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鎌

倉

時

代

の

土

地

制

度

(
三
)

三

浦

周

行

●

曽

、

五

黄

家

領

武
家
警

は
幕
府

の
管
轄
に
係

る
土
地
を
指
す

の
で
あ
る
。
竿
氏
に
打
勝

っ
て
か
ら
、
後
白
河
法
皇
よ
り
李
氏
.

の
所
領
全
都
を
李
氏
寝
宿
傾
注
交

に
載
せ
て
こ
れ
を
賜
は

っ
穴
蝦
朝
は
、
比
企
國
に
五

つ
だ
莫
大
の
土
地
を
始

め

こ
し
て
新
嘗

一
切
の
管
轄
地
に
地
頭
を
任
命

(定
袖
)
し
、
地
頭
の
定
ら
隙
間
は
姑
く
沙
汰
人
発
置

い
穴
。

(
五
口翼

鏡
元
暦
二
年
七
月
士

百

僚
)
文
治
元
年
+
二
月
六
日
附
で
頼
朝

よ
b
兼
實
に
逡

つ
だ
書
歌
に
(前
懸

「
依
・
爲
・

没
官
之
所

嚇
任
二
先
例
一可
レ置
二沙
汰
人
職
一之
由
錐
二
令
レ
存
候
一」
云
々
ぜ
い
っ
て
居

る
の
は

こ
れ
を
讃
す
る
。
斯

C
て
頼
朝
は
其
管
轄

に
属
す

る
土
地
を
以
て
部
下
の
御
家
人
其
他
の
功
勢
あ
る
も
の
に
支
給
し
、
又
は
紳
耐
寺
院

に
寄
附

し
た
。
中
に
は
特

に
課
役
(萬
雑
事
)
を
冤
除
し
た
ε
こ
ろ
も
あ
り
、
叉
国
衙
使
不
入
の
特
典
を

さ

へ
賦
興

し
セ
ε
こ
ろ
も
あ
る
。
澁
谷
高
重
の
勇
敢
を
賞
し
て
其
上
野
國
黒
河
郷

に
国
衙
使
の
入
部
を
止

め
て
別
納
こ
し
陀

る
が
如

き
は
共

】
例
で
あ
る
。
(
吾
妻
鏡
元
暦
元
年
七
月
十
六
日
條
)
而
し
て
も

ε
よ
り
其
私
領
亡
し
て
所
領
を
有

層



'

し
て
居

っ
た
も
の
は
こ
れ
を
承
認
し
て
蕾
の
如

く
知
行
さ
せ
だ
。
そ
れ
が
本
領
安
堵
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
將

軍
に
封
ず
る
余
命
違
反
其
他
不
都
合
の
行
爲
の
あ
っ
た
も
の
は
其
領
を
浸
牧

し
た
。
こ
れ
を
所
領
牧
公

こ
い
ふ
。

是
等
の
武
家
領
は
謳
與
も
さ
る
れ
ば
費
買
も
さ
れ
陀
。

さ
り
乍
ら
其
大
多
数
を
青
む

べ
き
御
家
人
知
行
の
場
合

に
於
て
所
領
は
御
家
人
資
整
の
要
件
で
あ
.つ
た
。
籏
等
の
所
領
を
喪
失
す
る
は
蕾

に
彼
等
を
し
て
其
待
遇
を
失
は

せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
下
に
も
説
一
が
如
く
幕
府
に
取

っ
て
も
亦
利
害
關
係
の
痛
切
な
る
も
の
が
め
っ
た
か
ら
、

.

