形
態
…
」
（
『
古
文
書
研
究
』
二
七
　
一
九
八
七
年
）
、
中
野
栄

　
夫
「
朝
山
氏
」
（
今
谷
明
・
藤
枝
文
忠
編
『
室
町
幕
府
守
護
職
家
票
典
　
上
巻
』
皿

　
九
入
八
年
）
。

⑳
　
黒
川
正
宏
「
古
志
家
文
魯
に
つ
い
て
e
・
⇔
・
⇔
」
（
『
芸
備
地
方
史
研
究
』
一

　
〇
四
。
一
〇
五
・
一
〇
六
・
一
〇
七
、
　
一
九
七
五
・
六
年
）
。

⑳
　
年
月
臼
未
詳
児
玉
就
忠
桂
元
忠
連
署
書
状
案
（
「
毛
利
文
書
」
禽
大
日
本
古
文

　
書
　
家
わ
け
八
－
｝
』
二
三
九
号
〉
）
に
「
塩
冶
殿
者
、
山
内
縁
辺
之
儀
候
」
と
あ

　
る
。

⑱
年
未
詳
毛
利
元
就
知
行
注
文
案
（
「
毛
利
文
書
」
会
大
日
本
古
文
書
家
わ
け

　
八
一
｝
』
二
五
一
号
》
）
。

⑧
　
「
工
藤
文
霞
」
（
『
鳩
雲
市
誌
』
全
九
五
一
年
〉
五
一
一
頁
）
。
「
民
部
」
は
、

　
堀
尾
吉
晴
の
家
臣
堀
尾
｝
儒
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

（
㊥
　
前
掲
註
⑳
井
上
琉
論
文
四
九
八
～
九
頁
参
照
。
な
お
、
「
塩
冶
」
市
と
「
中
村
」

　
市
は
そ
れ
ぞ
れ
、
近
世
今
市
の
「
本
町
」
「
中
町
」
に
椙
当
す
る
と
考
え
て
よ
い

　
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑯
　
塩
冶
郷
に
は
、
寛
正
五
年
六
月
二
十
五
霞
牛
尾
忠
実
寄
進
状
（
「
日
御
碕
神
社
文

　
書
」
）
　
（
＊
）
、
文
明
八
加
十
編
ハ
n
月
二
十
七
日
目
　
沢
空
中
心
寄
准
…
状
（
同
ト
｝
）
　
（
＊
）
よ
り
、

　
「
荻
原
村
」
の
中
に
他
の
国
衆
領
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
ほ
か
、
所
々

　
に
諸
社
の
神
照
が
存
在
し
た
。

⑰
　
　
「
出
雲
圏
風
土
記
」
の
時
代
の
朝
山
郷
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
⑯
所
引
加
藤
氏

　
薯
書
に
よ
る
。
ま
た
、
斐
伊
川
下
流
域
に
展
開
す
る
新
し
い
領
域
（
「
粟
津
村
」

　
「
姫
原
」
等
）
に
つ
い
て
は
、
「
霞
御
碕
神
社
文
書
」
等
に
散
見
す
る
。

⑳
　
正
長
二
年
九
月
臼
朝
山
清
綱
言
上
状
（
「
京
都
朝
肉
垂
雷
」
全
黒
都
大
学
所
蔵
影

　
写
本
〉
）
に
、
「
出
雲
国
朝
山
郷
為
重
代
相
傳
之
本
領
、
応
永
元
年
ま
て
当
知
行
難

　
無
椙
違
、
被
召
放
、
為
御
料
所
間
、
不
及
訴
訟
候
」
と
あ
る
。

⑳
　
前
掲
註
＠
井
上
氏
論
文
四
九
六
頁
。

⑩
　
　
「
政
所
賦
銘
引
付
」
（
桑
山
浩
然
編
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
　
上
巻
』
企

　
九
八
○
年
〉
）
文
明
六
年
十
月
二
十
日
条
。
「
多
胡
家
証
文
」
（
山
口
県
文
書
転
所

　
開
毛
利
家
文
庫
「
諸
臣
証
文
一
一
」
）
の
年
朱
詳
「
出
雲
州
嶋
根
郡
西
長
田
郷
目

　
録
」
に
は
、
同
郷
「
坪
谷
村
之
境
」
と
し
て
「
南
ハ
海
辺
ヲ
限
也
」
と
明
記
さ
れ

　
て
い
る
。

＠
　
「
政
所
賦
銘
引
付
」
文
明
七
年
十
二
月
十
四
日
条
。

＠
　
律
†
宋
詳
｛
ハ
月
二
十
占
口
足
利
尊
氏
直
算
置
（
「
三
木
文
書
」
〈
島
根
腿
爪
立
図
書
舶
㎜
架

　
蔵
謄
写
本
〉
）
。
観
応
元
年
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑬
　
享
禄
年
間
に
は
「
塩
冶
左
衛
門
尉
豊
綱
」
（
『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
四
〇
上
山
庄
島

　
徳
門
・
同
書
巻
八
九
田
総
惣
左
衛
門
）
、
天
文
年
間
に
は
「
塩
冶
左
衛
門
尉
綱
」

　
（
天
文
二
十
二
年
の
も
の
と
思
わ
れ
る
「
出
内
文
書
」
の
十
月
二
十
一
目
付
の
一

　
連
の
聯
繋
〈
『
大
日
本
古
文
書
　
家
わ
け
十
五
』
一
＝
○
～
二
一
三
号
〉
）
が
、
備

　
後
国
守
護
山
名
馬
本
宗
家
が
備
後
国
山
内
氏
を
介
し
て
同
国
国
衆
を
統
括
し
よ
う

　
と
し
た
際
に
、
そ
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。

⑧
　
水
上
勢
力
と
し
て
の
活
動
を
確
認
で
き
る
人
物
と
し
て
は
、
天
正
初
年
の
塩
冶

　
周
防
守
高
清
が
挙
げ
ら
れ
る
（
高
橋
正
弘
『
因
伯
の
戦
国
城
郭
一
通
史
編
一
』
企

　
九
八
六
年
V
参
照
）
。
ま
た
、
塩
冶
琉
の
基
盤
が
十
五
世
紀
段
階
で
既
に
伯
開
国

　
に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
は
、
年
宋
詳
八
月
九
段
山
名
重
態
書
状
（
「
田
中
文
霞
」

　
（
『
鳥
取
県
史
　
中
世
』
　
〈
一
九
七
三
年
〉
）
で
、
当
時
の
当
主
と
思
わ
れ
る
「
塩

　
　
　
　
　
　
（
倶
馬
）

　
冶
周
防
」
が
「
当
国
・
伯
州
所
々
知
行
分
」
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明

　
ら
か
で
あ
る
。

⑯
　
　
「
毛
利
二
種
」
（
『
大
田
本
古
文
書
　
家
わ
け
八
一
一
』
一
八
三
号
）
。

⑯
　
年
朱
詳
六
月
遅
臼
山
名
政
豊
書
状
（
「
国
管
三
二
」
〈
『
鳥
取
県
史
2
　
中
世
』
V
）
、

　
年
来
詳
七
月
二
日
山
名
致
豊
書
状
（
同
上
）
の
宛
名
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
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戦国大名尼子氏権力の形成（長谷川）

第
二
章
　
十
五
世
紀
末
に
お
け
る
塩
冶
氏
の
動
向
…
地
域
秩
序
一
1
「
国
人
」
領
主
連
合
の
形
成
1

　
室
町
幕
府
体
制
を
揺
る
が
す
応
仁
・
文
明
の
乱
を
経
て
、
奉
公
衆
の
地
位
も
一
定
の
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
特
に
明
応
の
政
変
以
降
は
将

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

軍
権
力
の
軍
事
的
基
盤
と
い
う
存
在
意
義
を
事
実
上
喪
失
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
在
地
に
確
固
た
る
経

済
的
基
盤
を
有
す
る
塩
冶
氏
は
、
独
自
の
新
た
な
動
き
を
示
し
て
い
る
。

　
明
応
四
（
一
四
九
五
）
年
、
幕
府
は
「
年
貢
難
渋
」
を
理
由
に
朝
山
郷
代
官
塩
冶
新
九
郎
を
召
し
放
ち
、
か
わ
り
に
幕
府
奉
行
人
飯
尾
清
房
を

　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

代
官
に
補
任
し
た
。
塩
冶
新
九
郎
は
惣
領
と
推
測
さ
れ
る
塩
冶
三
河
守
貞
綱
と
共
に
奉
公
紅
筆
三
番
を
務
め
て
い
た
人
物
で
あ
る
が
、
幕
府
の

こ
う
し
た
措
麗
に
対
し
、
「
猶
以
新
九
郎
及
異
儀
、
相
語
同
名
参
河
守
以
下
親
類
・
国
人
、
可
発
向
御
料
所
之
趣
造
意
」
し
、
抵
抗
の
意
志
を

　
　
　
　
④

示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
と
同
じ
年
、
杵
築
大
社
両
国
造
家
は
、
社
領
と
朝
山
郷
の
山
境
を
め
ぐ
り
幕
府
と
対
立
し
て
い
た
が
、
再
三
の
「
召
文
」
に
も
か
か
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
ず
上
洛
を
拒
み
、
「
剰
毎
度
取
懸
御
料
所
、
可
及
鉾
楯
扁
し
と
い
っ
た
あ
か
ら
さ
ま
な
示
威
運
動
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
朝
山
郷
を

め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
緊
迫
し
た
状
勢
を
直
接
的
背
景
と
し
て
、
つ
い
に
翌
明
応
五
年
、
幕
府
側
の
朝
山
郷
「
地
下
人
」
と
「
国
人
」
と
の
問
に
軍

事
的
衝
突
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

飯
尾
加
賀
守
清
房
申
、
上
様
御
料
所
出
雲
国
論
山
郷
代
宮
職
事
、
帯
補
任
御
下
知
等
、
知
行
無
相
違
処
、
当
郷
内
悪
熱
山
境
之
儀
、
杵
築
社
両
国
藤
下
往

古
例
、
芸
年
前
趣
致
違
乱
候
条
、
電
磁
閉
及
三
ケ
度
難
被
成
召
文
、
遂
彼
雑
掌
不
能
参
洛
、
論
叢
語
佐
々
木
塩
冶
・
同
古
志
左
京
亮
以
下
国
人
等
、
差
寄

御
料
所
致
合
戦
、
地
下
人
数
輩
被
疵
、
馬
庭
平
兵
衛
尉
其
外
一
両
輩
令
生
涯
趣
、
注
進
到
来
之
条
、
前
代
未
聞
所
行
也
、
不
可
不
誠
、
所
詮
於
書
論
駈
者
、

歎
山
境
曲
沢
、
共
以
被
付
御
料
所
詑
、
至
宝
国
造
皇
籍
者
、
任
綱
法
追
豊
前
御
成
敗
之
上
者
、
有
自
然
画
嚢
者
、
合
力
清
房
代
贈
品
致
忠
節
由
被
仰
出
候

