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日
本
燕
闘
の
構
法

第
四
十
七
巻

O 
li!I 

第

披

C 
四

日

本

荘

閤

じっ

キ蕃
JF宜主
主己

。:

頭

fti 

れ5

四四

衛官

EE 

我
国
の
妊
園
は
犬
僚
に
於
て
凋
逸
の

C
Z
E
r
o
E与
与
英
有
利
の
ヨ
E
2
偽
蘭
西
の
∞
2mDOE-o
に
該
首
ず
る
一
穫
の
犬
土

地
所
有
制
に
し
て
、
そ
の
完
成
せ
る
形
態
に
於
て
は
不
輪
・
不
入
の
特
権
を
有
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
不
輸
と
は
政
府
に
租
税
を

轍
せ
ざ
る
の
謂
ひ
に
し
て
、
不
入
と
は
官
吏
の
入
部
を
担
否
す
る
の
権
利
、
即
ち
政
府
の
行
政
・
司
法
俸
の
及
ば
智
る
と
と
を
意
味

ず
る
。
し
か
し
友
が
ら
、
荘
園
は
初
め
か
ら
か
〈
の
如
き
完
全
な
特
権
を
享
受
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
永
き
歴
史
の
進
行
の
中
に

徐

k
k
完
成
形
態
に
ま
で
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

荘
園
の
源
流
は
犬
憶
に
於
て
二
つ
る
る
。

一
は
懇
一
回
の
私
有
地
化
せ
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
既
墾
の
固
有
地
の
私
有
地
化
せ
る
も

の
で
あ
る
。
大
化
改
新
後
の
閏
制
は
一
口
に
い
へ
ば
土
地
固
有
主
義
で
あ
り
、
会
園
の
土
地
の
綿
て
は
圏
中
棋
の
有
と
し
て
人
民
の
私

有
を
許
さ
宇
、
た
ピ
そ
の
用
盆
権
の
み
を
六
年
一
班
の
口
八
刀
田
制
に
よ
っ
℃
人
民
に
許
興
す
る
の
定
め
で
る
っ
た
。
し
か
し
開
墾
奨

闘
の
必
要
は
、
と
の
制
度
に
除
外
例
を
設
〈
る
の
己
む
左
き
に
至
り
、
懇
一
回
に
限
り
究
第
に
永
世
私
有
の
公
認
を
奥
へ
る
と
と
L
た

っ
た
。
と
は
い
へ
懇
一
閃
は
未
だ
輪
租
回
で
あ
る
。
国
街
に
封
ず
る
租
税
納
付
の
義
務
よ
り
解
放
さ
れ
た
わ
け
で
は
左
い
。
そ
れ
が
何



時
の
聞
に
か
宇
不
輪
組
問
と
な
り
、
途
に
全
不
輪
租
田
と
愛
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
特
化
の
過
程
に
於
て
大
き
左
様
粁
と
し
て
の
役
割
を

演
じ
た
も
の
は
、
律
令
制
下
の
特
例
た
る
殿
町
及
び
神
田
・
寺
田
等
の
不
輪
租
田
で
あ
り
、
後
に
至
つ
て
は
勅
旨
臼
で
あ
っ
た
。
大

小
の
墾
田
は
と
れ
ら
の
不
轍
租
間
に
合
悼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
輸
の
特
榛
を
獲
得
す
る
。
事
態
か
〈
の
如
き
に
至
れ
ぽ
繭
徐
の
公

領
地
も
亦
私
有
地
化
の
過
程
を
辿
り
、
既
に
成
立
せ
る
私
有
地
は
出
作
・
加
納
等
の
形
式
で
自
己
を
携
張
し
て
ゆ
〈
。

綬
上
の
如
〈
に
し
て
不
轍
の
特
権
を
獲
得
し
活
関
的
形
態
を
整
へ
来
っ
た
私
有
地
は
、
更
に
不
入
擦
の
獲
得
へ
と
進
む
。
不
入
播

の
獲
得
は
も
ん
」

f
、
、
不
輪
様
の
確
立
に
そ
の
基
礎
を
置
〈
。
削
ち
輪
租
同
で
あ
る
限
り
、
土
地
丈
量
の
た
め
に
入
り
込
む
政
府
の
検

同
使
及
び
租
税
収
納
の
た
め
に
来
る
牧
納
使
の
入
部
社
相
み
得

g
aは
勿
論
で
る
る
が
、
既
K
不
輪
組
同
化
し
た
以
上
、
と
れ
ち
む

官
使
の
入
部
は
不
必
要
化
す
る
の
み
在
ら
や
、

上
地
・
貫
租
の
問
題
を
繰
勺
て
の
紛
紙
に
闘
し
で
も
政
府
の
司
法
権
の
護
動
む
許
さ

ざ
る
に
至
る
。
司
法
権
の
護
動
を
許
さ
ざ
る
に
至
っ
た
も
の
は
、
や
が
て
行
政
椿
の
干
渉
を
も
拒
否
す
る
に
至
る
の
は
自
然
の
勢
で

る
ら
う
。

こ
L
K
不
入
構
の
確
立
を
見
る
の
で
る
る
が
、
か
く
の
如
き
事
態
が
起
り
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
紅
闘
内
部

に
於
け
る
私
的
友
兵
事
・
警
察
の
備
へ
が
た
く
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
事
賞
、
不
入
構
の
確
立
は
荘
閣
の
自
主
的
た
兵
事
・
警

察
の
整
備
の
後
に
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
上
述
の
不
輸
様
の
獲
得
が
原
則
と
し
て
政
府
の
認
可
の
下
に
行
は
れ
た
の
に
謝
し
て
、
不

入
構
は
自
然
暗
黙
の
推
移
の
中
に
獲
得
さ
れ
た
と
と
ら
に
そ
の
特
色
が
あ
る
。

犬
略
以
上
の
如
く
に
し
て
荘
園
は
不
輪
不
入
の
侍
様
を
有
す
る
大
土
地
所
有
制
と
し
て
完
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
土
地
に

現
れ
た
か
く
の
如
き
餐
化
は
、
反
面
か
ら
い
へ
ば
公
民
の
私
民
化
で
あ
っ
た
。
一
冗
来
大
化
改
新
は
公
地
公
民
主
義
に
よ
り
前
代
氏
の

上
の
有
せ
る
私
地
私
民
制
を
否
定
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
化
改
新
の
精
紳
に
よ
り
規
定
せ
ら
れ
た
る
令
の
制
度
は
、
今
ま
た
荘
園

日
本
荘
闘

ω
構
造

第
四
十
七
巻

O 
王王

第

競

O 
五



日
本
来
闘
の
構
造

第
四
十
七
巻

O 
ノ、

第

競

O 
ノ、

の
勃
興
に
よ
っ
て
更
に
否
定
せ
ら
れ
て
私
地
私
氏
の
制
度
に
復
り
行
く
。
一
批
闘
の
勃
興
は
中
央
政
府
か
ら
見
れ
ば
、
軍
に
そ
の
支
配

権
の
縮
少
た
る
の
み
左
ら
や
、
財
政
的
に
も
大
き
左
打
撃
を
興
ふ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
延
室
日
年
間
以
降
屡
々
ヘ
υ
を
下
し
て
そ
の

整
理
策
が
断
行
せ
ら
れ
た
。
に
も
拘
ら
十
、
荘
閣
は
増
加
す
る
一
方
で
、
園
街
の
威
令
は
行
は
れ
や
、
そ
の
行
は
れ
る
範
閣
は
弐
第

や
が
℃
は
図
街
領
自
悼
す
ら
荘
園
化
の
過
程
を
辿
り
、
金
凶
殆
ん
戸
一
荘
園
化
ず
る
の
視
を
呈
し
た
。
か
の
藤
原
粂
貨
が