こ
れ
を
望
ま
な
か
つ
π
の
は
當
然
の
事

ざ
謂
は
な
け
軋
ば
な
ら

滋
。
故

に
貞
永
式
目
に
は
恩
地

の
賞
買
を
除
く
の

外
私
領
の
費
買
は

こ
れ
を
禁
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
入
午
後

に
留
る
麺
悉

二
年
(仁
治
元
年
)
の
追

加
に
於
て
は
、早
く
も
式
目
の
規
定
に
修
正
を
加

へ
て
御
家
人
が
恩
地
を
抵
當
ご
し
π
こ
ご
の
獲
壁
し
た
場
合
に
、

若
し
既
に
其
債
務
の
過
半
辨
済
し
た
る
も
の
は

一
定
の
期
限
を
附

し
て
辨
済

さ
せ
て
質
券
を
御
家
人
に
取
戻

さ
せ

る
こ
ε

、
し
、
若
し
文
典
辨
済
額
が
負
債
の
二
分
の

一
に
足
ら
ざ
る
場
合
は
恩
地
を
渡
牧
し
て
他
人

に
給
興
す

る

こ
ε
に
し
た
.
恩
地
を
費
貢
す
る
を
厳
禁
し
セ
精
碑
よ
り
い
へ
ば
、
文
典
抵
當
椹
を
認
め
る
こ
ε
を
も
禁
じ
な
け

れ
ば
な
ら
源
。
故

に
幕
府
は
其
抵
當
灌
を
設
定
し
π
る
こ
ε
の
獲
錯
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
浸
牧
す

べ
き
で
あ

っ
た
が
、
御
家
人
を
し
て
其
恩
地
に
離
れ
さ
せ
ぬ
爲
め
に
、
特
別
を
以

て
此
寛
典
に
庭
し
π
も
の
で
あ
る
。

然
る
に
間
も
な
く
(
正
月
二
十
.五
日
)幕
府
は
叉
三
項
の
重
要
な
る
追
加
を
獲
し
た
。
第

】
項
は
御
家
人
が
公
卿

に
嫁
し
だ
女
子

に
所
領
を
譲
興
し
た
場
合
に
は
、
公
卿
を
し
て
其
所
領
の
高
に
相
賞
す
る

一
定

の
負
擢
を
課
し
、

論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
+
八
巻
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二
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八
三
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四
七
七

り
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へ

こ
れ
に
悉
せ
な

い
も
の
に
向

っ
て
は
其
所
領
を

没
収
す

る
こ
己
、

式
目
第

二
十
五
條
に

規
定
し
た

通
げ
で
あ
る

が
、
是
に
至

っ
て
、
更

に
此
修
文
に
修
正
を
加

へ
て
、
公
卿
ε
婚
姻
し
た
る
女
子

に
謝
し
て
は
其
所
領
を
譲

興
す

る
こ
ε
を
禁
じ
た
。
こ
れ
公
卿
は
將
軍

の
管
轄
以
外
に
立

つ
も
の
で
め
る
か
ら
、
御
家
人
の
女
子
に
譲
興
せ
る
所

領
は
自
然
幕
府
の
管
轄
を
放
る

、
の
結
果

に
も
な

っ
た
の
で
、
豫
ね
で
比
熱

に
榊
脛
過
敏
な
る
幕
府
は
、
此
禁
止

を
顧
付
し
て
こ
れ
が
防
止
に
力
め
た
課
で
あ
ら
う
。
此
修
女
に
標

っ
て
父
の
所
領
を
相
緩
し
把
女
子
が
、
公
卿
ご

婚
姻
し
た
場
合
に
は
、
常
盤
貴
家
の
戸
主
に
返
還
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
若
し
叉

こ
れ
を
拒
ん
だ
な
ら
ば
渓
牧
さ
れ
た

で
あ
ら
う
。

第
二
項
は
御
家
人
の
私
領
の
萱
買
を
許
し
た
式
目
第
四
十
八
條
の
規
定
の
修
正
で
あ
っ
て
、
臼
後
は
私
領
た
b

ピ
雌
こ
も
、
こ
れ
を
凡
手
若
し
く
は
借
よ
に
質
渡
し
た
場
合
に
は
、
共
所
領
を
没
収
す
る
こ
ε

、
し
、
叉
侍
以
上

覚
り
ε
も
、
非
御
家
入
は
御
家
人
の
所
領
を
知
行
す
る
こ
ご
を
許
さ
濾
ε
規
定
し
陀
。
所
謂
凡
下
ε
は
侍
以
外

の

牛
民
を
指
す
も
の
で
め
る
が
、
其
中
の
商
人
は
こ
れ
を
借
上
ぎ
爾
し
π
々
即

ち
幕
府
は
御
家
人
が
斯
る
平
民
に
費

渡
し
陀
所
領
は

こ
れ
を
潰
敗
し
、
侍
階
級
の
人
で
も
非
御
家
人
に
萱
渡
し
た
も
の
は
知
行
を
許
さ
沁
こ
ご
に
し
た

の
で
あ
る
。
知
行
を
許
さ
濾
.ε
は
没
牧
を
意
味
す

る
か
ご
い
ふ
に
、
若
し
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
法
文
に
も
凡
下
若