也
、
伽
執
達
如
件
、

　
明
応
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
周
防
）

　
　
　
　
四
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貞
通
（
花
押
）
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（
斎
藤
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玄
茂
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
為
忠
）

　
　
　
　
　
　
三
沢
遠
江
守
殿

　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
こ
の
史
料
と
ほ
ぼ
同
文
の
奉
書
が
、
「
出
雲
朝
山
文
書
し
に
五
通
、
「
三
木
文
書
」
に
一
通
、
合
計
七
通
残
さ
れ
て
お
り
、
姫
冶
氏
・
杵
築
大

社
両
国
造
家
と
同
一
行
動
を
と
っ
た
「
古
志
左
京
亮
」
を
謎
貴
し
た
も
の
を
除
け
ば
、
反
幕
府
方
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
出
雲
国
内
領
主
（
三
沢
．

宍
道
・
神
西
氏
）
と
代
官
飯
尾
清
房
、
及
び
在
地
の
土
豪
以
下
地
下
人
（
三
木
太
郎
兵
衛
尉
．
名
主
沙
汰
人
）
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
、
　
一
致
し
て

戦
う
よ
う
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
一
連
の
事
件
は
、
そ
の
背
景
に
、
在
地
に
お
け
る
土
豪
層
（
三
木
太
郎
兵
衛
尉
・
馬
庭
平
兵
衛
尉
等
）
以
下
地
下
人
と
代
官
塩
冶
氏
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

深
刻
な
階
級
対
立
、
及
び
奉
行
人
皇
（
飯
尾
清
房
等
）
の
台
頭
と
い
う
幕
府
体
制
内
部
の
変
動
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
が
、

直
面
す
る
課
題
を
克
服
す
べ
く
、
国
造
千
家
氏
・
国
造
北
島
氏
・
塩
冶
氏
・
古
志
氏
を
は
じ
め
と
す
る
「
国
人
」
た
ち
が
、
反
幕
府
勢
力
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
階
級
的
結
集
を
遂
げ
た
こ
と
の
意
味
は
重
要
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
よ
う
な
幕
府
の
公
権
力
を
認
め
な
い
「
国
人
」
領
主
連
合
が
成
立
し
た

歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
杵
築
大
社
領
の
主
要
部
分
は
、
上
郷
の
対
岸
「
阿
吾
郷
」
を
最
上
流
と
し
て
「
遙
高
郷
」
に
至
る
ま
で
、
西
流
す
る
斐
伊
州
の
右
岸
域
一
帯

に
展
開
し
て
い
た
十
二
郷
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
塩
冶
郷
に
近
接
す
る
河
川
水
運
の
拠
点
で
あ
る
。
ま
た
「
杵
築
浦
」
「
宇
龍
浦
」
を
は
じ
め
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

す
る
七
浦
は
日
本
海
水
運
に
直
接
関
わ
り
う
る
島
根
半
島
西
端
の
愈
愈
で
あ
る
。
従
っ
て
、
領
主
権
力
と
し
て
の
両
国
造
家
は
、
嵐
冶
氏
と
地

理
的
に
近
接
し
、
同
じ
水
系
を
介
し
て
利
害
を
共
有
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
鎌
倉
末
期
の
国
造
出
雲
泰
孝
の
室
が
守
護
佐
々
木
貞
清
の
息
女
（
後
の
「
斎
日
」
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
が
、
室
町
期

に
は
、
こ
う
し
た
両
氏
間
の
婚
姻
関
係
を
背
景
と
す
る
塩
冶
属
庶
流
と
大
社
と
の
密
接
な
関
わ
り
が
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、
閏
七
月
十
六
日

　
　
　
　
⑪

某
武
実
書
状
は
、
応
永
二
（
一
三
九
五
）
年
に
守
護
京
極
高
詮
の
奉
行
人
武
実
か
ら
塩
冶
氏
庶
流
「
塩
冶
備
中
守
」
に
対
し
、
大
社
・
御
崎
両
社

間
相
論
に
関
す
る
守
護
側
の
意
向
を
内
々
に
伝
え
た
も
の
で
あ
り
、
塩
冶
備
中
守
は
守
護
と
杵
築
・
御
崎
両
社
間
を
円
滑
に
結
び
付
け
る
役
割
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を
果
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
以
前
よ
り
簡
社
と
の
問
に
私
的
で
緊
密
な
交
流
関
係
が
有
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
庶
流

大
熊
象
車
は
大
社
と
の
直
接
的
な
結
び
付
き
を
有
し
た
人
物
で
あ
る
し
、
文
明
十
三
（
一
四
八
一
）
年
に
国
造
北
島
高
孝
跡
の
譲
与
を
約
束
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諺

た
稲
岡
塩
太
郎
丸
（
の
ち
の
国
造
北
島
雅
孝
）
の
後
見
人
は
庶
流
「
波
根
左
京
進
続
兼
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
鎌
倉
末
期
国
造
出
雲

氏
と
守
護
佐
々
木
氏
と
の
間
に
取
り
結
ば
れ
た
婚
姻
関
係
を
重
要
な
歴
史
的
前
提
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
非
常
に
近
接
し
た
歴
史
的
・
地
理
的
条
件
を
有
し
て
い
た
古
志
氏
に
つ
い
て
も
、
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

古
志
氏
は
、
守
護
佐
々
木
泰
濡
の
子
息
義
信
を
祖
と
し
、
塩
冶
郷
と
は
神
戸
川
を
は
さ
ん
だ
対
岸
に
位
置
す
る
古
志
郷
を
本
拠
と
す
る
国
人
領

主
で
あ
る
。
古
志
郷
は
神
戸
川
水
運
の
要
衝
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
同
氏
は
室
町
初
期
よ
り
備
後
國
松
永
湾
に
礪
し
た
沼
隈
郡
大
場
山

城
・
阿
草
城
に
進
出
し
て
お
り
、
同
氏
が
瀬
戸
内
海
水
運
に
も
関
与
し
て
い
た
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
。
「
佐
々
木
譜
」
に
よ
れ
ば
、
古
志
信
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
俊
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
）

の
子
に
「
国
造
千
家
直
信
妻
」
、
古
志
為
信
の
子
に
「
国
造
千
家
豊
後
妻
」
、
塩
冶
早
霜
の
子
に
「
国
造
守
俊
妻
」
と
の
注
記
が
み
ら
れ
る
。
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

旧
名
の
錯
誤
は
明
ら
か
に
初
歩
的
な
誤
読
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
明
応
四
（
一
四
九
五
）
年
十
一
月
十
九
日
国
造
千
家
鋼
管
譲
状
に
コ
、
宇
料

事
、
神
爾
左
衛
門
允
押
知
行
候
、
幸
親
子
事
耕
運
聞
、
古
志
方
と
母
に
て
候
笹
下
談
合
、
可
被
返
執
事
可
然
候
」
と
あ
る
事
に
よ
っ
て
、
古
志

氏
と
国
造
千
家
氏
と
の
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
に
も
確
認
で
き
る
。

　
さ
て
、
同
譲
状
に
よ
れ
ば
、
千
家
氏
は
所
領
宇
田
浦
を
押
領
し
た
神
西
氏
を
、
古
志
氏
と
一
致
し
て
排
除
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

ま
た
「
朝
山
与
不
慮
公
事
出
来
半
、
（
中
略
）
猶
以
有
望
事
者
、
塩
冶
方
・
古
志
方
申
合
、
可
達
本
意
候
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二

揆
契
印
」
の
類
こ
そ
残
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
国
造
家
と
塩
冶
・
古
志
単
座
と
の
間
に
、
相
互
扶
助
協
約
関
係
が
取
り
結
ぼ
れ
て
い
た
こ
と
、

こ
れ
ら
の
諸
氏
が
自
立
的
な
地
域
秩
序
を
形
成
し
て
い
こ
う
と
す
る
志
向
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
従
っ
て
、
明
応
五
年
に
反

幕
府
勢
力
と
し
て
統
一
的
軍
事
行
動
を
と
っ
た
「
国
人
一
領
主
連
合
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
婚
姻
関
係
や
臼
常
的
交
流
関
係
を
前
提
と

し
、
地
域
的
特
質
と
杵
築
大
社
の
宗
教
的
権
威
と
を
背
景
と
し
て
緊
密
に
取
り
結
ば
れ
た
相
互
扶
助
協
約
関
係
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

明
応
五
年
四
月
二
十
三
日
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
が
塩
冶
氏
庶
流
を
宛
名
と
し
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
庶
流
諸
氏
も
塩
冶
氏
と
統
一
行
動
を
と
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⑮

つ
た
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
明
応
九
年
四
月
十
九
日
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
に
お
い
て
、
幕
府
側
が
塩
冶
貞
綱
を
朝
山

郷
代
官
と
認
め
て
い
る
事
実
は
、
反
幕
府
連
合
側
の
政
治
的
勝
利
を
端
的
に
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
守
護
権
限
が
及
ば
ず
、
し
か
も
確
固
た
る
経
済
的
基
盤
を
有
す
る
塩
冶
氏
が
、
宗
教
的
権
威
で
も
あ
る
杵
築
大
社
を
含
め
、
水
運
へ
の
関
与

と
い
う
点
で
同
様
の
性
格
を
有
す
る
周
辺
諸
領
主
と
政
治
的
結
集
を
遂
げ
た
場
合
、
出
雲
園
西
部
の
要
地
は
大
部
分
が
そ
の
傘
下
に
組
み
込
ま

れ
る
こ
と
と
な
り
、
政
治
的
・
経
済
的
・
宗
教
的
影
響
力
は
強
大
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
単
に
一
地
域
の
問
題
に

と
ど
ま
ら
な
い
、
出
雲
国
一
圏
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
勢
力
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
尼
子
氏
が
京
極
氏
の
「
守
護
権
」
や
コ
国
支
配
権
」

を
継
承
し
、
「
幕
府
一
守
護
体
制
」
に
組
み
込
ま
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
勢
力
を
「
国
並
」
に
動
員
す
る
こ
と
が
現
実
に
ど
こ
ま
で
可
能

で
あ
っ
た
の
か
、
甚
だ
疑
わ
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

①
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
谷
明
「
細
川
・
三
好
体
細
研
究
序
説
－
室
町
幕
府
の

　
解
体
過
程
一
」
（
『
史
林
』
五
穴
－
五
、
…
九
七
三
年
、
の
ち
同
氏
著
『
室
町
幕
府

　
解
体
過
程
の
研
究
』
収
載
）
な
ど
。

②
　
明
応
四
年
十
　
月
十
三
日
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
（
「
出
雲
朝
山
文
書
」
〈
島
根