『
抑
我
朝
者
、
偏
依
一
一
舵
闘
一
滅
亡
者
也
』
と
慨
歎
し
た
の
は
、
質
に
王
制
末
期
内
こ
と
で
あ
っ
た
。

に
縮
少
し
、

以
上
如
き
前
回
問
の
成
五
・
強
展
の
泊
松
を
具
倒
的
K
論
認
す
る
E
と
は
、
秘
め
て
困
難
た
問
題
で
あ
る
と
尖
K
、
ま
た
非
常
に
輿

味
-
あ
る
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
は
と
れ
に
立
ち
入
る
徐
裕
は
左
い
。
営
商
の
課
題
は
、
か
く
て
完
成
さ
れ
た
る
碇
闘
の
構
造
を

究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
斑
闘
の
後
生
・
成
熟
・
淡
落
の
流
れ
を
、

そ
の
最
も
成
熟
せ
る
時
鈷
に
於
て
切
断
し
、
そ
の
断
面
闘
を
一
不

す
こ
と
で
る
る
。
周
知
の
如
く
我
園
の
証
闘
は
平
安
中
期
頃
よ
り
褒
達
に
向
ひ
、
そ
の
後
期
に
於
て
成
熟
し
、
室
町
末
期
医
至
っ
て

崩
壊
し
た
。
従
つ

τ以
下
述
ぺ
ん
と
す
る
荘
闘
の
構
造
た
る
も
の
は
、
大
憶
に
於
て
、
そ
の
最
も
成
熟
し
た
と
忠
は
れ
る
卒
安
末
期

よ
り
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
そ
れ
で
あ
る
。

ー
ー

構

撞

荘

園

の

既
惑
の
如
く
我
園
班
閣
の
系
統
は
、
墾
問
の
私
有
地
化
せ
る
も
の
と
、
既
墾
の
園
有
地
の
私
有
地
化
せ
る
も
の
と
の
、
一
一
つ
に
犬

別
し
得
ら
れ
る
が
、
し
か
し
等
し
く
塑
出
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
は
宮
廷
貴
族
や
有
力
枇
寺
の
大
規
模
開
墾
に
よ
る
も
の
も
あ
れ
ば

一
、
般
百
姓
の
零
細
な
開
墾
地
も
あ
り
、
ま
た
既
懇
の
固
有
地
に
も
種
々
左
類
別
が
あ
っ
て
、

そ
の
系
統
の
異
る
に
従
ひ
、

そ
の
内
部

玉菜、第一、承安三年十一月十二日焼(図書刊行曾本、]，29頁)



の
構
造
も
亦
自
ら
異
る
も
の
が
あ
る
。
尤
も
系
統
の
相
違
に
基
く
内
部
機
構
の
相
這
は
、
班
関
完
成
期
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
究
第
に

同
質
化
す
る
傾
向
は
彦
f
d

た
け
れ
と
毛
、

そ
れ
?
t
-
(
h
h
t
a
h

多
少
に
烹
異
に
在
日
士
一
し
た

F

E

わ
ム
之
ら
手
、
五
度
領
主
の
栢
芝
及
一
ゴ
ぞ
の

存
在
す
る
地
域
的
特
徴
等
に
基
い
て
、
各
個
の
荘
園
の
聞
に
は
大
な
り
小
な
り
の
差
異
が
あ
っ
た
の
は
否
み
難
い
。
従
っ
て
一
概
に

営
時
の
碇
闘
の
構
造
は
こ
れ
で
あ
る
、

と
提
示
す
る
こ
と
の
閑
維
は
事
者
と
難
も
知
悉
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
何
ら
十

一
感
の
見
営
を
つ
け
る
必
要
も
痛
感
す
る
次
第
で
あ
る
か
ら
、

乙
k

で
は
大
憾
に
於
て
各
種
の
班
聞
に
共
通
な
り
と
思
は
れ
る
も
の

し
か
し
て
そ
の
円
以
も
単
純
左
形
態
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
を
と
っ
て
概
説
す
る
忙
止
め
た
い
と
思
ふ
。

(一)
佐
閣
の
構
成
要
素

荘
闘
を
構
成
す
る
も
の
は
人
と
物
と
で
あ
る
。
邸
ち
如
何
な
る
種
類
の
人
々
左
如
何
一
な
る
種
類
の
物
と

が
如
何
様
に
絡
が
つ
い
て
ぬ
た
か
伊
究
明
す
る
こ
と
が
、

結
局
拙
閣
の
帰
省
を
明
か
に
す
る
所
以
内
、
あ
る
が
、

I
A
T
-
-
L
二
二

」
、
て
に
相
似
壬
J

R

づ
斑
闘
を
構
成
す
る
人
と
物
と
を
国
別
し
、
そ
れ
ら
が
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
遁
ぺ
る
こ
と
L
ず
る
。
そ
の

相
互
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
行
論
の
聞
に
自
づ
と
一
一
品
及
す
る
で
あ
ら
-
つ

3

最
初
に
人
で
あ
る
が
、
活
闘
を
構
戒
す
る
人
々
は
た
轄
に
於
て
制
主
と
荘
山
口
と
抗
民
の
三
種
か
ら
成
り
立
つ
℃
ゐ
た
。
領
主
は
も

と
よ
り
荘
闘
の
所
有
者
で
あ
る
が
、
こ
の
所
・
釘
音
た
る
も
の
は
営
時
五
と
し
て
公
家
と
祉
寺
で
あ
り
、
後
に
五
つ
て
は
武
家
も
亦
白

己
の
班
闘
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
飼
い
k
の
か
く
の
如
き
身
分
的
相
違
に
基
い
て
、
ル
批
闘
に
も
亦
公
家
領
班
闘
・
枇
寺
町
別
荘
閑
・
武
家
制

珪
闘
の
相
遣
を
生
己
、
各
々
特
異
の
性
格
を
有
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
、
で
は
こ
の
問
題
に
は
燭
れ
た
い
。

こ
れ
ら
の
領
仁
し
は
初

め
は
草
に
私
布
地
の
所
有
様
汗
た
る
の
性
格
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
班
闘
が
護
法
し
て
不
輪
島
小
入
の
特
械
を

有
す
る
に
至
れ
ば
、
領
主
の
構
利
内
容
も
昇
格
し
て
領
有
槽
的
色
彩
を
帯
ぶ
る
や
-
勺
に
な
っ
た
。
結
闘
の
存
在
が
闘
中
園
あ
る
の
矧

日
本
語
闘
の
構
建

第
四
十
七
巻

O 
七

第

競

O 
-i:; 



日
本
荘
閑
の
構
詮

第
四
十
七
巻

O 
i¥ 

O 
丹、

保

銃

を
呈
し
た
の
は
と
の
段
階
に
於
け
る
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
荘
園
の
設
立
に
は
政
府
の
認
許
を
必
要
と
し
た
し
、
且
つ
既
設
の
も
の

と
雌
も
倫
ほ
多
少
と
も
政
府
の
支
配
下
に
立
っ
て
ゐ
た
の
で
、
完
全
に
政
府
の
統
治
外
に
逸
脱
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

拡
官
は
領
主
の
命
に
よ
り
拡
困
の
土
地
及
び
人
民
を
支
配
す
る
た
め
忙
設
け
ら
れ
た
る
支
配
管
理
の
機
闘
で
あ
る
が
、

と
れ
に
。

い
て
は
吠
節
に
譲
る
。

班
民
は
M
M
主
の
土
地
を
桁
耕
す
る
百
姓
忙
し
て
、
剣
士
と
共
に
斑
間
構
成
の
不
可
日
間
友
人
的
要
素
で
あ
る
。
山
闘
の
成
京
系
統
の