し
く
は
借
上
ご
同
列
に
書
く

べ
き
筈
で
あ
る
。
故

に
こ
れ
は
無
償
で
も
ε
の
所
有
者
に
返
遽
す

る
こ
ε
を
意
味
し

セ
も
の
ご
解
す

べ
き
で
あ
る
。
さ
れ
ば
御
家
人
が
共
私
領
を
御
家
人
に
贅
渡
す
は

こ
れ
を

註
す
の

方
針
で

あ

っ



て
ヤ
ロ
バ御
家

人
が
非
御
家
人
若

く
は
凡
下
に
費
渡
す

場
合

に
限

っ
て
こ
れ
を
禁
じ
だ
も

の
で
あ

る
。
貞

永
式

目
に

は
未

だ
何
等

斯

る
差
別
的
法
規

は
設

け
ら
れ

て
居

な

か

っ
た
の
で
痴
る
が
、
是

に
至

っ
て
、
幕
府

は
御

家
人

の
所

.
領

が
御
家
人

以
外

の
も

の
に
移

る
を
防

止
す

る
覚

め

に
頗

る
大
膳
な

る
手
段

を
取

る
こ
ε

、
し
把

の
で
あ

る
。
而

.

か
も
御
寒

入

の
所

領

が
凡

下
に

賀
渡

さ
れ
た
場
合

に
、

こ
れ
を
没
収
す

る

こ
ご
は
近
例

に
任

せ

る
ご
あ

る
を

以
て

.

見

れ
ば
、
そ

れ
が
斯
く
成

女
徳

・し
な
ら

澱
以
前

に
於

て
も
、
不
文
律

ξ
し
て
は
従

来
行
は

れ
來

つ
た

こ
ε

、
見

え

る
の
で
あ
る
。
何

が
故

に
幕
府

は
斯
く
御
家

人
の
所

領

の
御
家
人

以
外

に
移

る
こ
ご
を
恐

れ
た
.か
ご
い

へ
ば

、
幕

、
府

の
根
本
法

が
、
御

家
人

の
所

領
を
以

て
課

税

の
勤
象

こ
し
、.
兵
役

の
如

き
も
御

家
人

に
限

っ
て
其
所

領

の
高
に

懸
じ

て

こ
れ
を
課

す

る
こ
ε

、
し
た
の

で
あ

る
か
ら
、
御

家
人

の
所
領

に
し

て
若

し
御

家
人
以
外

の

も
に
移

れ
ば
、

幕
府

は

こ
れ

に
勤

し

て
課

税
を

な
す

こ
ピ
が
出
来

ね
ば
、
兵
士

を
徴

議
す

る
こ
ど
も
出
家

な
く

な

る
の
で
あ

る
。

こ
れ
幕
府

ε
し
て
は
其
財
源

の
減

少

ε
も
な

b
、
兵
力
縮
少

ε
も
な
る
の

で
由

々
し
き
大

事

で
あ

っ
た

か
ら

、
自

衛

上

こ
れ
が
防
止

の
必
要

を
痛

切
に
戚

じ
た

澤
で
め

る
。

こ
れ

よ
り
後
幕

府

の
此
差
別
的

方
針
は
年
を

逐
う

て
益

々
執
舳度

を
㎝局
め
る
こ

ざ

、
な

つ
π
。

第
三

項
は
山
僧
を
地

頭
代

ε
す

る
こ
ε
の
禁

禰
で
あ

る
。
所
謂

山
債

ざ
は
即
ち
山
法

師

の
事

で
、
延
暦

寺

の
僑

侶

を

い
ふ
の
で
あ
る
。
當
時
延

暦
寺
は
朝
野

の
信

仰
が
盛

ん
で
あ

っ
た
爲

め
に
、
其
僑
徒

も
横

繋
を
逞

し
う
し
た

の
で
あ

る
か
ら

、
.こ
れ
を
地

頭

代

ε
な
す

に
於

て
は
、
武
威
を

も
加

へ
て
私
利
を
圓

る
に
汲

々
ご
し
其
弊

の
著

し

論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
十
八
巻

(第
二
號

八
五
)