　
県
立
図
書
館
架
蔵
影
写
本
〉
）
（
＊
）
。

③
「
長
享
元
年
九
月
十
二
日
常
徳
院
殿
様
江
州
御
動
座
当
時
在
陣
衆
着
到
」
（
『
続

　
群
書
類
従
』
巻
廿
九
雑
部
）
。

④
前
掲
註
②
史
料
。

⑤
　
明
芯
四
年
十
二
月
二
十
九
日
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
（
「
出
雲
朝
山
文
霧
」
）

　
（
＊
）
。

⑥
「
出
雲
朝
山
文
書
」
（
＊
）
。

⑦
　
島
根
県
立
図
書
館
架
蔵
謄
写
本
。
三
木
氏
は
、
室
町
・
戦
岡
期
を
通
じ
、
朝
山

　
郷
地
下
中
の
最
上
層
に
位
置
す
る
士
豪
の
一
人
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
書
の
宛
名

　
「
三
木
太
部
兵
衛
尉
」
は
、
討
死
し
て
い
る
「
馬
庭
平
兵
衛
尉
」
と
共
に
実
際
に

　
戦
闘
に
参
加
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

⑧
　
笠
松
宏
至
「
室
町
幕
府
訴
訟
制
度
『
意
見
』
の
考
察
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
九
－

　
四
　
一
九
五
九
年
、
の
ち
同
氏
著
『
臼
本
中
世
法
史
論
』
収
載
）
、
桑
山
浩
然
「
室

　
町
幕
府
の
権
力
構
造
1
『
奉
行
人
制
駈
を
め
ぐ
る
問
題
i
」
（
鑑
田
武
他
編
『
室
町

　
時
代
1
そ
の
社
会
と
文
化
1
』
一
九
七
六
年
）
な
ど
。
文
明
十
七
年
五
月
の
奉
公

　
衆
と
奉
行
衆
の
武
力
抗
争
は
、
そ
う
し
た
動
き
を
最
も
端
的
に
表
面
化
し
た
黙
件

　
で
あ
る
。

⑨
こ
こ
で
、
「
国
人
」
領
主
連
合
と
い
う
表
記
を
用
い
た
の
は
、
多
様
な
性
格
の

　
領
主
を
含
み
込
ん
だ
こ
の
領
主
間
結
合
の
固
有
性
に
留
意
し
、
引
用
し
た
史
料
中

　
の
文
言
を
活
か
そ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
．

⑩
井
上
寛
司
「
中
世
杵
築
大
社
々
領
支
配
の
構
造
と
特
質
」
（
『
大
社
町
史
研
究
紀

　
要
』
4
〈
一
九
八
九
年
〉
）
、
『
大
栓
町
史
　
上
巻
』
（
一
九
九
二
年
）
同
氏
執
筆
部

　
分
参
照
。

⑪
「
小
野
文
書
」
（
東
大
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
）
。

⑫
文
明
十
三
年
五
月
二
十
九
日
波
根
続
兼
誓
約
状
（
「
佐
草
文
書
」
）
。

⑬
　
　
「
千
家
文
書
」
（
＊
）
。
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⑭
　
　
「
出
雲
朝
由
文
書
」
（
＊
）
。

⑮
「
出
雲
朝
山
文
書
」
（
＊
）
。

戦圏大名尼子氏権力の形成（長谷川）

第
三
章
　
尼
子
氏
に
よ
る
塩
冶
支
配
の
展
開

　
本
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
室
町
期
塩
冶
氏
の
歴
史
的
性
格
や
周
辺
領
主
と
の
交
流
関
係
を
踏
ま
え
、
尼
子
氏
が
出
雲
一
国
へ
権
力

を
浸
透
さ
せ
て
い
く
際
に
不
可
欠
な
、
思
慮
郷
と
そ
の
周
辺
部
に
対
す
る
支
配
の
歴
史
的
展
開
過
程
（
①
塩
冶
氏
惣
領
と
し
て
興
久
を
入
部
さ
せ
、

②
国
久
に
そ
れ
を
継
承
さ
せ
、
③
や
が
て
塩
冶
郷
と
そ
の
周
辺
部
を
直
轄
領
に
組
み
込
ん
で
い
く
ま
で
の
過
程
）
を
明
ら
か
に
し
、
塩
冶
琉
掌
握
の
重
要
性

を
裏
付
け
て
い
き
た
い
。

興
久
の
塩
冶
入
部
と
そ
の
「
謀
叛
」

　
尼
子
経
久
の
三
男
彦
四
郎
興
久
に
よ
る
塩
冶
氏
の
家
督
継
承
を
確
認
で
き
る
史
料
的
初
見
は
、
永
正
十
五
（
一
五
　
八
）
年
十
二
月
一
日
塩
冶

　
　
　
　
①

興
久
寄
進
状
で
あ
り
、
塩
冶
郷
高
岡
村
の
田
地
一
町
を
日
御
崎
社
に
寄
進
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
興
久
が
何
時
ど
の
様
な
経
緯
で
塩
冶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

氏
惣
領
家
を
相
続
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
し
う
る
史
料
を
見
出
せ
な
い
。
た
だ
、
諸
系
譜
に
見
受
け
ら
れ
る
多
数
の
兄
弗
・

庶
子
の
存
在
や
、
種
々
の
合
戦
に
あ
れ
ほ
ど
饒
舌
な
軍
記
物
類
に
何
等
の
記
述
も
見
出
せ
な
い
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
相
続
が
、
塩
冶
茂
の
在

地
支
配
を
実
質
的
に
担
っ
て
い
た
塩
冶
氏
一
族
以
下
家
臣
団
と
尼
子
氏
と
の
利
害
が
、
と
り
あ
え
ず
一
致
し
て
成
立
し
た
可
能
性
を
窺
わ
せ
て

い
る
。

　
興
久
期
塩
冶
氏
の
内
部
構
成
に
つ
い
て
も
実
態
を
知
り
う
る
史
料
が
伝
存
し
な
い
が
、
い
ま
『
陰
徳
太
平
記
』
に
よ
れ
ば
、
か
な
り
多
数
の

富
久
家
臣
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
全
て
が
事
実
と
は
考
え
難
い
が
、
そ
の
内
の
「
松
枝
」
氏
は
現
出
雲
市
高
松
町
松
枝
を

本
拠
と
す
る
土
豪
、
「
浅
山
」
氏
は
朝
山
氏
の
系
譜
を
引
く
人
物
と
思
わ
れ
、
以
前
よ
り
の
塩
冶
氏
家
臣
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以

外
の
亀
井
・
米
原
・
池
田
・
岩
崎
・
宇
山
．
牛
尾
と
い
っ
た
諸
茂
は
、
い
ず
れ
も
尼
子
氏
直
臣
の
同
名
や
国
人
領
主
の
同
名
で
あ
っ
て
、
興
久
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入
部
の
際
に
付
き
従
っ
た
り
し
て
新
た
に
塩
冶
氏
配
下
へ
組
み
込
ま
れ
た
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
天
文
十
九
（
一
五
五
〇
）
年
、
安
芸
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

吉
川
氏
を
相
続
し
た
元
春
（
毛
利
元
就
次
男
）
が
、
新
荘
入
城
に
際
し
三
十
六
名
に
の
ぼ
る
毛
利
家
家
臣
を
従
え
て
い
た
事
実
を
勘
案
す
れ
ば
、

塩
冶
に
新
た
に
送
り
込
ま
れ
た
興
久
直
属
の
家
臣
が
相
妾
数
存
在
し
た
事
は
確
実
と
雷
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
算
額
間
の
利
害
の
一
致
と
い

っ
た
総
括
的
説
明
で
は
な
お
明
瞭
で
な
い
、
尼
子
氏
の
塩
冶
氏
掌
握
に
対
す
る
主
体
的
で
積
極
的
な
姿
勢
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ

が
永
正
十
五
年
以
前
と
い
う
か
な
り
早
い
段
階
で
実
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
特
に
注
目
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
も
『
陰
徳
太
平
記
』
に
よ
る
が
、
興
久
は
天
文
元
年
八
月
、
所
領
加
増
問
題
を
め
ぐ
っ
て
父
経
久
と
対
立
し
て
「
叛
乱
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
引
き
起
こ
し
、
島
根
半
島
中
央
部
「
佐
陀
」
を
中
心
に
大
規
模
な
戦
闘
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
関
係
史
料
は
限
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

が
、
年
末
詳
五
月
二
十
八
日
陶
興
房
書
状
は
、
大
内
氏
重
臣
で
あ
る
興
房
が
毛
利
氏
の
家
建
志
道
広
良
に
対
し
、
尼
子
氏
と
塩
冶
氏
の
戦
争
に

関
す
る
情
報
提
供
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
興
房
は
、
当
時
の
戦
況
に
つ
い
て
「
令
推
量
候
に
は
、
只
今
一
旦
者
塩
冶
か
た
も
可
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尼
子
経
久
）

候
ハ
ん
す
る
猛
て
、
何
と
な
く
武
略
ハ
又
富
田
凹
ま
し
候
ハ
ん
す
る
哉
」
と
述
べ
て
お
り
、
塩
冶
氏
が
か
な
り
善
戦
し
て
い
た
こ
と
を
窺
え
る
。

こ
の
史
料
は
、
陶
組
房
が
出
家
し
て
「
道
麟
」
を
名
乗
る
以
前
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
尼
子
氏
・
塩
冶
民
間
の
対
立
が
顕
在
化
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
時
期
は
享
禄
二
・
三
年
に
遡
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
天
文
二
年
の
十
一
月
十
一
日
新
見
国
経
書
状
に
「
尼
子
方
者
備
後
山
内
へ
出
陣

候
、
干
今
在
陣
候
へ
く
候
、
年
内
砲
陣
あ
る
へ
く
候
哉
」
と
あ
る
事
は
、
敗
走
し
た
興
久
を
か
く
ま
っ
た
山
内
直
通
を
尼
子
氏
が
攻
撃
し
た
際

の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
頃
に
は
戦
局
の
大
勢
が
決
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
尼
子
氏
・
鑑
冶
氏
間
の
直
接
的
対
立
は
従
来

言
わ
れ
て
き
た
以
上
に
長
期
に
わ
た
る
も
の
と
推
測
さ
れ
、
ま
た
大
内
氏
側
の
判
断
を
惑
わ
せ
る
ほ
ど
両
者
相
拮
抗
し
た
時
期
が
有
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
尼
子
氏
に
と
っ
て
い
か
に
仁
心
な
「
謀
叛
」
で
あ
っ
た
か
窺
い
知
れ
よ
う
。

　
塩
冶
氏
の
反
乱
の
背
景
・
原
因
と
し
て
は
、
ま
ず
当
該
期
中
国
地
方
に
お
け
る
政
治
的
状
況
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