相
濯
に
よ
り
山
氏
の
仲
間
只
も
h

世
帯
何
多
絞
で
あ
る
が
、
山
闘
が
完
成
形
起
に
近
づ
き
領
主
催
の
内
容
が
領
有
椛
的
色
彩
を
併
ぷ
る
に
五

っ
た
頃
に
は
、
証
民
の
聞
に
も
一
般
に
地
主
と
作
人
と
の
分
化
が
生
じ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
以
上
は
普
通
の
一
批
一
代
で
あ
る
が
、

の
外
に
倫
ほ
隷
属
港
民
の
一
圏
が
存
在
し
た
。
隷
属
延
長
に
も
犬
億
二
種
る
る
。

等
の
工
匠
で
怠

h
・
他
は
下
人
と
呼
ば
れ
る
耕
作
乃
至
雑
役
の
奉
仕
者
で
あ
る
。
ヱ
一
低
ば
駐
閑
そ
の
も
の
に
属
し
て
ゐ
た
と
と
も
あ
れ

一
は
鍛
冶
屋
・
士
器
師
・
皮
染
工
・
紺
掻
工
・
檎
物
師

ぽ
、
延
官
乃
至
有
力
地
主
に
隷
属
し
て
ゐ
た
揚
合
も
る
る
。
下
人
の
所
有
者
は
妊
官
地
主
等
で
あ
り
、
彼
等
は
全
く
人
格
を
認
め
ら

れ
中
、
そ
の
所
有
者
に
よ
っ
て
相
続
・
賓
買
・
質
入
せ
ら
れ
た
@
営
時
の
地
方
豪
放
の
生
活
は
貨
に
こ
れ
ら
の
隷
脇
尺
の
弊
働
の
一
上
に

築
か
れ
て
ゐ
た
。
「
宇
津
保
物
語
」
に
見
ゆ
る
紀
伊
闘
牟
婁
の
長
者
積
松
の
7

ロ
ン
ホ

1
フ
に
は
作
物
所
・
鋳
物
師
所
・
鍛
冶
屋
・
織
物

所
・
染
殿
・
博
物
所
・
張
物
所
・
縫
物
所
・
が
所
等
が
附
属
し
て
ゐ
て
、
多
数
の
隷
属
工
匠
が
穏
k

の
手
工
的
生
涯
に
従
事
し
て
ゐ
先
様

が
窺
は
れ
る
し
、
「
今
昔
物
語
」
に
る
る
利
仁
時
折
軍
の
話
を
讃
め
ば
、
首
時
の
土
豪
が
如
何
に
津
山
の
下
人
を
駆
使
し
て
ゐ
た
か
ピ
想

像
さ
れ
る
。
話
の
筋
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
利
仁
は
弱
冠
に
し
て
京
都
に
出
で
揖
篠
家
に
仕
へ
で
ゐ
た
が
、
同
じ
〈
そ
と
に
仕
へ
て

イ

モ

居
っ
た
五
位
の
侍
が
岩
波
粥
を
飽
き
る
程
食
べ
て
見
た
い
と
い
ふ
述
懐
を
洩
ら
し
た
の
を
聞
い
で
哀
れ
と
思
ひ
、
越
前
な
る
男
の
有

， 

乙
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仁
の
邸
に
同
伴
し
、

そ
の
夜
は
歎
待
し
て
寝
に
就
か
せ
た
が
、
夜
半
彼
の
貧
乏
五
位
が
ふ
と
目
を
受
ま
す
と
、
家
の
後
に
壁
あ
っ
て

こ
の
謹
の
下
人
ど
も
承
れ
、
明
朝
一
卯
時
ま
で
に
切
口
三
寸
長
さ
五
パ
の
暑
預
各
一
筋
づ
L
持
ち
参
れ
と
叫
ぶ
の
が
開
え
る
の
で

b
る。

何
事
か
と
怪
し
み
な
が
ら
侍
は
寝
入
っ
た
が
、
翌
日
起
き
て
見
れ
ば
、
切
口
三
寸
長
さ
五
尺
位
の
暑
演
が
有
仁
の
家
の
前
庭
に
持
ち

運
ば
れ
.
四
五
枚
の
長
雄
一
の
上
に
軒
に
建
す
る
程
の
高
さ
に
積
み
上
げ
ら
れ
、
二
十
人
ば
か
り
の
男
女
が
こ
れ
を
婦
に
作
っ
て
ゐ
る

の
で
あ
っ
た
。

さ
す
が
の
暑
預
好
き
も
こ
れ
に
は
呆
れ
て
一
椀
を
喫
す
る
と
と
も
で
き
や
、
夜
前
叫
ん
だ
聾
の
及
ぶ
限
り
の
下
人
ど

も
の
持
っ
て
来
た
だ
け
で
も
、
か
く
の
如
く
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
他
の
従
者
の
如
何
k
h
J
Y

い
か
思
ひ
や
ら
れ
る
と
い
っ
て
驚

い
た
と
い
ふ
の
で
る
る
。

こ
の
請
が
ど
の
程
度
ま
で
事
賞
を
傍
へ
て
ゐ
る
か
は
分
ら
紅
い
か
、
以
っ
て
営
時
の
土
衰
の
生
活
を
偲
ぶ

に
足
る
と
ほ
ふ
。
多
数
の
議
場
工
ぼ
や
下
人
法
そ
旧
小
川
が
憶
に
脳
使
し
、
そ
れ
に
と
っ
て
次
海
粧
品
川
の
自
給
性
を
維
持
せ
し
と
こ
-
b

に
と
そ
、
最
も
濃
厚
友
る
斑
閤
的
色
彩
の
漂
っ
て
ゐ
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。

荘
聞
を
構
成
す
る
物
的
要
素
中
の
主
要
友
も
の
は
勿
論
土
地
で
あ
る
。

一
の
悲
閣
は
他
の
荘
園
ま
た
は
公
筑
と
の
境
界
を
明
確
な

ら
し
む
る
た
め
に
所
謂
四
至
を
定
め
持
一
不
を
打
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
四
至
内
の
土
地
が
営
該
荘
闘
の
範
闘
で
あ
る

3

こ
の
範
閣
内

の
士
地
に
は
既
墾
地
と
未
墾
地
と
の
別
が
あ
っ
た
、
既
墾
地
は
通
常
斑
闘
村
落
に
接
近
し
て
存
在
し
、
未
墾
地
は
法
刷
用
部
に
在
っ
た

と
考
へ
て
差
支
へ
た
い
。
未
型
地
は
骨
同
時
空
閑
地
と
い
は
れ
、
と
れ
は
山
林
艇
野
等
よ
り
成
り
、

の
入
舎
を
詳
さ
れ
て
ゐ
た
q

罰
墾
地
法
そ
乃
中
よ
り
洪
水
草
ハ
他
自
然
的
災
厄
の
た
め
に
ぷ
作
と
な
っ
た
国
自
主
除
外
し
、
そ
の
茂
り

一
般
に
共
同
府
盆
地
と
し
て
妊
民

が
所
謂
見
(
現
)
作
間
(
畠
)
で
あ
る
。
現
作
聞
の
う
ち
に
は
除
田
と
定
田
と
が
あ
る
。
除
岡
と
は
泣
園
鋭
主
が
年
貢
其
他
の
雑
役
を
免

除
し
た
る
土
地
で
あ
り
、

と
れ
に
は
荘
内
の
枇
寺
に
奥
へ
た
る
紳
働
問
や
娃
官
に
給
料
と
し
て
給
興
し
た
る
斑
官
給
岡
、
及
び
治
水

日
本
荘
園
の
構
造

第
四
十
七
巻

O 
iu 

第

銃

O 
九

‘ 
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日
本
荘
闘
の
構
造

第
四
十
七
巻

港
獅
等
水
利
土
木
の
費
に
供
す
る
た
め
そ
の
牧
穫
を
蓄
へ
訟
〈
井
料
問
等
が
あ
っ
た
。
定
日
は
更
に
仰
と
官
物
同
と
の
一
一
種
に
分
れ