四
七
九
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き
を
認
め
た
か
ら
、
幕
府
は
こ
れ
を
禁
じ
た
に
外
な
ら
滅
。
而
し
て
是
よ
り
先
き
幕
府
は
商
人
借
上
を
地
頭
代
ε

な
す
こ
・し
を
も
禁
じ
て
居
る
が
、
當
時
京
都
の
質
屋
、
銀
行
の
瞥
業
に
相
寓
す

る
土
倉
等
が
、
日
吉
酔
人
や
山
門

公
人

電
な

っ
て
債
務
者
に
謝
し
て
恣
に
強
制
力
を
行
使

し
た
こ
ε
が
あ
る
か
ら
、
山
僧
ε
い
ふ
中

に
も
此
種
の
商

人
が
加
っ
て
居
把
の
で
あ
る
ま
い
か
ご
思
は
れ
る
。
そ
れ
ば
兎
も
角
其
御
家
人
以
外
-の
も
の
を
排
斥
し
た
黙
に
於

て
は
両
法
相

㎜
致
し
て
屠

る
の
で
あ
る
。

文
永
の
初
年
か
ら
、
幕
府
が
御
家
入
の
所
領
の
責
買
及
び
抵
當
…罹
設
定
の
制
限
に
關
す
る
立
法
が
目
立

っ
て
頻

(十
六

イ

)

々
ξ
獲
布
さ
れ
て
居

る
。
先
づ
文
永
四
年
十
二
月
二
十
三
日
に
は
、
御
家
人
が
御
恩
私
領
を
問
は
す
、
賞
渡
及
び

抵
當
流
ε
な
す
こ
ご
を
禁
じ
て
、
既
に
賞
渡
及
び
抵
當
流
ε
し
セ
も
の
は
、
其
本
物
憂
辨
償
さ
せ
る

こ

ε

、
し

た
。
但
こ
れ
は
御
家
人
ε
御
家
人
ε
の
問

の
萱
買
質
入
の
場
合
で
あ
っ
て
、
井
御
家
人
の
事
は
延
慮
の
制
に
載
せ

ら
れ
て
居
る
か
ら
、
そ
れ
に
檬

る
ε
見
え
て
居
る
。
所
謂
延
鷹
の
制
芭
は
前

に
誘

い
穴
延
慮
二
年
五
月
二
十
五
日

の
規
定
を
指

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
御
家
人
間
の
費
買
質
入
に
つ
い
て
は
何
等
鰯
れ
て
居
な
か
つ
セ
か