尼
子
氏
権
力
を
根
底
か
ら
揺
る
が
し
か
ね
な
い
こ
の
反
乱
の
背
後
に
、
周
防
国
大
内
輪
の
策
動
が
あ
っ
た
可
能
性
が
充
分
に
想
定
で
き
る
と
い

　
　
　
　
⑧

う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
乱
の
背
景
・
原
因
と
し
て
よ
り
重
視
す
べ
き
点
は
、
塩
冶
氏
の
所
領
・
諸
権
益
が
そ
の
軍
事
力
・
軍
事
行
動
を
長
期
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戦士大名尼子氏権力の形成（長谷川）

に
わ
た
り
現
実
に
支
え
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
、
塩
冶
揺
自
体
の
歴
史
的
性
格
で
あ
り
、
決
し
て
興
久
の
個
人
的
資
質
の
問
題
の
み
に
と
ど
ま

ら
な
い
、
尼
子
氏
以
前
の
段
階
に
お
け
る
諸
矛
盾
、
守
護
と
塩
冶
氏
と
の
潜
在
的
対
抗
関
係
等
が
重
要
な
背
景
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
非
常

に
高
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
経
久
が
、
山
内
直
通
を
直
接
攻
撃
し
、
実
子
興
久
を
自
刃
に
追
い
込
む
と
こ
ろ
ま
で
徹
底
し
た
討
滅
を
断
行
し

た
理
由
も
、
こ
う
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　
尼
子
国
久
の
存
立
基
盤
と
政
治
的
位
置

　
本
節
で
は
、
興
久
の
跡
を
引
き
継
ぎ
旧
塩
冶
属
所
領
の
領
有
を
確
認
で
き
る
、
経
久
の
次
男
園
久
（
孫
四
郎
・
刑
部
少
輔
・
紀
伊
守
）
に
つ
い
て

考
察
し
、
尼
子
氏
に
よ
る
壌
冶
支
配
の
第
二
段
階
が
ど
の
よ
う
な
形
で
推
進
さ
れ
た
の
か
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
塩
冶
之
内
大
工
給
室
之
事
、
従
先
代
為
給
地
持
来
間
、
弥
々
無
相
違
可
申
付
者
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
天
文
十
薫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尼
子
）

　
　
　
　
　
　
十
一
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
久
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
溝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
神
門
次
郎
左
衛
門
殿

　
　
　
　
⑨

　
こ
の
史
料
は
、
杵
築
大
社
大
工
神
門
国
清
に
対
し
て
給
分
を
安
堵
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
久
が
「
盗
冶
之
内
」
の
権
益
を
独
自
に
安
堵
し

て
い
る
事
実
か
ら
、
塩
冶
主
管
に
国
久
領
が
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
天
文
二
十
四
（
一
五
五
五
）
年
六
月
二
十
八
日
立
原
幸
隆

　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
久
）

書
状
は
、
御
崎
社
神
領
を
含
む
「
薗
村
地
下
中
」
に
対
し
、
「
近
年
紀
州
様
♂
如
被
仰
出
候
」
く
「
諸
色
不
相
替
御
崎
江
可
致
取
沙
汰
候
扁
と

命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
天
文
二
十
三
年
十
一
月
、
国
久
以
下
「
新
宮
党
」
は
晴
久
の
粛
清
を
受
け
て
全
滅
す
る
が
、
こ
の
史
料
は
、
生
前
の
国

久
が
薗
村
を
領
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
国
久
が
こ
れ
ら
塩
冶
氏
の
経
済
的
墓
盤
を
継
承
し
た
と
す
れ
ば
、
奉
公
衆
吉
田
氏
の
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
の
本
領
吉
田
荘
（
現
安
来
市
上
告
田
町
・
下
吉
田
町
）
が
永
正
年
間
以
来
園
久
の
直
接
的
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
と
併
せ
、
強
大
な
軍
事
的
基
盤
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
珍

獲
得
で
き
た
と
考
え
ら
れ
、
天
文
末
年
か
ら
永
禄
初
年
の
も
の
と
思
わ
れ
る
二
月
九
日
小
野
政
久
書
状
で
日
御
崎
社
の
小
野
政
久
が
「
新
宮
御

威
勢
墨
黒
」
と
述
べ
、
諸
種
の
軍
記
物
に
お
い
て
「
新
宮
党
」
が
尼
子
氏
最
大
の
軍
事
力
と
評
さ
れ
た
理
由
も
、
客
観
的
で
具
体
的
な
裏
付
け
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が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
佐
草
文
書
」
の
天
文
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日
尼
子
国
久
書
状
は
、
杵
築
大
社
国
造
北
島
氏
の
上
官
本
草
民
に
宛
て
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
久
家
）

で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
文
言
に
「
埣
愚
母
大
熊
右
京
進
示
預
候
」
と
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
同
日
付
で
尼
子
晴
久
の
直
臣
多
賀
久
幸

に
宛
て
た
大
熊
久
家
書
状
（
同
上
）
は
、
晴
久
へ
の
披
露
を
依
頼
す
る
国
久
の
意
向
を
伝
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
国

久
側
近
と
思
わ
れ
る
こ
の
大
熊
右
京
進
久
家
と
い
う
人
物
が
、
そ
の
名
字
よ
り
見
て
塩
冶
氏
庶
流
大
熊
氏
一
族
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

年
未
詳
十
一
月
二
十
九
日
鳥
屋
無
二
・
同
黒
塗
連
署
書
状
（
同
上
）
に
よ
れ
ば
、
大
熊
久
家
は
藻
草
氏
の
許
に
「
祇
憶
断
し
て
い
る
が
、
佐
草
堂

が
国
造
北
島
氏
方
最
大
の
上
官
で
あ
り
北
島
氏
権
力
の
枢
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
戦
国
期
北
島
玩
の
被
官
と
し

て
大
熊
氏
の
名
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
大
津
久
家
が
佐
草
野
と
尼
子
氏
権
力
と
を
結
び
付
け
る
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
は
極

め
て
自
然
な
こ
と
と
思
わ
れ
、
国
久
が
大
熊
久
家
を
「
悼
者
」
と
し
て
捉
え
て
お
く
こ
と
は
、
塩
冶
氏
以
来
の
周
辺
領
主
（
特
に
杵
築
大
社
）
と

の
結
び
付
き
を
確
保
・
強
化
し
て
い
く
上
で
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
国
久
は
、
塩
冶
氏
の
所
領
の
中
核
部
分
と
そ
の
配
下
の
人
物
等
を
継
承
し
、
前
代
以
来
の
周
辺
領
主
と
の
関
係
に
つ
い
て

も
実
際
に
一
定
度
継
承
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
国
久
が
こ
れ
ら
諸
権
益
を
継
承
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
興
久
敗
退
以
後
天
文
十
三
年
以

前
の
ど
の
時
点
で
あ
る
か
、
史
料
的
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
『
石
山
本
願
寺
日
記
』
に
お
い
て
興
久
の
子
患
清
久
が
天
文
七

年
段
階
で
な
お
「
エ
ン
や
子
息
」
と
称
せ
ら
れ
（
同
年
十
～
月
十
八
日
条
）
、
家
督
を
継
承
し
て
い
な
い
可
能
性
を
窺
わ
せ
て
い
る
こ
と
、
尼
子
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

側
が
書
き
記
し
た
天
文
九
年
「
竹
生
島
奉
加
帳
」
に
は
「
彦
四
郎
殿
　
清
久
」
と
の
み
あ
っ
て
同
名
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、

同
奉
加
帳
に
「
塩
冶
」
の
名
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
よ
り
、
鎌
倉
期
以
来
出
雲
国
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
塊
堅
甲
惣
領
家
は
、
興
久
の

敗
死
に
よ
っ
て
断
絶
・
滅
亡
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
国
久
に
よ
る
塩
冶
氏
所
領
継
承
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
経
久
が
、
興
久
撃
退
後

の
か
な
り
早
い
段
階
で
、
国
久
を
し
て
癒
冶
疵
所
領
内
の
事
態
収
拾
に
当
た
ら
せ
た
と
考
え
る
の
が
、
最
も
自
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
尼
子
国
久
に
つ
い
て
は
、
従
来
「
新
宮
党
」
の
領
袖
と
し
て
強
大
な
軍
事
力
を
有
し
、
尼
子
氏
の
「
柱
石
」
と
評
価
し
う
る
重
要
な
役
割
を
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演
じ
て
い
た
こ
と
が
、
し
ぼ
し
ぼ
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
物
的
・
人
的
根
拠
が
塩
冶
氏
唱
領
・
諸
権
益
の
継
承
に
あ
っ
た
こ
と
は
以
上
述
べ

て
き
た
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
国
久
の
尼
子
氏
権
力
内
部
に
お
け
る
致
治
的
位
置
や
政
治
的
実
力
に
も
、
様
々
な
形
で
多
大

な
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
天
文
十
年
、
毛
利
氏
攻
撃
に
失
敗
し
安
芸
吉
田
郡
山
城
か
ら
撤
退
し
た
尼
子
氏
は
、
同
年
十

一
月
の
経
久
逝
去
と
相
侯
っ
て
、
か
っ
て
な
い
重
大
な
危
機
に
直
面
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
国
久
は
、
尼
子
氏
一
族
の
長
老
と

し
て
、
若
年
の
当
主
晴
久
を
補
弼
で
き
る
存
在
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。

　
杵
築
大
乗
国
造
千
家
直
勝
（
国
造
高
勝
に
男
子
が
無
か
っ
た
た
め
国
造
職
を
梢
蒸
し
た
高
勝
女
婿
西
直
勝
）
は
、
天
文
十
二
年
六
月
に
病
死
し
た
が
、

子
息
塩
蔵
丸
が
未
だ
十
五
才
に
満
た
な
か
っ
た
た
め
、
千
家
氏
「
親
類
・
被
官
」
と
古
志
左
京
亮
宗
信
の
合
議
に
よ
り
、
東
彦
十
郎
慶
勝
が
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

期
の
間
国
造
職
を
務
め
る
事
に
決
定
し
た
。
こ
の
件
に
関
し
国
久
は
、
六
月
二
十
六
日
、
西
塩
童
丸
に
対
し
「
御
親
父
直
勝
退
転
之
刻
、
就
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

幼
少
、
東
彦
十
郎
方
社
役
墓
詣
候
、
隠
構
以
後
貴
所
可
有
相
続
之
由
、
被
申
定
奥
旨
、
晴
久
以
一
通
申
候
」
と
の
書
状
を
遣
わ
し
て
い
る
。
晴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

久
の
「
一
通
」
と
は
、
同
日
付
尼
子
晴
久
安
堵
状
を
指
し
て
お
り
、
安
堵
状
の
よ
り
高
い
有
効
性
を
受
給
者
に
認
識
さ
せ
る
た
め
、
国
久
が
副