O 

告存

続

O 

て
ゐ
た
。
仰
は
領
主
の
直
轄
地
で
あ
り
、

1
f
一
の
耕
作
は
各
斑
民
の
負
捨
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
ο
官
物
回
(
自
国
)
は
官
物
即
ち
所
営
(
年
武
)

を
課
徴
す
る
問
品
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
も
年
賀
の
み
を
徴
牧
ず
る
同
門
同
と
、
年
同
の
外
公
事
・
雑
公
事
ま
で
も
徴
収
す
る
問
白
問
と
の

二
種
が
る
っ
た
。
前
者
が
所
制
雑
事
免
田
(
雑
免
・
紛
名
)
で
あ
り
、

こ
れ
も
多
〈
の
揚
合
計
拡
官
の
体
給
問
と
し
て
給
興
せ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
後
者
即
ち
年
賀
及
び
公
一
帯
・
雑
公
事
共
に
負
捨
す
ぺ
き
田
地
、
と
れ
が
班
閥
の
ふ
へ
部
分
を
占
め
て
ゐ
て
、

一
応
え
・
上
王
、
〉

b
1

am司
月
七
r
t
u
h
H

併
す
る
持
活
の
上
地
?
あ
る
。
以
ヒ
枕
く
と
と
ら
の
旧
・
日
間
の
税
制
州
を
炎
不
す
れ
ば
次
の
如
〈
に
取
る
c

現
fF 
同

自
~司ーー~ーー一旬、

定除
問 1+1

官官11 刺I

物 仰
向日1

53量生
川、 主主f 日

韮孟 給
名聞 lfI 

岡 井
料
1'1 
著

む
荘
園
の
支
配
管
理
機
構

土
地
を
耕
作
す
る
蛙
民
を
管
理
す
る
た
め
の
機
関
を
設
置
し
友
け
れ
ば
な
ら
左
い
。
証
問
領
主
の
多
く
は
宮
廷
貴
族
企
布
く
は
そ
れ
に

荘
園
は
結
局
罰
則
主
と
妊
民
と
の
支
配
被
支
配
の
蹴
係
に
そ
の
基
礎
を
世
く
。
さ
れ
ば
領
主
は
そ
の

準
や
る
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
の
住
宅
は
主
と
し
て
京
都
に
あ
っ
た
。
妊
闘
の
所
在
地
は
全
岡
各
地
に
渉
り
、

一
の
領
主
の
班

園
は
一
の
地
域
に
纏
っ
て
存
在
す
る
と
い
ふ
如
き
、
存
在
の
仕
方
で
は
な
い
。
所
謂
散
在
所
有
制
で
る
り
、
一
の
領
主
は
数
個
の
紅

闘
を
所
有
す
る
の
が
常
で
あ
り
一
、
そ
れ
は
全
同
各
地
に
散
在
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
領
主
自
ら
こ
れ
が
支
配
管
理
を
行
ふ

と
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
必
や

'
M

門
口
政
機
闘
の
設
置
を
必
要
、
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
今
迎
刷
用
に
使
た
ら
し
む
る
た
め
に
普
通
一
般
の
荘

闘
に
於
け
る
管
珂
一
系
統
を
次
に
表
示
し
よ
う
。

賓 JJ圭岩氏、井料のIifF究、際史地湖、第69巻第z・3挑4) 
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一
公
文
一

領
主

|
l預
所

l
l
荘
宣

γ
|↓
京
民

一
凹
所
一

戸
迫
捕
使
、

預
所
は
一
悲
閑
に
於
け
る
最
高
の
管
現
機
闘
に
し
て
、
領
主
の
委
任
を
受
け
て
荘
閑
管
瑚
事
務
の
全
般
に
渉
っ
て
領
主
の
た
め
に
と

れ
を
代
行
す
る
者
で
あ
る
。
し
か
し
て
預
所
は
領
主
の
居
住
地
に
居
住
す
る
の
が
普
通
で
る
り
、
従
っ
て
荘
園
現
地
に
在
住
し
た
の

で
は
夜
い
。
現
地
駐
在
の
役
人
が
所
謂
狭
義
の
班
官
で
あ
る
ヮ
預
所
は
現
地
の
駐
官
と
聯
絡
を
と
る
た
め
K
屡
K

そ
の
代
官
を
現
地

に
仮
遺
し
た
。
問
所
代
と
い
は
れ
る
も
の
が
こ
れ
に
し
て
、
舵
民
並
に
荘
官
等
は
と
れ
を
御
使
し
し
敬
ひ
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
現
地

に
駐
作
ト
ナ
る
抗
官
の
名
栴
け
府
聞
の
系
統
如
何
に
よ
り
ー
ま
た
は
地
方
的
差
異
K
悲
い
て
、
種
々
雑
多
で
あ
る
が
、
犬
剛
聞
に
於
で
前

表
に
示
す
下
司
・
公
文
・
問
所
・
迫
姉
伎
の
四
穫
が
普
通
で
る
っ
た
と
見
て
よ
い
。
こ
の
う
ち
下
司
は
荘
官
中
の
長
官
と
も
い
ふ
べ
き

も
の
で
、
現
地
に
於
け
る
荘
務
の
一
切
を
綜
括
し
た
。
班
関
統
治
の
官
雌
た
る
班
家
は
普
通
下
司
の
邸
宅
内
に
設
け
ら
れ
て
ゐ

τ、

一
に
公
文
所
と
も
呼
ば
れ
た
。
公
文
は
書
記
と
も
い
ふ
ぺ
く
、
問
所
は
岡
地
管
理
人
、
追
姉
使
は
常
今
の
警
察
釘
に
犬
側
首
る
担
刊
で

る
ら
う
。
と
の
他
山
山
ほ
荘
官
に
準
や
ぺ
き
も
の
に
問
丸
が
あ
っ
た
。
問
丸
は
班
闘
で
徴
収
し
た
年
賀
共
他
を
領
主
の
邸
宅
ま
で
運
搬

す
べ
き
責
任
者
で
、
海
路
に
よ
る
場
合
に
は
別
に
梶
取
友
る
も
の
が
置
か
れ
て
ゐ
た
と
と
も
る
る
。
以
上
の
荘
官
は
要
す
る
に
荘
園

内
の
治
安
を
維
持
し
、
田
昌
を
検
校
し
、
貢
租
を
取
り
立
て
L
領
主
に
納
付
す
る
た
め
の
機
関
に
外
た
ら
友
か
っ
た
。

し
か
し
こ

L

K
注
意
す
ぺ
き
は
こ
れ
ら
の
荘
官
は
多
く
地
方
の
土
豪
邸
ち
地
主
(
名
主
)
を
以
っ
て
こ
れ
に
充
で
た
と
い
ふ
と
と
で

日
本
荘
闘
の
構
法

第
四
十
七
巻

第

披



日
本
荘
閑
の
構
造

t
F
凶
十
七
巻

第

競

あ
る
。

土
豪
の
う
ち
に
は
数
個
の
荘
官
を
粂
ね
た
も
の
も
無
論
あ
っ
た
。
前
に
述
べ
た
牟
誕
の
長
者
種
松
と
か
利
仁
勝
軍
の
臼
男
有
仁

と
か
は
か
く
の
如
き
類
の
も
の
で
あ
っ
た
と
忠
は
れ
る
。
彼
等
の
有
す
る
成
大
友
名
目
は
一
般
活
民
を
し
て
下
作
せ
し
め
た
揚
合
も

あ
っ
た
し
、
ま
た
既
述
の
下
人
を
駆
使
し
て
自
営
し
た
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ら
ラ
。
し
か
し
て
彼
等
は
地
主
た
る
の
反
而
に
於
て
、

一
家
一
門
の
他
に
殿
原
と
稿
す
る
邸
従
が
彼
等
、
と
主
従
闘
係
に
於
て
従
属
し
て
ゐ
た
が
.