ら
、
依
然
ε
し
て
式
目
の
規
定
に
依

っ
て
こ
れ
を
認

め
て
居
把
の
で
あ
る
.
然
る
に
文
永
四
年
の
追
加
は
、
御
家

人
間

の
費
買
質
入

に
も
制
限
の
手
を
加

へ
て
、
式
目
に
禁
ぜ
ら
れ
だ
御
恩
即
ち
恩
地
は
も
ε
よ
り
、
私
領
の
賞
買

質
入
を
も
許
さ
す
、
既
に
其
契
約
を
履
行
し
た
場
合
は
、
本
物
を
以
て
辨
償

さ
せ
る
こ
ε

、
し
花
の
で
あ
る
。
所

謂
本
物
蓬
は
元
本
の
事
で
あ
る
が
、
常
時
は
金
鏡
の
外
、
.米
杯
の
交
換
の
行
は
れ
だ
場
合
も
な

い
で
は
な
か
っ
虎

、

9



か
ら
、
斯
く
は
本
.物

の
冬

構
を
用

み
て
、
そ
れ
ら
の

場
合

に
も
通
用

さ

せ
る
こ
嬉

、
し
π
の
で
あ

る
。
即
ち
本
物

ロ

の
辨
償

の
外
は
利
息
を
認
め
な
い
の
で
あ
っ
た
。
然

る
に
こ
れ
は
御
家
人
劃
御
家
人

.の
場
合
で
あ

っ
た
が
、
御
家

人
封
非
御
家
入
の
此
種
の
契
約
は
如
何
に
し
陀
か
ε
い
へ
ば
、
そ
れ
は
延
礁
の
規
定

に
撮

っ
て
、
無
償

で
藩
の
所

有
者
た
る
御
家
人
に
取
戻
さ
せ
る
こ
い
ふ
の
で
、
幕
府

の
御
家
人

`
非
御
家
八
間

に
差
別
的
立
法
の
精
神
は
窺
ひ

得
ら
る

、
の
で
あ
る
。
思
ふ
に
御
家
人
封
凡
下
借
上
の
場
合
は
、
叉
同
じ
く
延
悉
の
追
加
に
標

っ
て
洩
牧
さ
る
べ

き
で
あ

っ
π
ら
う
。

然
る
に
真
鯉
文
永
五
年
七
月
四
日
の
追
加
に
至

っ
て
は
前
の
追
加
に
向

っ
て
柳
か
修
正
を
加

へ
ら
れ
だ
。
そ
れ

に
擦

る
ご
、
永
年
質
地
及
び
質
券
取
流
地
に
つ
い
て
將
軍

の
御
下
知
及

び
御
下
丈
を
賜

っ
て
承
.認
を
経
陀
ε
こ
ろ

は
、
年
紀

の
蓮
近
を
問
は
す
し
て
、
醤
の
所
有
者
た
る
御
家
人
か
ら
取
戻
の
請
求
は
出
楽
な
い
。
縦
ひ
承
認
を
経

な

い
こ
こ
ろ
も
、
知
行

二
十
年
を
繧
過
し
て
所
有
の
時
効

に
か
、
つ
た
後
は
無
償
取
戻
を
許
さ
な

い
か
ら
、
必
ず

本
物
を
以
て
辨
償
す

㎡、
き
で
あ
る
ε
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
追
加
に
文
永
四
年
十

二
月
二
十
六
日
評
ε
あ
る
け

れ
ヂ」
も
、
そ
れ
で
は
前
の
追
加
こ
の
間

の
期
間
が
鯨
り
に
短

い
か
ら
、
他
の
こ
れ
ε
全
然
其
内
容
を

一
に
す
る
追

加
に
、
丈
、淑
五
年
七
月
四
日
ε
あ
る
に
從

っ
て
、

.翌
年
の
追
加
ε
定
む

べ
き
で
あ
ら
う
。
猶
ほ
同
年
七
月

一
日

に

は
債
務
の
揖
保
ご
し
て
抵
當
権
を
設
定
し
た
見
鷺
に
謝
し
て
は
、
亦
本
物

の
み
を
辨
償
し
て
取
戻
す

べ
き
で
あ
っ

て
利
発
郎
,ち
利
息
を
取
る
を
許
さ
す
ご
の
追
加
が
出

で

、
居

る
。

論

叢

鎌
倉
幣
代
の
土
地
制
度

第
+
八
巻

(第
二
號

八
七
)

四
八
一



論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

.

第
+
入
物

(第
二
號

八
八
)

四
八
二

是

辱
の
追
加
を
見
て
注
意
す

べ
き
こ
ε
は
、
そ
れ
が
何
れ
も
文
永
四
年
の
追
加
の
適
用
を
灌
根
音
の
利
益
の
爲

め
に
制
限
し
て
、
其
制
限
を
緩
和
し
た
黙
で
あ
る
、
即
ち
文
永
五
年
の
追
撫
で
は
、
買
入
及
び
抵
常
流
に
依