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

状
を
発
給
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
例
は
、
同
年
七
月
晴
久
が
日
御
崎
社
に
「
宇
三
浦
」
を
寄
進
し
た
際
に
も
見
受
け
ら
れ
、
九
月
十

　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
晴
久
）

臓
国
久
書
状
も
杵
築
大
社
末
社
の
阿
武
社
神
主
職
を
市
庭
宗
右
衛
門
尉
に
安
堵
し
た
「
民
部
少
輔
一
行
」
の
副
状
で
あ
る
。

　
尼
子
氏
権
力
を
補
強
す
る
国
久
の
機
能
は
、
こ
の
ほ
か
に
裁
判
権
の
領
域
に
も
及
ん
で
い
る
〔
表
2
・
表
3
参
照
〕
。

　
佐
木
浦
（
現
簸
川
郡
大
社
町
鷺
）
と
宇
道
浦
（
現
大
社
町
鵜
峠
）
は
、
大
社
七
浦
に
含
ま
れ
る
杵
築
大
社
領
で
あ
る
。
大
社
北
方
の
日
本
海
に
面
し

た
こ
の
両
説
間
で
山
導
相
論
が
起
こ
っ
た
の
は
天
文
十
六
年
初
頭
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
構
成
・
領
有
関
係
の
詳
綱
が
不
明
で
あ
る
た

め
、
こ
れ
が
大
名
法
廷
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
た
経
緯
は
詳
か
で
な
い
。
山
河
相
論
自
体
は
、
閏
七
月
十
一
日
と
八
月
九
日
の
二
度
に
わ
た
る
晴

久
裁
許
状
に
よ
っ
て
、
佐
木
浦
側
の
勝
訴
に
終
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
何
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
相
論
当
事
者
（
佐
木
浦
代
宮
移
音
寺
）
が

国
久
に
取
り
成
し
を
求
め
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
尼
子
民
直
臣
達
も
ま
た
度
々
国
久
に
意
向
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
塩
冶
氏
時
代
以
来
の
人
的
交
流
関
係
を
前
提
と
す
る
国
久
の
地
位
と
実
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
晴
久
と
そ
の
直
臣
達
も
、
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表2　佐木浦・宇道浦地下人オ月論（繊典はいずれも「北島文書」，文書番号はr出雲国造家文書』による）

1547（天文16）2．2

2．　16

2．20以前

2．　20

閏7．11

8．　9

i尼子氏奉行人より佐木浦代官瀞音寺へ，佐

木画道間相論についてやがて尋ねるとの晴

久の意向を伝える

尼子氏奉行人より，宇道地下人が「他串」

　した事について，「御神領事候闘，月震候て

可然」との国久の意向を伝える

浄音寺より，佐木・宇道浦の山境三論につ

いて，国久へ訴える

下網重秀より，「上より以御判形を御上意

次第可被仰付候，国久様より不可有仰騙事」

との晴久の意向を伝える

購久が，佐木上境相論の裁決（佐木勝訴）

同　上

、5、8（天文、7）。26蠣1宇遡下人、・，　V。、i、lk一入り，敷採

2．　26 尼子星芒行人より，野道地下中へ狼籍の謎

責「刑部様（国久）へも申上候ヘハ，御一

行筋椙違あるまじきのよし御意候」

2．2尼子氏奉行人連署

書状（87号）

2．16尼子三奉行人連署

書北赴　（88号）

2．20下笠重手書状（89

号）

同　上

閏7．11尼子晴久袖判奉

行人連署奉書（91号）

8．9尼子晴久袖半捧行

人連署奉書（92号）

2．26尼子氏奉行人連署

書状（90号）

同　上

　
国
造
北
島
方
上
宮
佐
姓
氏
と
同
井
田
民
が
、
「
社
役
」
を
め
ぐ
る
相

論
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
、
天
文
二
十
一
年
初
頭
の
事
で
あ
っ
た
。
相

論
自
体
は
、
晴
久
が
巴
草
氏
保
護
の
意
向
を
明
確
に
打
ち
出
し
な
が
ら

国
造
北
島
秀
孝
の
「
異
見
」
に
よ
っ
て
裁
定
さ
せ
る
と
い
う
形
で
、
佐

草
氏
勝
訴
に
終
わ
っ
て
い
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
杵
築
大
社
側
か

ら
の
上
申
が
す
べ
て
「
新
宮
」
経
由
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
晴
久
・

国
久
そ
れ
ぞ
れ
の
家
臣
が
緊
密
に
連
絡
を
と
り
あ
い
な
が
ら
事
を
処
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
相
論
に
お
け
る
国
久
は
、
杵

築
大
社
か
ら
尼
子
氏
権
力
へ
の
窓
口
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
特
に
天
文
十
年
以
降
の
尼
子
民
権
力
内
部
に
お

け
る
国
久
の
役
割
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
機
能
を
現

実
に
支
え
て
い
る
も
の
は
、
単
に
天
文
九
年
「
竹
生
島
奉
加
帳
偏
筆
頭

に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
地
位
の
高
さ
や
、
尼
子
疑
一
族
の

最
長
老
で
あ
る
点
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
国
久
が
塩
冶
氏
か
ら
継

承
し
た
塩
冶
郷
と
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
政
治
的
・
経
済
的
実
力
に

他
な
ら
な
い
。
古
志
宗
信
が
天
文
十
二
年
の
千
家
氏
家
督
問
題
に
深
く

関
わ
っ
て
い
る
事
実
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
前
代
以
来
の
両
氏
の
強
固

国
久
の
有
す
る
こ
う
し
た
私
的
な
関
係
を
活
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
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表3　北島方上官佐草・井田相論（出典はいずれも「露草文書」）

1552（天文21）2．19以前

2．　19

3．　4

9．　22

9．　25

9．　26

上官芦辺某，馳走を根拠に佐草氏より上位

につくことを求める

饒草孝清，「瓢宮」（国久）へ訴える

国久の家臣大熊久家より晴久直臣多賀久幸

に対し，晴久への取り次ぎを依頼

晴久，井田の言い分謂れ無しとの意向を，

直臣目賀田某を介して北島秀孝に低えつつ

も，北島氏が裁定するよう命令

多賀久幸，嗜久の意向を火熊久家に伝える

多賀久幸，佐草孝養に対し，これまでの経

過を通知

北島秀孝，F異見」として，行草勝訴の裁

定を下す

北島秀孝，直書で「新富」（具体的には大

熊久家）へ報岱

大熊久家，北島秀幸の報暫を国久へ上申

大熊久家，多賀久幸に対しr重重」に様体

を尋ね，晴久への披露を依頼

国久，北島秀孝に相論の解決を祝す

国久，佐草乱丁に相論の解決を祝すギ尚大

熊可二二」

晴久，多賀久幸に対し，北島氏の裁定を追

認する旨伝える様命ず

多賀久幸，佐草孝清へ北島氏の裁定を晴久

へ披露したと伝える

2。19多賀久幸書状

同　上

［司　上

裂　上

同　上

3．4多賀久幸書状

9．　22塾ミ員オ院文友・？申宮

寺周善連署書状

岡　上

9．25大熊久家書状

同　上

9．25冊子国久書状

9．25尼子国久書状

9．26尼子晴久回状

9．26多賀久幸回状

E

な
が
ら
容
易
に
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
こ
の
時

期
の
尼
子
氏
は
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
既
存
の
交
流
関
係

を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
こ
と
（
難
国
久
を
訴
訟
の
窓
口
と

す
る
こ
と
等
）
に
よ
っ
て
、
よ
り
現
実
に
適
合
す
る
、
よ

り
有
効
な
権
力
の
浸
透
を
図
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
結
び
付
き
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
件
に
関
し

国
久
の
み
な
ら
ず
嫡
子
誠
久
ま
で
が
単
独
署
判
の
安
堵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

副
状
を
発
給
し
て
い
る
こ
と
も
、
同
様
の
歴
史
的
背
景

に
裏
付
け
ら
れ
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
国
久
が
塩
冶
氏
の
諸
権
益
を
継
承
し
て
、
経
済
的
・

軍
事
的
基
盤
と
前
代
以
来
の
周
辺
諸
領
主
と
の
結
び
付

き
を
一
定
度
継
承
し
た
こ
と
に
よ
り
、
出
雲
国
支
配
の

要
と
言
う
べ
き
出
雲
国
西
部
に
強
い
政
治
的
実
力
と
影

響
力
と
を
、
現
実
に
及
ぼ
し
得
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
国
久
が
塩
冶
氏
を
称
し
て
い
な
い
こ

と
は
、
興
久
と
そ
の
直
属
家
臣
を
通
じ
、
尼
子
氏
権
力

が
こ
の
地
域
へ
よ
り
一
層
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ

せ
て
い
る
が
、
当
該
地
域
に
前
代
以
来
緊
密
に
取
り
結

ば
れ
て
来
た
様
々
な
人
的
交
流
関
係
は
、
当
然
の
こ
と
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そ
の
意
味
に
お
い
て
、
歴
史
的
に
「
守
護
権
」
の
介
入
度
が
希
薄
な
出
雲
国
西
部
へ
尼
子
氏
権
力
が
進
出
し
て
い
く
過
程
で
、
尼
子
国
久
の
果

た
し
た
役
割
は
、
極
め
て
大
き
い
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
晴
久
を
中
心
と
す
る
尼
子
氏
権
力
が
、
尼
子
氏
一
族
内
部
に
も
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
「
新
宮
党
」
の
政

治
的
・
軍
事
的
実
力
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
側
面
を
、
避
け
難
く
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
晴
久
が
佐
木
極
道
相
論
を
め
ぐ
る
国

久
の
裁
許
権
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
二
月
二
十
日
下
笠
重
秀
書
状
〔
表
2
参
照
〕
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
晴
久
は
、
国
久
を
自
ら
の
権
力

の
一
分
肢
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
お
り
、
国
久
独
自
に
裁
量
権
を
及
ぼ
せ
る
領
域
を
極
力
限
定
し
、
支
配
機
構
内
部
に
組
み
込
も
う
と

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
既
存
の
交
流
関
係
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
よ
う
と
す
る
尼
子
氏
の
志
向
性
を
裏
付
け
る
と
共
に
、

逆
に
、
晴
久
が
あ
え
て
相
論
当
事
者
に
断
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
国
久
の
政
治
的
実
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
国
久
の
稲
矛
盾
す
る
二
側
面
（
1
1
尼
子
属
が
出
雲
国
支
配
を
よ
り
有
効
に
展
開
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
存
在
と
い
う
側
面
と
、
晴
久
の
権
力

を
制
約
す
る
存
在
と
し
て
の
側
面
）
を
踏
ま
え
、
晴
久
が
、
自
ら
を
中
心
と
す
る
尼
子
氏
権
力
強
化
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
す
べ
き
か
判

断
し
導
き
出
し
た
最
終
的
決
断
こ
そ
が
、
天
文
二
十
三
年
十
一
月
の
「
新
宮
党
」
討
滅
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
　
尼
子
氏
に
よ
る
直
接
的
支
配