の
殿
阪
自
身
亦
一
個
の
小
地
主
で
、
荘
関
内
に
於
け
る
特
権
階
級
と
し
て
洞
振
り
を
利
!
日
せ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
恥
。

ま
た
武
士
的
性
格
を
も
有
し
て
ゐ
穴
。

紋
上
の
砿
閥
的
百
迎
の
諸
役
人
は
、
領
主
に
劃
し
て
創
刊
現
の
義
務
を
負
強
J
9
る
報
償
と
し
て
、
そ
れ

λ
¥
一
定
の
如
何
分
機
を
駈
(
(
ら

れ
て
ゐ
た
。
領
主
に
上
納
す
る
貢
租
と
賎
官
の
得
八
刀
と
は
、
も
と
よ
り
悉
く
斑
山
内
の
負
携
す
る
と
と
ら
で
あ
る
。
領
主
へ
の
貢
租
は

大
別
し
て
年
貢
{
官
物
・
所
常
)
と
公
事
と
夫
役
と
の
三
種
と
在
す
こ
と
が
出
来
る
。
年
貢
は
問
自
同
に
課
す
る
正
税
で
あ
り
、
賦
課
率
は

荘
園
に
よ
り
ま
た
田
口
聞
に
よ
っ
て
必
し
も
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
例
へ
ば
備
後
図
太
同
一
枇
で
は
三
斗
代
以
下
八
色
の
斗
代
が
定
め
ら

れ
て
ゐ
た
に
射
し
可
若
狭
園
太
良
症
で
は
一
石
代
よ
り
三
十
代
ま
で
十
四
種
の
差
等
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
た
。
領
主
の
牧
入
は
と
れ
ら

の
官
物
岡
よ
り
の
年
貢
の
外
、
更
に
前
述
の
佃
よ
り
の
牧
入
が
あ
ワ
た
。
佃
よ
り
の
牧
入
は
皐
位
面
積
に
つ
い
て
見
れ
ぽ
、
官
物
問

よ
り
遥
か
に
大
で
あ
っ
た
の
は
勿
論
で
あ
る
。
公
事
は
種
、
R

の
雑
枕
で
あ
り
、
課
税
物
件
・
課
税
標
準
共
に
匝
K

に
し
て
、
中
に
は

人
頭
税
的
た
も
の
も
存
在
し
た
。
会
事
と
し
て
徴
牧
さ
れ
た
も
の
は
米
萎
以
外
の
農
産
物
・
林
産
物
・
水
産
物
及
び
妊
民
が
農
耕
の
徐

暇
に
生
産
せ
る
手
工
的
製
品
等
で
あ
っ
た
。
夫
役
は
力
役
で
あ
り
、
弊
働
力
そ
の
も
の
L
給
付
で
あ
る
。

こ
れ
を
庚
義
陀
解
す
一
れ
ば

前
中
辿
の
伺
耕
作
の
如
き
も
勿
論
と
の
中
に
含
ま
る
ミ
わ
け
で
あ
る
が
、

課
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
の
外
に
も
向
ほ
種
K

の
雑
役
に
駆
使
す
る
た
め
に
夫
役
を

一
例
を
皐
ぐ
れ
ば
山
城
園
乙
訓
郡
久
世
妊
に
て
は
一
町
別
月
に
四
日
の
夫
役
が
課
せ
ら
れ
て
ゐ
た
し

J

備
後 と

拙稿、殿原考、経済史研究、第'9巻第I披
拙稿、備後図太田庄の掛究(上)、車~I稗史問究、第39掠
梼水三男氏、中世に於け z若狭大良部?の農民、挺史と地理、青写29君子第4挽
f岡に聞しては、津田吾一氏、府同線桝及び側、史製雑誌、第4

'
嗣第3抗、及ひ"7}丸上

一久氏、悲閥に於ける佃l亡就いて、賂史事前究、第7巻第5獄、西岡虎之助民、中世
荘園内に於ける土地配分形態、史苑、第四谷4焼、参照的津田苦一氏、前掲前文
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図
太
田
斑
に
て
は
順
夫
一
町
別
一
人
、
脚
力
二
十
町
別
一
入
、
外
に
馬
も
亦
傭
馬
と
し
て
二
町
別
一
疋
の
割
で
徴
笈
せ
ら
れ
る
と
と

に
な
っ
て
ゐ
た
。

悲
官
の
得
分
は
斑
園
の
大
小
に
よ
り
・
ま
た
そ
の
地
位
の
相
違
に
よ
っ
て
、
こ
れ
亦
種
々
で
る
る
が
、
大
健
に
於
て
加
徴
米
と
公

事
と
給
昨
・
給
名
と
よ
り
成
っ
て
ゐ
た
と
い
っ
て
よ
い

Q

加
徴
米
と
は
領
主
の
五
租
即
ち
年
買
に
針
ず
る
賦
課
税
で
あ
り
、
そ
の
率

は
凡
そ
段
別
五
升
乃
至
五
合
、
公
事
は
領
主
の
揚
品
目
と
大
同
少
異
で
る
る
。
給
同
は
俸
給
同
と
し
て
領
主
へ
の
課
枕
一
切
が
免
除
さ

れ
た
も
の
、
凡
そ
二
二
二
町
か
ら
四
・
五
段
程
度
、
給
名
は
会
事
・
雑
公
事
の
み
が
免
除
さ
れ
た
土
地
で
、
乙
の
商
積
も
亦
大
韓
給
問

に
準
や
る
。
以
上
の
外
、
娃
官
に
針
し
で
も
夫
役
課
徴
樺
を
許
し
た
揚
合
も
あ
れ
ば
、
ま
た
検
断
の
得
分
と
い
っ
て
荘
内
犯
罪
人
を

財
産
刑
に
慶
し
た
揚
合
民
、

こ
れ
を
症
官
の
得
分
と
し
亡
分
割
す
る
と
と
も
行
は
れ
て
ゐ
た
。
向
ほ
高
野
山
領
荘
園
に
於
て
は
と
の

外
に
苑
家
な
る
一
定
数
の
百
姓
佐
舵
官
身
法
の
維
事
双
び
そ
の
名
川
の
耕
作
等
に
駆
使
す
る
た
め
に
、
宛
給
ず
誌
と
と
も
行
は
れ
で

ゐ
た
。
以
上
の
如
き
が
斑
官
の
得
分
の
大
略
で
あ
る
が
、
現
地
駐
在
の
延
官
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
買
力
を
行
使
し
て
規
定
以
上
の
得

八
?
を
食
り
、
ま
た
薙
民
を
-
小
川
品
に
組
使
し
、
た
め
に
班
民
は
そ
の
負
携
に
嘩
え
や
'
・
逃
散
を
企
て
た
如
き
揚
合
も
少
く
は
な
か
っ
た
c

上
漣
の
如
き
普
通
の
荘
官
の
外
、
准
斑
宮
と
も
い
ふ
ぺ
き
問
丸
及
び
梶
取
に
針
し
で
も
一
定
の
得
分
を
奥
へ
た
と
と
は
勿
論
で
、