っ
て

他
人
の
所
有
に
婦
し
た
所
領
で
め
っ
て
も
、
既

に
こ
れ
に
勒
し
て
幕
府

の
承
認
を
経
た
も

の
に
向

っ
て
は
、
文
永

四
年

の
逼
加
を
適
用
す
る
こ
ε
を
得
な

い
か
ら
、
文
永
四
年

の
追
加
の
瓶
用

さ
る
べ
き
範
圃
は
、
躍
に
是
等

の
御

下
女
御
下
知
の
與

へ
ら
れ
な
か
つ
把
も
の
に
限
る
の
で
あ
る
。
而
か
も
そ
れ
ら
の
所
領
も
既
に
占
有
二
十
年
.を
経

過
し
て
時
効

に
か

、
つ
π
場
合
は
無
償
取
戻
を
許
さ
れ
な
い
で
、
本
物
辨
償
を
余
せ
ら
れ
て
居

る
。
而
し
て
こ
れ

は
御
家
大
樹
御
家
人
の
場
合
で
あ

っ
て
、
井
御
家
入

の
場
合
で
な

い
こ
ご
は
言
ふ
迄
も
な
い
。

文
永
四
年
の
追
加
.の
説
明
を
見

れ
ば
、
斯

る
費
買
質
入
に
依

っ
て
御
家
入
の
所
領
を
喪
失
す

る
こ
蓬
が
、
御
家

人
佗
傑
の
基
即
ち
窮
困
を
招
く
の
原
因

ε
な
る
か
ら
ε
い
ふ
理
由
を
出
で
な

い
。
而

か
も
御
家
入
男
御
家
人
の
場

合
は
、

　
方

の
債
務
者
た
る
御
家
人
を
救
済
し
ゃ
う
ご
す
れ
ば
、
他
方
の
債
擢
者
π
る
御
家
人
に
損
害
を
與

へ
て

債
務
者
ご
同

一
の
瓶
呪
に
陥
ら
せ
る
爲
め
に
彼
等
の
不
満
を
買

っ
て
、
訴
訟
紛
議

の
綾
出
を
醸
し
た
ε
見
え
る
か

ら
、
そ
れ
が
幕
府
を
し
て
稜
令
.後
難
ば
一
も
な
一
し
て
其
修
正
を
飴
儀
な
一
さ
せ
陀
理
由
で
あ
ら
う
ε
思
は
れ
る

が
、
幕
府
は
文
永
七
年
五
月
九
日
遂
に
文
永
四
年
の
追
加
を
撤
廃
す

る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
其
後
文
永
十
年
七
月
十
二
闘
に
、
幕
府
は
又
追
加
を
獲