　
塩
冶
郷
倉
の
塩
冶
氏
旧
領
に
つ
い
て
、
尼
子
氏
に
よ
る
直
接
的
支
配
を
確
認
で
き
る
の
は
、
「
薗
村
百
貫
地
」
を
御
崎
社
に
寄
進
し
た
天
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
十
四
年
二
月
二
十
八
日
尼
子
晴
久
寄
進
状
が
最
初
で
あ
り
、
前
節
で
も
取
り
上
げ
た
天
文
二
十
四
年
六
月
二
十
八
日
立
原
幸
隆
書
状
は
、
晴

久
直
臣
団
の
中
椎
に
位
置
す
る
立
原
幸
隆
が
薗
村
の
代
官
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
安
四
（
一
四
四
七
）
年
の
塩
冶
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

清
に
よ
る
補
任
以
降
明
ら
か
で
な
い
「
薗
妙
見
社
神
主
職
」
補
任
権
に
つ
い
て
も
、
永
禄
二
（
一
五
五
九
）
年
に
至
り
、
晴
久
が
掌
握
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
天
文
二
十
四
年
八
月
十
四
日
佐
世
清
本
・
立
原
幸
隆
連
署
書
状
は
、
神
東
村
の
神
門
寺
に
尼
子
氏
が
直
接
寺
領

を
安
堵
し
た
初
見
で
あ
り
、
弘
治
三
（
…
五
五
七
）
年
八
月
十
五
臼
の
尼
子
晴
久
袖
判
奉
行
人
連
署
奉
書
か
ら
は
、
高
岡
村
八
幡
宮
神
主
職
も
晴
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久
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
天
文
二
十
三
（
一
五
五
四
）
年
十
一
月
一
日
、
国
久
以
下
「
新
密
党
」
は
晴
久
の
粛
清
を
受
け
て
全
滅
し
た
が
、
尼
子
氏
当
主
に
よ
る
塩
冶
郷

内
の
直
接
的
支
配
を
確
認
で
き
る
の
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
事
件
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
生
前
の
国
久
に
よ
る
塩
冶
郷
内
領
有
を
あ
ら
た
め
て
裏

付
け
て
い
る
。
か
つ
て
塩
冶
氏
が
代
官
職
を
有
し
て
い
た
朝
山
郷
は
、
か
な
り
早
い
段
階
で
、
大
部
分
が
尼
子
氏
の
直
接
的
支
配
下
に
組
み
込

ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
例
え
ば
経
久
は
、
同
郷
内
の
稗
原
三
ヶ
村
を
「
此
在
所
公
方
御
領
所
候
、
別
儀
申
付
事
候
」
と
し
て
三
沢
紀
伊
守
に

宛
行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
既
存
の
領
有
関
係
を
改
編
し
幕
府
の
経
済
的
基
盤
を
解
体
し
て
い
っ
た
尼
子
民
の
志
向
性
を
窺
わ
せ
る
事
実

と
し
て
非
常
に
興
味
深
い
が
、
尼
子
氏
に
よ
る
塩
冶
氏
の
掌
握
・
討
滅
は
、
そ
れ
が
現
実
に
可
能
と
な
っ
た
背
景
と
し
て
も
、
極
め
て
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
後
の
尼
子
氏
に
よ
る
朝
山
郷
支
配
に
つ
い
て
は
、
晴
久
代
に
入
っ
て
か
ら
直
臣
団
の
重
鎮
中
井
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

家
が
同
郷
の
内
の
「
東
分
一
円
御
代
官
職
」
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
従
っ
て
、
国
久
討
滅
後
そ
の
所
領
を
掌
握
し
た
尼
子
氏
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

旧
塊
冶
氏
の
所
領
・
諸
権
益
を
全
て
継
承
し
、
直
轄
領
や
直
臣
団
の
給
地
、
或
い
は
尼
子
氏
が
寄
進
・
安
堵
し
た
寺
社
領
な
ど
と
し
て
、
そ
の

広
大
な
領
域
を
直
接
的
支
配
下
に
組
み
込
ん
だ
と
考
え
て
よ
い
。

　
す
な
わ
ち
「
新
宮
党
」
の
討
滅
と
は
、
尼
子
氏
が
自
ら
の
権
力
強
化
を
直
臣
団
の
充
実
・
拡
大
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
こ
う
と
す
る
志
向
性

を
鮮
明
に
し
、
直
臣
層
の
収
取
権
を
含
め
た
直
接
的
な
経
済
的
基
盤
の
強
化
を
企
図
し
、
出
雲
国
西
部
に
お
け
る
尼
子
氏
権
力
の
浸
透
を
、
国

久
を
介
す
る
方
式
と
は
別
の
方
向
で
、
さ
ら
に
推
進
さ
せ
て
い
け
る
目
途
が
立
っ
た
こ
と
を
重
要
な
背
景
と
し
て
、
断
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
以
上
の
よ
う
な
尼
子
瓜
に
よ
る
塩
冶
郷
・
朝
山
郷
の
直
接
的
支
配
は
、
永
禄
五
（
一
五
六
二
）
年
以
降
、
出
雲
国
へ
侵
攻
し
た
毛
利
氏

に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

①
　
「
鐸
御
碕
神
社
文
書
」
（
寧
）
。

②
　
永
正
十
五
年
以
前
に
お
け
る
塩
冶
氏
惣
領
の
終
見
は
、
明
応
九
年
四
月
十
九
碍

幕
府
奉
行
人
連
署
牽
書
（
「
出
雲
朝
山
文
欝
」
）
（
＊
）
の
「
塩
冶
三
河
守
」
で
あ
る
。

諸
系
譜
に
は
興
久
の
相
続
に
関
す
る
記
載
が
全
く
見
ら
れ
ず
、
貞
綱
の
孫
に
当
た
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る
人
物
（
「
貞
慶
」
あ
る
い
は
「
興
慶
」
）
が
、
享
禄
四
年
ま
で
惣
領
と
し
て
記
さ

　
れ
て
い
る
の
で
、
今
の
と
こ
ろ
手
が
か
り
は
皆
無
で
あ
る
。

③
「
吉
川
家
譜
」
（
瀬
川
秀
雄
著
『
吉
上
元
春
』
全
九
四
困
年
〉
五
〇
頁
）
。

④
　
現
松
江
市
上
佐
陀
際
・
下
陰
陀
町
・
浜
佐
田
町
・
西
浜
佐
田
町
と
八
束
郡
鹿
島

　
王
佐
陀
宮
内
佐
陀
本
郷
・
講
武
に
か
け
て
の
一
帯
。
こ
の
地
域
と
塩
冶
氏
が
歴
史

　
的
に
深
い
関
わ
り
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
末
期
に
「
生
馬
郷
」

　
（
現
松
江
市
東
生
馬
町
・
西
生
馬
町
一
帯
）
を
領
し
て
い
た
こ
と
〔
表
1
参
照
〕
、

　
享
禄
　
二
年
四
月
五
日
塩
冶
翼
久
安
堵
状
（
「
成
相
寺
文
譜
」
〈
島
根
県
白
図
轡
八
潮

　
蔵
影
写
本
〉
）
（
＊
）
で
、
興
久
が
佐
陀
神
社
神
宮
寺
成
相
寺
（
現
松
江
市
荘
成
町
）

　
の
住
持
に
安
堵
状
を
遣
わ
し
て
い
る
こ
と
よ
り
明
ら
か
で
あ
り
、
塩
冶
氏
が
宍
道

　
湖
水
運
に
関
わ
っ
て
い
く
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑤
　
　
『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
十
六
　
憲
道
太
郎
右
衛
門
。

⑥
秋
山
伸
隆
「
大
永
・
享
禄
年
間
の
尼
子
既
と
毛
利
氏
」
（
藤
岡
大
拙
編
『
尼
子
氏
．

　
の
総
合
的
研
究
　
そ
の
響
く
一
九
九
一
一
年
V
）
。

⑦
「
東
寺
百
合
文
書
や
函
ニ
ニ
九
」
（
『
岡
山
県
史
家
わ
け
史
料
』
二
三
九
号
）
。

⑧
　
確
実
な
史
料
的
裏
付
け
は
な
い
が
、
尼
子
経
久
の
子
息
に
つ
い
て
は
、
次
男
国

　
久
は
細
川
高
国
の
、
三
男
興
久
は
大
内
義
興
の
偏
譲
を
受
け
た
実
名
で
は
な
い
か

　
と
推
察
す
る
。
軍
記
物
に
よ
れ
ば
、
永
正
五
年
目
大
内
義
興
が
足
利
玉
植
を
擁
し

　
て
上
洛
し
、
細
川
高
国
と
共
に
連
合
政
権
を
形
成
し
た
際
、
尼
子
氏
は
当
初
そ
れ

　
に
随
従
し
、
の
ち
に
帰
国
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
細
か
い
蜘
実
関
係
は
と
も
か
く
、

　
尼
子
経
久
が
子
息
に
細
川
・
大
内
両
氏
の
偏
諜
を
受
け
さ
せ
、
両
氏
と
の
結
び
付

　
き
を
強
め
よ
う
と
し
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
仮
に

　
そ
れ
が
妥
当
す
る
と
す
れ
ば
、
大
内
氏
に
と
っ
て
尼
子
氏
権
力
を
内
部
か
ら
崩
し

　
て
い
く
足
掛
り
と
し
て
、
興
久
の
存
在
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と

　
言
え
る
。
本
文
中
で
取
り
上
げ
た
年
未
詳
五
月
二
十
八
日
の
書
状
に
お
い
て
陶
興

　
房
が
、
尼
子
氏
と
塩
冶
氏
が
「
両
方
共
二
は
て
候
ヘ
ハ
無
上
に
て
候
」
と
述
べ
た

　
こ
と
は
、
当
時
の
大
内
馬
の
極
め
て
率
直
な
所
感
を
吐
露
し
た
も
の
で
あ
り
、
尼

　
子
氏
領
圏
内
を
撹
辛
し
よ
う
と
す
る
主
体
的
な
意
図
が
大
内
氏
に
あ
っ
た
と
し
て

　
も
、
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
享
禄
四
年
八
月
六
日
三
沢
為
国
宛
行

　
状
（
「
紅
紫
誰
」
〈
横
田
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
所
蔵
写
真
版
〉
）
な
ど
か

　
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
享
禄
四
年
に
董
二
型
と
尼
子
氏
の
戦
闘
が
あ
っ
た
こ
と
、

　
『
陰
徳
太
平
上
瞼
に
記
さ
れ
た
天
文
元
年
の
隠
岐
国
の
「
都
万
宗
林
」
ら
に
よ
る

　
反
乱
な
ど
は
、
難
治
氏
の
反
乱
に
連
動
す
る
動
き
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
れ