既
渇
の
隷
局
工
匠
に
し
て
荘
園
に
直
属
す
る
者
に
も
亦
給
阿
或
は
給
名
を
奥
へ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
述
ぷ
る
領
主
及
び
斑
官
の
得
分
の
総
て
は
結
局
荘
民
の
負
婚
と
在
る
わ
け
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
一
四
開
会
牧
獲
の
幾
剣
が
妊
民

の
手
陀
残
り
、
曲
四
割
だ
け
が
上
納
せ
ら
れ
も
凡
で
あ
ら
う
か
。
屡
h

国
間
明
せ
し
が
如
く
荘
閣
は
そ
の
成
立
系
統
の
差
速
に
よ
り
ま
た
地

方
的
友
相
遂
に
よ
っ
て
、
著
し
く
事
情
を
異
に
し
て
ゐ
る
の
で
、

一
概
に
こ
の
割
合
を
算
定
す
る
と
と
は
、
困
難
で
も
あ
り
、
冒
険

で
も
あ
る
。
し
か
し
大
胞
の
見
官
を
つ
け
る
参
考
と
し
て
、
暫
く
自
分
の
考
へ
を
述
ぶ
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
友
ら
ば
、
私
は
凡
そ
三

日
本
薙
同
聞
の
構
法

第
四
十
七
巻

第

競

拙稿、前掲備後岡大同庄の研究(Jo)
拙稿、兎員長考、終済史餌究、策18巻第2E慌l

10) 



日
本
駐
闘
の
構
造

第
四
十
七
巻

四

四

第

銃

会
七
氏
の
割
合
で
は
友
か
っ
た
か
と
思
ふ
。
印
ち
会
牧
獲
の
約
一
一
一
割
が
領
主
並
に
荘
官
の
得
分
と
し
て
よ
納
せ
ら
れ
、
七
割
が
肱
氏

の
手
に
残
っ
た
も
の
と
考
へ
る
。
し
か
し
症
民
中
に
は
既
に
階
級
の
八
刀
化
が
生
じ
、

地
主
と
作
人
と
の
別
が
存
在
し
た
る
が
故
に
、

と
の
七
割
の
全
部
が
賓
際
耕
作
者
の
手
に
残
っ
た
わ
け
で
は
友
い
。
否
、
賃
際
耕
作
者
た
る
作
人
の
候
に
は
い
る
も
の
は
極
め
て
僅

少
で
三
割
足
ら
や
に
過
ぎ
友
か
っ
た
。
四
割
以
上
は
地
主
の
有
に
腕
し
た
も
の
1r
考
へ
る
コ
(
こ
れ
ほ
今
私
の
暫
定
的
な
見
常
で
あ
る
。
穴

例
に
よ
る
豆
碍
な
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
。
)
さ
れ
ば
、

三
公
七
民
と
い
っ
て
も
、
作
人
の
忘
揚
か
ら
い
へ
ば
、

七
公
ご
一
日
比
一
に
も
や
川
ら
な

い
程
度
で
あ
っ
た
。
し
れ
の
み
た
ら

F
、
以
上
は
た
ピ
正
訓
打
つ
い
亡
の
み
い
へ
る
と
と
で
る
っ
て
、
責
租
の
全
部
に
勺
い
一
し
で
日

-
泣
い
。
営
時
の
荘
民
に
と
っ
て
最
も
苦
痛
と
感
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
正
租
よ
り
も
寧
ろ
爾
飴
の
公
事
及
び
夫
伎
の
義
務
で
あ
っ
た
。

の
と
と
は
紅
閤
文
書
を
読
む
誰
し
も
が
容
易
に
成
山
中
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。

の
経(三)
憐症
に園
せに
よ 方を

け
司主 る
官交
土換
豪機
の構
粧
済
に
せ
よ

上
高
市
漣
ぶ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
略
々
察
知
し
得
ら
れ
る
が
如
く
、
駐
闘
に
於
け
る
経
桝
は
、
領
主

は
た
ま
た
一
般
駐
民
の
経
済
に
せ
よ
、
大
慢
に
於

τ向
給
自
足
の
経
済
を
替
ん
だ
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
生
活
必
需
品
に
し
て
絶
射
に
そ
の
土
地
で
産
出
せ
ら
れ
ざ
る
如
き
財
に
限
つ
て
は
‘
ど
う
し
て
も
そ
の
供
給
を

他
領
に
仰
が
ざ
る
を
得
・
な
い
。
か
く
て
闘
・
銭
等
の
如
き
必
需
品
は
早
〈
か
ら
商
品
化
し
て
ゐ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
現
花
束
寺
領

た
る
伊
藤
図
弓
削
島
は
堕
の
荘
園
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
年
貢
物
た
る
躍
は
淀
で
責
却
さ
れ
る
ほ
か
現
地
の
島
に
於
で
も
代

官
に
よ
っ
・
て
賓
捌
か
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
と
れ
ら
の
財
貨
の
交
換
責
買
は
如
何
な
る
機
舎
に
如
何
な
る
方
法
に
よ
っ
て
行

は
れ
て
ゐ
た
か
と
い
ふ
に
、
そ
れ
は
主
と
し
て
市
に
於
て
で
あ
っ
た
。
市
は
一
初
め
不
定
期
市
で
あ
っ
た
が
荘
園
成
熟
期
に
は
そ
の
大

部
分
が
一
定
の
期
日
に
規
則
的
に
悶
か
れ
る
定
期
市
と
襲
っ
て
ゐ
た
。

さ
て
こ
れ
ら
の
市
を
訪
ね
る
人
々
は
、
附
近
一
帯
の
駐
官
・

地
主
・
荏
民
を
初
め
と
し
、
ま
た
「
旧
合
わ
た
ら
ひ
」
と
呼
ば
る
h
行
商
人
も
参
集
し
、
鍛
冶
屋
・
土
器
削
・
檎
物
師
・
革
工
等
の
隷
属 と

との推算についでは、前掲樺同氏論文が大いに参考と tる。

梼ァ'1<三男氏、躍の荘間「伊張図弓削島」、確史皐研究、第7君子第5披
豊岡武氏、庄圏内田市場、歴史革研究、第7巻第5競
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ヱ
人
達
も
主
家
へ
の
奉
仕
の
徐
暇
に
製
作
し
た
種
々
の
子
工
口
問
を
資
ら
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
市
に
於
け
る
交
換
は
初
め
は
生
活

必
需
品
に
限
ら
れ
た
で
る
ら
う
が
、
拡
官
・
地
主
等
の
欲
望
の
増
進
の
結
果
は
、
市
札
第
に
種
々
の
賛
津
品
の
貰
買
も
行
は
れ
る
や
ろ

に
な
っ
た
。
建
武
元
年
若
狭
闘
太
良
症
の
百
姓
致
人
が
近
接
す
る
今
宮
名
遠
敷
市
へ
買
物
に
行
き
、
師
塗
守
護
代
以
下
の
悪
黛
の
た

め
そ
の
財
物
を
奪
は
れ
た
こ
止
が
あ
る
が
、
そ
の
財
物
に
は
、
絹
布
・
縫
小
袖
・
鮒
布
・
白
布
・
紹
・
抽
出
綿
。
刀
。
布
f
小
袖
等
の
名
が
見

え
る
か
ら
、
こ
の
頃
に
至
れ
ば
平
や
相
常
友
存
修
口
聞
が
商
品
と
し
て
一
質
問
貝
せ
ら
れ
た
と
と
が
知
ら
れ
る
。

交
換
手
段
は
初
め
は
所
謂
准
絹
・
准
布
と
い
ふ
が
如
き
物
日
間
貨
幣
で
あ
っ
た
が
、
弐
第
に
銅
銭
が
用
び
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。