し
て
、
質
券
見
、璽
を
問
は
す
、
將
軍

の
御
下
女

を
交
付
さ
れ
紀
も
の
を
除
　
の
外
は
〔
正
嘉
一
兀
年
以
前
の
御
下
丈

に
つ
い
て
は
越
訴
を
許
す
)
本
銭
を
辨
償

せ
ず

葛



・。
、
欝
の
所
薯

に
於
て
啓

す
る
・
ご
を
許
し
々
。
但
金

の
地
は
翠

・
れ
叢

戻
さ
せ
る
こ
ミ

し
て
屠

る
。
此
鋸

は
幕

見
篭

の
み
を
勤
象

乞

砦

の
㏄ぐ
あ

っ
て
、
毫
養

買
地
に
及

ん
で
居
な

い
・
且

つ
入
質

の
地
響

見
質
に
つ
い
て
の
猶
谿

間
を
認
め
、
正
嘉
、拳

以
後
の
御
下
文

の
不
誉

つ
い
毒

訴
を
許
し
て
居

る
黙

に
、
多
少
の
特
色
が
あ
・
詫

ざ
も
、
轟

轟

償
草

し
て
債
薯

暴

戻

喜

る
黙
は
・
債
薯

の
利

益
を
賭

す

・
の
甚
し
き
も
ぎ

謂
は
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
此
追
加
を
以
て
見

て
も
』

鷺

讐

側
の
物
議
や

憐

訟
の
爲
。
に
、
禦

人
離

移

撃

防
止
す
る
羨

な
・
手
を
弛
め
た
薄

も
、
決

し
箕

傳
統
的
な
購

手

段

を
思

ひ
止

ま
ら

う

ざ
す

る
も

の
で
な

か

つ
π
こ
ε
を
察

す

べ
き

で
あ

る
。

常
店
幕

府
が
御
家
人

の
所
領

を
喪
失
す

る
し
の
多

き

を
憂
慮

し
て
、

こ
れ

が
封
策

に
熱
中

し
て
居

た

こ
ご
は

。

東
書

宴

置

上

ハ+

こ

緩

め
た
交
・烈
士

年
五
月
日
覆

國
太
良
御
肝
内
末
武
名
主
無

の
重
訳
控

・

嘗
国
替
御
家
人
定
跡
、
任
二
故
右
大
雅
家
御
塒
之
注
文
旨
↓
可

二
興
立
一
之
由
被
レ
成
二
下
闇
東
六
波
羅
御
敏
勲
F

依
・被
・
豊
.
膏

緩

整

御
房
御
代
以
・
六
波
薦

・数
通
観
馨

】命
二申
紳

商

、辞

去
二出
破
墨

畏

・、
.い
っ
て
居
・
の
で
も
課

・
。
・
れ
錘

治
二
年
育

U
磐

狭
劉

笑

の
重
訳
諮

・
其
訴
訟
謬

2

ピ
し
て
、

次
醤
御
家

人
之
跡

可
二
興
立

}
之
由
度

々
被

レ
下
二
關
束

御
漱
書

"
之
庭
、
剰
被

・顯

二
倒
雷
名

闇
之
係
、

違

二背

關
東
.

御
讃
誹

一之
敬
歎
、

論

叢

鎌
露

代
望

粥

度

第
式

巻

(螢

蛾

八
・
v

四
八
三

「

,



`

論

鋤

馨

聴

の
輩

蔑

'

筆

入
巻

露

二
號

九
9

罠

四

"
」
い

っ
て
勝

る
の
商

事

で
あ
ら

　
。
.是
等

の
御
数
書

に
、
蔵
御
家

人
之
跡
、
即

ち
螢
誓

い

2

し
居

る

の
は
.

頗

る
注
意
す

べ
き
黙
で
あ
る
か
ら
、
今
其
丈
書
の
梗
概
を
説
明
し
や
う
。

友
永
+

一
年
五
月
目
の
重
訳
歌
に
撮
れ
げ
、
若
狭
國
太
良
御
荘
内
末
武
名
主
丘
禰

尉
範
綴
が
順
良
房
快
深
に
依

っ
て
侵

さ
れ
π
其
所
領
末
武
名
主
職

の
回
復
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
彼
些

碧

狭
國
御
家
人
丹
生
山
型
塁

蔽

(
楠
の
女
書
に
て
雲
立
ε
も
書
い
て
居

る
〉が
比
重

撃

稻
庭
醤

に
譲
譽

れ
た
の
で
あ
る
が
、
其
後
本
所
の

爲

め
に
押
領
さ
れ
て
空
し
虚

貝
を
脛
過
し
覆

・
、
議

に
於
け
・
萬

家
人
の
所

鰺

頼
朝
の
時
の
御
家
人

変

名

の

注

文
に
任
せ
て
興
亜
す

べ
き
旨
の
幕
府
及
び
六
波
羅
の
御
激
書
が
獲

せ
ら
れ
た
か
ら
、
故
.大
倫
正
の
塒

に
、
本
所
よ
り
此
名
を
麟
の
如
一
名
主
た
る
中
原
氏
女
に
返
還
さ
れ
、
爾
来
氏
女
は
幕
府

に
勤
し
て
御
家
人
議
務

.

た
る
御
舛
,人
役
に
服
し
來

つ
た
の
で
、
東
寺
百
分
交
書
〔
ア

一
)
に
牧
め
π
文
永
七
年
間
九
月
目
の
氏
文
の
車
陳
歌

・
に
も
、
彼
女
み
つ
か
ら
若
狭
御
家
人
末
武
名
主
中
原
長
女
ご
栴
し
て
居
る
。
然
る
に
此
間
氏
女
ε
乗
蓮
ε
名
主
を