　
ら
の
背
後
に
大
内
疵
の
策
動
が
全
く
無
か
っ
た
と
考
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。

⑨
　
「
神
門
文
書
」
（
東
大
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
「
出
雲
大
社
諸
赴
家
所
蔵
古
文

　
欝
写
」
所
収
）

⑩
「
日
御
碕
神
社
文
書
」
（
＊
）
。

⑪
「
千
家
文
書
」
の
「
永
正
年
中
大
社
御
遷
宮
覚
次
第
」
（
＊
）
の
中
の
永
正
七
年

　
の
記
事
に
「
尼
子
殿
御
子
息
吉
田
の
孫
四
郎
殿
」
と
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
「
雲
陽

　
誌
」
（
『
大
日
本
地
誌
大
系
四
一
一
雲
表
誌
』
一
九
七
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
天
文
六

　
年
の
下
吉
照
村
八
幡
宮
造
営
棟
札
に
「
地
頭
佐
欧
木
刑
部
少
輔
源
国
久
」
の
名
が

　
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

⑫
「
小
野
文
書
」
（
島
根
県
立
図
書
館
架
蔵
影
写
本
）
（
＊
）
。

⑬
「
宝
厳
寺
文
書
」
（
島
根
県
立
図
書
館
架
蔵
謄
写
本
）
。

⑭
天
文
十
二
年
六
月
二
十
八
日
尼
子
晴
久
書
状
（
「
千
家
文
書
」
）
。

⑮
天
文
十
二
年
六
月
二
十
六
日
尼
子
国
久
書
状
写
（
千
家
家
所
蔵
「
千
家
所
蔵
古

　
文
書
写
」
）
。

⑯
　
天
文
十
二
年
六
月
二
十
六
日
尼
子
曜
久
安
堵
状
写
（
千
家
家
所
蔵
「
千
家
所
蔵

　
古
文
書
写
」
）
。

⑰
　
天
文
十
二
年
七
月
十
五
日
尼
子
国
久
書
状
（
「
臼
挿
管
神
社
文
書
」
）
（
承
）
は
、

　
七
月
四
日
尼
子
晴
久
寄
進
状
（
同
上
）
（
＊
）
と
七
月
五
日
尼
子
画
報
行
人
連
暑
書

　
状
（
同
上
）
（
＊
）
を
受
け
て
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑱
「
下
草
文
書
」
。

⑲
天
文
十
二
年
六
月
二
十
七
日
尼
子
誠
久
書
状
写
（
千
家
家
所
蔵
「
千
家
所
蔵
古
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文
書
写
」
）
。

⑳
　
　
「
日
御
碕
神
社
文
書
」
（
＊
）
。

⑳
　
　
「
日
御
確
神
社
文
書
」
（
＊
）
。

＠
　
文
安
四
［
年
山
ハ
月
三
日
旧
懐
冶
宵
嗣
撫
偲
晶
出
判
補
レ
文
士
（
「
畑
榮
文
段
」
〈
島
根
県
立
四
凶
鍛
璃
館

　
架
蔵
影
写
本
〉
）
。

＠
　
永
禄
二
年
正
月
十
九
縫
尼
子
晴
久
安
堵
状
（
「
秦
文
書
」
）
。

⑭
　
　
「
神
門
寺
文
書
」
。

⑳
　
　
「
永
賑
文
書
」
。

⑳
　
十
一
月
四
日
付
の
三
沢
紀
伊
守
宛
尼
子
経
久
書
状
写
（
「
三
刀
屋
文
書
」
〈
前
掲

　
『
　
二
刀
屋
号
と
そ
の
城
跡
』
所
収
V
）
と
同
日
付
の
亀
井
秀
麗
宛
尼
子
経
久
書
状
写

　
（
同
上
）
。
尼
子
氏
重
臣
亀
井
秀
綱
の
活
動
を
確
認
で
き
る
の
は
、
「
金
厳
山
岩
屋

　
寺
快
圓
日
記
」
の
大
永
七
（
一
五
二
七
）
年
の
記
事
が
最
後
で
あ
る
の
で
、
少
な

　
く
と
も
塩
冶
氏
減
亡
以
前
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

⑳
　
元
亀
一
…
年
　
二
月
十
一
日
尼
子
勝
久
袖
判
奉
行
人
連
署
奉
書
（
「
鴻
池
文
需
」
〈
島

　
根
県
立
図
書
館
架
蔵
影
写
本
〉
）
（
＊
）
。

愚
　
こ
こ
で
雷
う
直
臣
団
と
は
、
天
文
九
年
「
竹
生
島
奉
温
石
」
の
「
富
田
衆
」
や
、

　
天
文
十
年
以
降
急
増
す
る
奉
書
署
判
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
当
主
直
属
の
家
臣
を

　
指
し
て
い
る
。

⑲
　
岸
団
裕
之
氏
が
「
国
人
領
主
の
財
政
と
流
通
支
配
…
戦
国
時
代
の
雲
芸
攻
防
に

　
お
け
る
山
間
地
域
領
主
麟
の
性
格
1
」
『
芸
備
地
方
史
研
究
』
一
五
七
、
　
一
九
八

　
穴
年
〉
）
に
お
い
て
注
目
さ
れ
た
「
塩
冶
・
朝
山
司
」
石
橋
氏
は
、
代
官
小
田
就
宗

　
と
共
に
、
毛
利
氏
に
よ
る
直
轄
支
配
の
担
い
手
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
機
能
を

　
果
た
す
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

戦国大名尼子氏権力の形成（長谷川）

　
以
上
三
章
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
き
た
こ
と
を
通
じ
、
尼
子
氏
が
塩
冶
氏
を
捉
え
た
歴
史
的
背
景
と
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言

え
る
も
の
と
思
う
。

　
蜜
町
期
塩
冶
氏
の
最
大
の
特
質
は
、
斐
伊
川
・
神
戸
川
水
運
を
中
心
と
す
る
水
運
へ
の
関
与
と
そ
の
掌
握
、
及
び
そ
れ
を
介
し
た
鉄
の
獲
得

を
通
じ
、
肥
沃
な
農
耕
地
を
も
含
ん
だ
莫
大
な
経
済
的
基
盤
を
、
在
地
に
お
い
て
確
保
し
て
い
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、
基
本
的
に
は

守
護
権
限
の
介
入
を
許
さ
な
い
奉
公
衆
と
し
て
、
ま
た
以
上
の
点
を
重
要
な
背
景
と
し
て
緊
密
に
取
り
結
ぼ
れ
た
周
辺
領
主
と
の
諸
関
係
を
通

じ
、
塩
冶
氏
が
出
雲
国
に
お
い
て
独
自
な
位
置
を
占
め
て
い
た
可
能
性
は
、
極
め
て
高
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
室
町
期
塩
冶
属
の
歴
史
的

性
格
に
大
き
く
規
定
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
最
も
具
体
的
な
形
で
表
出
し
た
現
象
こ
そ
が
、
十
五
世
紀
末
、
杵
築
大
社
・
古
志
無
を
は
じ
め
と
す

る
周
辺
諸
領
主
と
共
に
反
幕
府
勢
力
と
し
て
結
集
し
た
「
国
人
」
領
主
連
合
の
形
成
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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尼
子
経
久
が
守
護
京
極
疵
の
権
益
・
権
限
を
事
実
上
継
承
し
た
の
は
永
正
五
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
仮
に

経
久
が
京
極
氏
の
「
守
護
権
」
を
継
承
し
た
と
し
て
も
、
出
雲
国
に
お
い
て
そ
れ
を
現
実
に
行
使
で
き
る
領
域
は
、
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
と

言
え
る
。
特
に
、
塩
冶
氏
が
出
雲
国
最
大
級
の
経
済
的
要
地
で
あ
る
塩
冶
郷
と
そ
の
周
辺
部
を
ほ
と
ん
ど
掌
握
し
て
い
た
こ
と
は
、
同
氏
の
奉

公
衆
と
し
て
の
地
位
を
現
実
に
支
え
る
経
済
的
実
力
の
大
き
さ
を
示
す
と
共
に
、
そ
れ
ら
は
何
よ
り
も
出
雲
国
内
に
お
け
る
同
氏
の
政
治
的
実

力
と
影
響
力
の
大
き
さ
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
壌
冶
氏
と
尼
子
氏
と
は
、
出
雲
国
内
に
お
い
て
立
場
を
異
に
し
つ
つ
並
存
・

競
合
し
で
い
た
の
で
あ
り
、
尼
子
氏
が
そ
の
よ
う
な
塩
冶
氏
を
掌
握
し
た
こ
と
は
、
塩
冶
氏
の
有
す
る
経
済
的
実
力
と
政
治
的
実
力
・
影
響
力

と
を
、
二
つ
な
が
ら
に
自
ら
の
下
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
で
も
、
鎌
倉
期
以
来
塩
冶
民
と
緊
密
な
関
係
を
有
し
、

国
内
最
大
の
宗
教
的
権
威
で
も
あ
る
杵
築
大
社
は
、
尼
子
琉
が
「
一
国
公
権
」
を
掌
握
し
て
出
雲
国
支
配
を
推
進
し
て
い
く
上
で
、
是
非
と
も

掌
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
塩
冶
氏
掌
握
は
そ
の
た
め
の
極
め
て
大
き
な
足
掛
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
塩
冶
民
自
体
に
宍
道
湖
・
中
海
水
運
へ
積
極
的
に
関
与
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
中
海
・
美
保
関
を
基
盤
に

勢
力
の
拡
大
を
図
る
尼
子
氏
に
と
っ
て
、
極
意
と
な
る
可
能
性
の
高
い
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
斐
伊
川
上
流
部
に
基
盤
を
有

し
、
守
護
京
極
疵
か
ら
自
立
的
な
動
向
を
示
す
出
雲
国
最
大
の
国
人
領
主
三
沢
疵
は
、
十
五
世
紀
末
に
か
け
て
出
雲
平
野
へ
も
積
極
的
に
進
出

し
て
お
り
、
同
地
域
を
支
配
下
に
組
み
込
ん
で
お
く
こ
と
は
、
尼
子
氏
が
出
雲
国
を
一
国
規
模
で
支
配
す
る
た
め
の
、
必
要
不
可
欠
な
道
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
①

つ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
尼
子
氏
が
逸
早
く
興
久
に
塩
冶
氏
を
継
が
せ
、
塩
冶
琉
自
体
の
歴
史
的
性
格
を
逆
に
有
効
に
利
用
す
る
形
で
掌
握
し
、

や
が
て
は
そ
の
経
済
的
基
盤
を
ほ
と
ん
ど
自
ら
の
下
に
直
接
組
み
込
ん
で
い
っ
た
歴
史
的
必
然
性
は
、
以
上
の
よ
う
な
様
々
な
側
面
か
ら
多
面