銅
銭
と
い
っ
て
も
常
時
日
本
に
於
て
は
貨
幣
の
鰭
浩
せ
ら
れ
た
も
の
が
た
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
支
祁
の
米
よ
り
腎
ら
さ
れ
た
と
こ

ろ
の
よ
ぷ
銭
が
主
で
あ
っ
た
。
政
府
は
貨
幣
の
使
川
が
物
関
を
動
燦
せ
し
ひ
る
を

J

会
え
て
初
め
は
鋳
貨
使
別
停
止
の
方
策
左
採
っ
た
が

治
決
三
年
に
は
そ
の
流
泌
を
公
認
し
、
嘉
誠
二
小
引
に
主
つ
て
は
終
に
准
布
を
と
H
L

め
て
銅
銭
を
用
ふ
べ
し
と
の
命
令
を
下
す
ま
で
に

至
っ
た
。
も
と
よ
り
銅
銭
の
普
及
は
地
方
に
よ
り
渥
謹
の
差
の
る
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
大
慌
に
於
て
鎌
倉
中
期
よ
り
益
々
流
通

し
て
い
っ
た
と
見
て
差
支
へ
な
い
。

金
属
貨
幣
の
使
用
が
普
及
す
れ
ば
交
瑛
は
袋
K

瀕
繁
に
行
は
れ
、
荘
園
領
主
へ
の
年
貢
も
銭
納
化
す
る
に
至
る
。
隷
脇
工
匠
逮
が

猫
立
手
工
業
者
化
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
、
か
の
問
丸
が
仲
繕
商
業
機
闘
と
し
て
の
活
動
を
開
始
す
る
に
至
る
の
は
、

五
に
と
の
時

以
後
の
出
来
事
で
る
る
。

市
場
の
繁
昌
は
荘
閥
領
主
や
娃
官
・
土
豪
も
ん
山
王
む
と
と
ろ
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
と
L
で
そ
の
購
買
欲
を
満
足
せ
し
む
る
と
と
が
出

来
た
し
、
ま
た
市
場
枕
を
徴
牧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
政
牧
入
を
増
加
せ
し
む
る
を
得
た
か
ら
で
る
る
。
従
っ
て
彼
等
は
桜
力
市
揚

を
保
護
し
、
そ
の
不
和
の
維
持
に
努
め
た
。
飢
暴
狼
籍
の
一
禁
止
、
押
寅
・
押
買
の
禁
止
は
そ
の
犬
め
採
ら
れ
た
方
策
で
あ
り
、
公
正

日
本
来
闘
の
構
造

第
四
十
七
巻

第

蹴

互E

:h: 

盛岡武氏、前掲論文16) 15) 



日
本
碇
闘
の
構
法

第
四
十
七
巻

~ ノ、

第

披

/' 

債
格
表
く
は
標
準
値
段
と
も
い
ふ
べ
き
『
和
市
』
の
法
さ
で
既
に
鎌
倉
中
期
に
は
存
在
し
て
ゐ
た
。

結

言

絞
上
の
如
き
が
我
国
証
閣
の
そ
の
成
熟
期
に
於
け
る
楠
誌
の
概
略
で
あ
る
が
、

か
く
の
如
き
荘
園
を
恭
礎
的
地
幣
と
し
て
我
が
初

期
封
建

ω
政
治
的
支
配
悌
制
は
打
ち
樹
て
ら
れ
、
そ
の
内
的
構
逃
の
挺
化
に
伴
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
後
期
封
建
制
へ
と
惟
移
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
と
の
過
程
は
如
何
に
し
亡
行
ば
れ
た
か
c

以
下
間
半
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
迎
ぺ
、

ー
っ
と
引
ド
白
川
明
}
と
伺

E

'l，
J
V
4
4
i
F
q
p
m
ー
リ

ν
早
川

f
r
i
v

ム」
I
U
ト
4
F

っ。

活
閣
の
勃
興
は
反
商
か
ら
い
へ
ば
中
央
政
機
の
弛
綬
で
あ
る
。
中
央
政
権
の
弛
綬
は
、
そ
れ
が
も
早
や
岡
内
治
安
雄
持
の
任
に
桂

え
な
く
な
っ
た
と
と
を
意
味
す
る
。
か
く
て
大
化
改
新
と
共
に
布
か
れ
た
軍
圏
制
は
、
や
が
て
健
児
制
と
替
へ
ら
れ
、

と
れ
を
以
つ

て
閥
内
治
安
の
維
持
に
首
ら
し
め
ん
と
し
た
が
、

と
の
己
と
は
自
づ
と
土
衰
の
武
士
化
を
招
来
し
、
闇
可
の
武
官
化
と
相
倹
っ
て
、

つ
は
も
の

こ
れ
ら
の
武
士
の
聞
か
ら
所
謂
『
兵
の
家
』
た
る
武
士
の
棟
梁
の
家
筋

愈
士
山
士
と
い
ふ
新
し
い
身
分
が
形
成
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。

が
出
現
し
た
。
し
か
し
て
こ
れ
ら
武
士
の
聞
に
は
漸
失
君
臣
主
従
の
開
係
が
結
ぽ
れ
つ
L
あ
っ
た
が
、

こ
の
闘
係
を
結
ぶ
紐
帯
と
左

っ
た
も
の
が
、
印
ち
御
恩
奉
仕
の
閥
係
た
の
で
あ
る
。

と
の
際
部
下
へ
の
恩
給
の
客
憶
と
た
っ
た
も
の
が
、
貨
に
前
週
の
荘
闘
に
於

け
る
碇
官
峨
で
あ
っ
た
c

武
士
の
棟
梁
は
或
は
自
己
の
荘
園
の
斑
官
峨
に
部
下
を
補
任
す
る
と
と
に
よ
り
、
或
は
他
領
混
同
の
前
官

峨
に
部
下
を
口
入
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
更
に
或
は
部
下
の
既
に
有
す
る
特
定
拡
闘
の
妊
官
臓
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
吹
第
に

そ
の
威
勢
を
張
り
つ

L
あ
っ
た
。
か
く
て
武
士
の
聞
に
形
成
せ
ら
れ
た
主
従
閥
係
も
、
営
初
は
草
た
る
私
的
闘
係
に
過
ぎ
泣
か
っ
た
。

然
る
に
そ
の
中
の
最
強
者
を
中
心
と
す
る
一
聯
の
主
従
蹴
係
が
、

や
が
て
全
刷
的
に
横
充
せ
ら
れ
、
爾
徐
の
も
の
は
と
れ
に
包
柿
統

亡
、
品
式
一

A
V
F
 



一
せ
ら
れ
て
行
く
。

と
ミ
に
於
て
か
、
そ
れ
は
も
は
や
私
的
闘
係
た
る
こ
と
を
止
揚
し
て
既
に
公
的
闘
係
た
る
の
佐
賀
を
帯
ぷ
る
に

至
っ
た
も
の
で
、

こ
の
附
係
を
通
じ
て
一
閣
の
政
治
が
運
替
せ
ら
れ
る
と
き
、

と
ミ
に
政
治
的
支
配
開
制
と
し
て
の
封
建
制
度
が
成

立
す
る
の
で
る
る
。
か
く
の
如
き
鎖
充
の
試
み
は
、
一
初
め
卒
氏
に
よ
っ
て
行
は
れ
ん
と
し
た
が
、
成
功
を
見
守
し
て
巳
み
)
弐
い
で

源
頼
朝
起
る
に
及
ん
で
、
漸
く
寅
現
の
運
び
に
至
っ
た
。
頼
朝
に
よ
る
地
頭
の
口
入
は
即
ち
こ
れ
を
意
味
す
る
。