弁

ふ
こ
ざ
が
め
っ
た
が
、
故
僧
正
及
び
六
波
羅
の
御
嶽
書
に
撒

っ
て
、
(第

一
)氏
女

の
御
家
入
役
勤
仕
の
事
変
が

メ
　
　

讃
明

さ
れ
、
且

つ
(
第

二
)築
蓮

は
氏

人

で
も
な
く
叉
(
第

三
)
一
通

の
謹
交

を
も
所
有

せ
濾
食

め
に
名
主

を
罷

め
ら

れ
た
。

然

る
に
快
深

は
乗
蓮

の
女
子

に
・興
み
し

て
、
氏

文

が
守
護

の
使
を
名
内

に
.引
入

れ
た

こ
誣
告

し
た

か
ら
、本

懐

・
れ
を
信
じ
て
快
深
を
名
書

し
た
の
で
、
婁

の
護
與
を
受
け
轟

繊
吉

抗
告
及

ん
だ
の
で
あ
る
。範

縷
に
從

へ
ば
、
(
第

一
)快
深
は
此
名
を
相
博
し
た
入
で
な
く
、
(第
二
)非
御
家
人
で
あ
る
、
(
第
三
)
罪
あ
る
乗
違

,

幽



の
女
子
に
與
み
し
て
居
・
か
ら
同
罪
で
あ
・
。
(第
四
)
氏
女
に
罪
あ
ら
ば
藩

王
の
讐

庭
罰

さ
る
ぺ
轟

で
あ

一。
の
に
拘
ら
す
其
事
も
?

、
+
三
年
間
経
過
し
藻

に
、
快
深
が
守
護
の
使
を
入
部
さ
せ
た
の
は
乗
蓮
で
め

っ

た
の
を
、
氏
・女
の
行
爲
で
あ
る
轟

ひ
て
本
所
を
欺
き
、

.
不
法
の
訴
を
な
し
た
の
で
あ
奮

(
第
五
)御
家
入
榎

凡
下
は
も
ま

り
、
侍
以
上
た
皇

も
非
御
、家
人
は
知
行
漫

語

こ
・勧

進
の
昔

に
兄
砦

響

で
あ

る
か

ら
、
快
深
碧

の
謂
れ
は
な
ゑ

第
六
)寛
元
元
年
及
び
同
二
年
の
喬

の
欝

の
蟹

書
に
は
御
家
入
電

管

、
留

呆

所
の
進
退
す
ξ

、
ろ
で
あ

っ
て
も
、
・
し
砦

過
失
?

し
て
政
誓

れ
薦

盒

・
釜

の
御

教
書
に
任
絃
・.幕
府

に
届
出
づ
べ
と

あ
る
が
、
範
警

さ
し
た
る
過
斧

き
を
改
易
詫

た
の
で
あ

る
か
ら
・

救
済
を
仰
、、
の
で
あ
・
三

っ
て
磐

。
鑛

は
み
つ
か
ら
共
嚢

の
理
由
み
る
こ
`
を
讃

す

る
爲
め
に
・
末

武
名
の
醗

、
前
大
釜

の
御
叢

、案
、
六
波
羅
の
御
書

、
驚

及
び
六
波
羅
の
嚢

書
・
霧

國
御
家
人
等

交
名
斐

、
及
び
春

案
を
副
進
蟇

目
意

で、
需

し
ゾ、
居

る
、
即
ち
聯

に
糠

っ
て
は
・
纏

が
雲
厳
暑

末

武
名
の
垂

磐

相
続
し
略

筆

婁

議

し
、
前
大
盤

の
御
書

掻

つ
で
は
』

旦
本
所
な

る
東
寺
の

爲
め
に
罷
め
ら
れ
窟
の
を
、
後
に
返
還
し
た
こ
ご
を
立
読
し
、
又
御
家
人
交
名
注
炎
は
建
久
年
七
年
六

月
目
の
も
の

で
め
3

、
、
昆
、れ
に
絵

朝
の
鷺

讐

足
立
新
.
蔀

溝
恒
薯

狭
國
・
涙
遣
し
て
國
内
の
禦

人
を
調
査
し

た

時
蓬

嫉

の
案

で
あ
"。
.と

梟

目加

へ
ら
れ
て
居
・
も
の
で
あ
・
が
、
そ
れ
操

っ
て
は
・
離

紐

先
が
・

霧

の
肇

ら
禦

人
で
あ

っ
た
・、
墓

立
謹
・
、
猶
ほ
・
れ
・
つ
い
て
は
前
大
盤

の
御
教
書
及
び
六
羅

の

論

叢

響

饗

。
土
地
製

革

倉

(鋳
二
號

九
こ

賀

正

ド

ρ

1



、

翁

叢

馨

鷺

の
最

製

第
大

谷

、(鰐
二
號

九
二
)

更

六

御
教
書
も
氏
文
の
時
代
に
御
家
人
役
を
勤
仕
し
だ
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