的
に
説
明
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
尼
子
氏
に
よ
る
塩
冶
氏
掌
握
・
討
滅
の
歴
史
的
意
義
の
大
き
さ
を
明
確
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

尼
子
玩
が
、
そ
の
滅
亡
に
至
る
ま
で
の
全
時
期
を
通
じ
、
各
段
階
に
お
け
る
最
も
有
効
な
手
段
と
細
心
の
配
慮
を
も
っ
て
、
塩
冶
郷
と
そ
の
周

辺
地
域
に
対
す
る
権
力
の
浸
透
を
企
図
し
続
け
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
以
上
の
こ
と
を
明
確
に
裏
付
け
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

大
名
権
力
の
形
成
を
ど
の
時
点
に
求
め
る
か
は
、
な
お
多
角
的
で
慎
重
な
分
析
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
尼
子
氏
の
実
態
と
し
て
の
権
力
が
、
出
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雲
国
東
部
の
地
域
的
な
も
の
か
ら
出
雲
一
国
へ
及
ぼ
さ
れ
、
他
国
へ
の
侵
略
が
可
能
と
な
っ
て
い
く
過
程
に
お
け
る
最
大
の
画
期
は
、
如
上
の

結
論
よ
り
見
て
塩
冶
氏
掌
握
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
も
っ
て
大
名
尼
子
氏
権
力
形
成
の
指
標
と
捉
え
た
い
。

　
以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
尼
子
氏
が
窟
極
氏
か
ら
継
承
し
な
か
っ
た
側
面
に
つ
い
て
そ
の
一
端
を
追
究
し
、
そ
れ
が
尼
子
氏
権
力
に
よ
る

呂
当
国
支
配
推
進
過
程
に
お
い
て
、
君
過
し
得
な
い
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
尼
子
氏
が
京
極
氏
か

ら
継
承
し
た
「
守
護
権
偏
の
重
要
性
を
少
し
も
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
何
よ
り
も
尼
子
幾
権
力
の
性
格
を
「
戦
国
期
の
守
護
権
力
」
と

規
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
然
性
が
乏
し
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

　
今
岡
氏
の
論
考
に
お
け
る
最
大
の
問
題
点
は
、
視
角
が
、
幕
府
と
尼
子
氏
の
側
の
論
理
・
認
識
と
し
て
の
「
守
護
職
」
の
み
に
偏
り
す
ぎ
て

い
る
点
に
あ
る
。
従
っ
て
、
大
名
領
国
内
払
に
お
け
る
独
自
な
動
き
は
、
本
質
か
ら
外
れ
る
も
の
と
し
て
捨
象
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
権
力
が
自
ら
の
正
統
性
を
他
老
の
権
威
に
よ
っ
て
裏
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
は
歴
史
上
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、

幕
府
権
力
の
一
分
肢
と
し
て
の
「
守
護
権
限
」
や
、
中
世
後
期
を
通
じ
進
展
・
拡
大
さ
れ
て
き
た
部
分
に
お
け
る
「
守
護
一
国
公
権
」
な
ど
に

つ
い
て
、
現
実
に
意
味
を
持
つ
側
面
が
多
々
存
在
し
た
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
大
の
問
題
は
、
そ
れ
ら
と
実
態
と

し
て
の
「
権
力
」
（
蹉
自
ら
の
軍
事
的
・
経
済
的
・
政
治
的
第
刀
に
裏
付
け
ら
れ
た
強
制
力
を
巽
際
に
及
ぼ
し
う
る
可
能
性
の
領
域
）
と
が
ど
の
様
に
関
わ

り
合
っ
て
い
た
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
権
力
全
体
の
中
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
位
麗
づ
け
こ
そ
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
松
浦
義
則
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
国
取
」
奉
公
の
原
理
も
、
第
一
義
的
に
は
軍

役
を
強
欄
す
る
側
（
守
護
）
の
論
理
と
捉
え
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
、
現
実
に
そ
れ
が
機
能
す
る
か
ど
う
か
は
別
間
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
尼
子
氏
が
守
護
と
し
て
の
職
務
を
務
め
て
い
る
い
く
つ
か
の
事
実
も
、
そ
れ
が
尼
子
民
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
現
実
に
可
能

で
あ
る
か
ら
行
わ
れ
た
側
面
を
不
可
避
的
に
有
し
て
お
り
、
そ
れ
の
み
で
は
「
守
護
権
限
偏
が
尼
子
氏
権
力
の
中
の
何
処
に
如
何
な
る
形
で
位

置
し
て
い
た
の
か
、
明
ら
か
に
で
き
る
素
材
と
は
な
り
得
な
い
。

　
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
支
配
階
級
内
部
に
お
け
る
既
存
の
秩
序
に
支
え
ら
れ
た
「
権
威
」
や
上
位
権
力
の
一
分
肢
と
し
て
の
「
権
限
」
と
、
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経
済
的
軍
事
的
実
力
や
独
自
の
論
理
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
自
ら
の
「
権
威
」
「
権
力
」
と
の
両
者
は
、
密
接
不
可
分
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

大
名
・
領
主
権
力
の
存
立
に
は
共
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
ど
ち
ら
か
を
単
に
強
調
す
る
だ
け
で

は
、
権
力
の
本
質
を
何
故
そ
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
根
拠
が
不
分
明
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
大
切
な
こ
と
は
、
守
護
権
の

有
無
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
現
実
に
意
味
を
持
つ
強
制
力
と
し
て
発
動
さ
れ
る
裏
付
け
が
、
何
処
に
求
め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
尼
子
氏
権
力
と
京
極
瓜
権
力
の
質
的
段
階
差
を
全
面
的
に
検
討
し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
戦
国
大
名
尼
子
氏
の
基
本
的

性
格
自
体
に
つ
い
て
、
な
お
明
ら
か
に
し
得
て
は
い
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
前
近
代
に
普
遍
的
に
見
受
け
ら
れ
、
多
く
の
場
合
根
強
く

残
存
す
る
性
格
を
有
す
る
支
配
階
級
内
部
の
秩
序
や
、
体
制
的
な
外
皮
と
言
う
べ
き
国
制
上
の
枠
組
み
を
、
何
よ
り
も
重
視
す
る
「
戦
国
期
守

護
」
論
と
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
、
当
該
期
最
大
の
画
期
を
十
六
世
紀
中
葉
（
「
戦
国
期
守
護
」
尼
子
氏
の
滅
亡
一
「
戦
国
大
名
」
毛
利
氏
の
登
場
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

求
め
よ
う
と
す
る
当
該
地
域
史
研
究
に
は
、
な
お
具
体
的
で
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

①
　
以
上
の
点
を
含
め
、
本
稿
は
、
拙
稿
「
戦
国
期
出
雲
図
に
お
け
る
大
名
領
国
の

　
形
成
過
程
」
（
『
史
学
研
究
隔
二
〇
一
掲
載
予
定
）
、
嗣
「
出
雲
国
三
沢
氏
の
権
力

　
編
成
と
そ
の
基
盤
」
（
『
山
陰
史
談
』
二
六
）
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
、
参

　
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

②
　
松
浦
義
翔
「
戦
国
大
名
の
領
主
履
掌
握
に
つ
い
て
一
出
雲
尼
子
氏
を
例
と
し
て

　
一
」
（
『
福
井
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
田
社
会
料
学
…
二
〇
、
…
九
八
「
年
）
。

③
前
掲
は
じ
め
に
註
②
今
陶
氏
第
一
論
文
二
七
頁
、
『
大
社
町
史
上
巻
』
六
六

　
八
頁
参
照
。

〔
付
記
〕
　
史
料
の
閲
覧
に
際
し
、
島
根
県
立
図
書
館
、
単
記
大
学
史
料
編
纂
所
、
京

　
都
大
学
文
学
都
博
物
館
、
山
口
県
文
書
鯨
、
横
田
町
コ
、
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ソ
タ
ー

　
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
本
稿
の
大
要
は
、
　
九
九
一
年
度
中
世
史
サ
マ
ー
セ
、
ミ
ナ

　
一
（
於
佐
渡
島
）
の
口
頭
報
告
を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
参
加
者
の
多
く

　
の
方
々
か
ら
有
益
な
御
意
見
・
御
助
言
を
賜
わ
っ
た
。
ま
た
、
原
稿
作
成
に
際
し

　
て
岸
顕
裕
之
先
生
よ
り
懇
切
・
丁
寧
な
御
指
滋
を
賜
わ
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、

　
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
瓜
島
大
学
大
学
院
生
　
広
島
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　　　The．耳ormatiop、Qf　the　Power　Qf：．the

　　　Sengoku　Daimy6　Amago尼子Family

The　Control　and　Destructi6n　of　the　Enya塩冶Family

by

HAsEGAwA　Hiroshi

　　The　main　purpose　of　this　paper　is　to　make　clear　how　important　it　was

for　the　Amago　to　eiiminate　their　rivals　within　Izumo出雲provi且ce，　the

Enya，　on　their　way　to　becoming　daimyb．

　　Concerning　the　historicai　characteristics　of’　the　Eitya　in　the　Muro－

machi　period　we　can　indicate　three　main　points：

　　First，　the　Enya　were　the　most　powerful　in　the　western　part　of　lzumo．

Their　position　was　based　on　the　financial　strength　derived　from　the　area

under　their　rule，　which　was　iocated　at　a　strategic　location　for　river　trans－

portation　in　lzumo．

　　Second，　because　the　Enya　were　members　of　the　h6k6shtt奉公衆，　the

direct　army　of　the　sh6gun，　they　were　thus　independent　of　the　authority

of　the　shugo　of　the　province，　the　Ky6goku京極family．　So　even　after

the　Amago　succeeded　to　the　estate　and　the　authority　of　the　Kyagoku，　they

were　unable　to　thereby　controi　the　Enya．

　　Third，　at　the　close　of　the　fifteenth　cen　tury，　the　Enya　were　allied　with

other　adjacent　lords　（1〈okujin）　against　the　Muromachi　shogunate．　This

military　alliance　was　a　great　force　within　the　province　and　aimed　at　esta－

blishing　an　independent　local　order’

　　Thus　the　most　important　problem　facing　the　Amago　at　the　close　of　the

fifeeenth　century　was　how　to　eliminate　the　Enya　and　bring　the　entire

province　of　lzumo　under　tkeir　control．　The　process　was　begun　early　in

the　sixteenth　century　when　Amago　Tsunehisa尼子経久made　his　son

Okihisa興久the　heir　to　the　Enya，　and　compieted　in　the　1530s　when　the

Enya　were　wiped　out　by　military　force．　The　Amago　succeeded　to　the

Enya　power　base　iR　western　lzumo　and　to　their　conneceion　with　the

neighboring　kokujin．　This　was　the　crucial　step　in　bringing　the　entire

province　of　lzumo　uncler　Amago　control．

（483）