-
E
〉
眼
前
庁
間
円
也

H

Eσ
一
開
院

F
3
1
-
E

と
は
、

一
口
に
い
へ
ば
従
来
諸
荘
園
に
置
か
れ
て
ゐ
た
下
司
に
代
ふ
る
に
闘
東
御
家
人
を
以
つ
で
し
た
も
の
L
謂
ひ
で
あ
る
。
尤
も

文
治
年
間
忙
於
け
る
抑
制
朝
の
地
頭
口
入
は
地
闘
領
主
た
る
権
門
勢
家
の
反
則
剖
の
た
め
に
、

一
時
幾
分
緩
和
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
友
か
っ

た
が
、
し
か
し
妊
公
を
論
ぜ
や
全
国
一
尉
に
と
れ
を
設
置
せ
ん
止
の
幕
前
常
初
の
政
策
は
、

決
し
て
校
乗
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
そ
の
後
と
雌
も
種
々
の
口
貨
の
下
に
唆
第
に
地
頭
口
入
の
数
を
同
惜
し
て
い
っ
た
。
殊
に
品
市
久
役
後
に
で
主
つ
て
は
所
謂
新
制
地
問

の
術
任
と
な
り
、
全
国
殆
ん
ど
幕
府
口
人
の
地
頭
の
存
布
山
下
d
v
q
地
収
ヨ
に
去
っ
た
。

と
の
諸
凶
班
闘
に
於
る
内
勤
職
K
、
源
氏
放

下
の
御
家
人
を
口
入
す
る
政
策
と
そ
.
源
氏
を
中
心
と
す
る
主
従
闘
係
を
会
閥
的
に
損
充
せ
る
も
の
で
、

と
れ
を
来
礎
と
し
て
営
時

の
政
治
は
建
替
せ
ら
れ
た
。
従
っ
て
こ
の
初
期
封
建
の
鵠
制
に
於
て
は
、
部
下
に
興
へ
ら
れ
た
封
土
は
、
土
地
人
民
の
全
的
支
配
構

で
は
な
〈
、
遊
園
に
於
け
る
荘
官
臓
に
過
ぎ
左
い
。
版
関
領
主
は
依
然
存
在
し
、
た
ピ
領
主
の
下
で
航
闘
の
管
現
を
行
ふ
峨
棟
、
並

に
そ
れ
に
件
ふ
一
定
の
得
八
刀
模
の
み
が
、
闘
東
御
家
人
に
射
す
る
恩
給
の
客
鰐
と
友
っ
た
も
の
で
あ
る
。

と
L
K
初
期
封
建
の
特
色

が
存
す
る
。

以
上
の
如
〈
遊
園
を
基
礎
と
し
て
封
建
制
度
が
成
立
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
活
困
自
鰹
の
側
か
ら
凡
れ
ば
、
そ
れ
は
荘
閥
制
そ
の

も
の

L
竣
質
に
外
な
ら
た
い
。
何
故
か
た
れ
ば
、
従
来
領
主
の
一
元
的
支
配
下
に
立
っ
て
ゐ
た
地
闘
が
、

こ
の
時
以
来
領
主
及
び
幕

府
と
い
ふ
二
主
支
配
の
下
に
立
た
ざ
る
を
得
友
く
た
っ
た
か
ら
で
る
る
。
詳
言
す
れ
ば
、
府
関
は
従
来
は
そ
の
領
主
に
よ
っ
て
一
切

日
本
燕
闘
の
砕
誼

第
凶
寸
七
巻

ぺJ

体

腕

Fじ



日
本
荘
閉
山
構
造

第
四
十
七
巻

A 

第

銃

i¥. 

を
支
配
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
班
閤
管
理
宥
た
る
拡
官
は
峨
務
上
に
於
て
も
、
身

J

分
上
に
於
て
も
、
共
代
妊
同
領
主
の
支
配
を
仰
が
ね
ば

怒
ら
や
、
ま
た
領
主
の
命
に
さ
へ
忠
順
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
で
足
り
た
の
で
あ
る
。
若
し
峨
務
上
不
買
の
と
と
が
る
れ
ば
、
領
主
は
こ

れ
を
発
瓢
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
一
度
ぴ
幕
府
の
口
入
に
よ
っ
て
地
頭
が
湛
闘
に
補
佐
さ
れ
て
か
ら
は
‘
地
頭
に

封
ず
る
職
務
上
の
支
配
擁
は
依
然
と
し
て
荘
園
筑
王
が
こ
れ
を
有
す
る
も
、
身
分
上
の
支
配
機
は
も
は
や
領
主
に
は
な
ノ
¥
と
れ
を

ぷ
右
す
る
も
の
は
幕
府
で
あ
る
。
新
し
地
副
が
非
・
泌
を
働
い
て
も
、
領
主
は
同
己
の
一
存
で
ヱ
れ
を
発
則
す
る
を
得
な
い
。

必
すτ

鎌

ん
川
判
の
同
意
そ
必
要
と
す
る
。

そ
こ
で
結
問
命
令
系
統
そ
具
に
す
る
二
つ
の
支
配
慌
が

同
時
に
同
一
の
五
関
に
及
ぶ
こ
と
L
た
つ

た
の
で
る
る
。

と
の
こ
と
は
荘
閤
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は
大
な
る
縫
質
と
い
は
ざ
る
を
得
左
い
。

さ
て
荘
園
の
機
構
が
上
述
の
如
き
鐙
化
を
途
ぐ
る
に
至
れ
ば
、
ザ
批
関
領
主
と
地
頑
と
の
割
立
抗
守
が
惹
起
さ
れ
る
で
あ
ら
ろ
と
と

は
容
易
に
逆
晴
し
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
事
賓
と
の
凌
質
せ
る
舵
闘
こ
そ
は
、
所
務
上
の
一
問
題
を
中
心
と
す
る
領
主
割
地
一
刻

の
葛
藤
を
培
ふ
温
尿
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
こ
の
温
床
白
慌
が
既
に
武
士
勢
力
仲
張
の
所
産
で
あ
る
と
と
は
勿
論
だ
が
、

と
れ
は
亦
営
然
に
そ
の
勢
力
を
し
て
更
に
一
一
居
進
展
せ
し
む
る
に
役
立
ワ
た
。
鎌
倉
中
期
以
後
の
際
史
は
、
賓
に
こ
の
費
質
せ
る
府

闘
を
背
景
と
し
で
演
出
せ
ら
れ
た
荘
園
領
主
封
地
頭
の
闘
等
の
歴
史
一
で
あ
り
、
武
士
の
武
力
に
よ
っ
て
領
主
の
勢
力
が
漸
次
賢
食
歴

倒
せ
ら
れ
ゆ
く
過
程
に
外
な
ら
な
い
。
帥
ち
二
重
支
配
の
闘
係
は
復
た
一
元
的
支
配
に
帥
へ
り
ゆ
く
の
で
あ
る
。

が
、
そ
れ
は
蕉
の

如
〈
旋
周
領
主
の
一
元
的
支
配
に
復
へ
る
の
で
は
た
く
、
駐
問
領
主
の
支
配
樺
を
駆
逐
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
士
の
一
元
的
支
配

に
向
っ
て
歩
み
ゆ
く
の
で
あ
る
。

乙
の
武
士
支
配
へ
の
一
元
化
は
、
ユ
一
一
ロ
葉
を
換
へ
て
い
へ
ば
、
大
名
領
地
の
成
立
で
あ
り
、
同
時
に

か
く
て
大
名
領
地
の
基
礎
の
上
に
封
建
制
度
が
移
し
植
え
ら
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
後
期
封
建
制
の
成
立

を
見
る
。
従
っ
て
こ
の
過
程
は
ま
た
近
世
封
建
へ
の
移
行
の
過
程
に
外
な
ら
ね
。

庭
園
の
波
洛
過
程
で
あ
る
。

ー
一
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