
番
役
に
見
る
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
制
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【
要
約
】

本
稿
は
︑
京
都
大
番
役
な
ど
の
番
役
の
検
討
に
よ
り
︑
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
の
地
域
的
な
差
異
・
時
代
的
な
変
化
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
た

も
の
で
あ
る
︒
第
一
章
で
は
︑
東
国
と
西
国
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
た
︒
西
国
で
守
護
が
大
番
催
促
を
行
う
の
に
対
し
︑
東
国
で
は
各
番
の
責
任
者
で
あ

り
︑
催
促
を
受
け
る
御
家
人
と
同
じ
勤
仕
者
と
し
て
の
立
場
に
あ
る
﹁
番
頭
﹂
が
催
促
を
行
う
こ
と
を
論
じ
た
︒
こ
こ
か
ら
︑
﹁
番
頭

東
国
御
家
人
﹂

＝
臨
時
的
・
共
同
勤
仕
的
性
格
が
濃
厚
︑
﹁
守
護

西
国
御
家
人
﹂
＝
恒
常
的
・
統
属
関
係
的
性
格
が
濃
厚
︑
と
い
う
大
番
役
と
御
家
人
制
の
構
造
を
見

出
し
た
︒
第
二
章
で
は
︑
時
代
に
よ
る
変
化
に
つ
い
て
述
べ
た
︒
一
三
世
紀
半
ば
に
御
家
人
の
枠
が
拡
大
す
る
が
︑
こ
れ
は
宮
騒
動
・
宝
治
合
戦
と
い
う

政
情
不
安
の
な
か
で
幕
府
が
番
役
勤
仕
の
武
力
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
際
︑
建
久
年
間
︵
一
一
九
〇
～
九
九
︶
以
来

の
東
国
・
西
国
御
家
人
間
の
格
差
が
解
消
す
る
可
能
性
も
生
ま
れ
た
︒
だ
が
︑
こ
れ
は
却
下
さ
れ
︑
御
家
人
制
の
根
本
的
な
閉
鎖
性
は
温
存
さ
れ
た
︒

史
林

一
〇
一
巻
六
号

二
〇
一
八
年
一
一
月

は

じ

め

に

鎌
倉
幕
府
は
︑
将
軍
︵
鎌
倉
殿
︶
と
主
従
関
係
を
結
ん
だ
武
士
を
多
数
組
織
し
て
い
た
︒
こ
れ
が
御
家
人
で
あ
り
︑
鎌
倉
幕
府
は
御
家
人
制

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
︒
た
だ
︑
御
家
人
制
の
あ
り
方
も
︑
地
域
・
時
代
に
よ
っ
て
一
様
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
御
家
人
制
の
実
態
を

つ
か
む
た
め
に
は
︑
そ
う
し
た
地
域
的
な
差
異
・
時
代
的
な
変
化
に
つ
い
て
も
つ
き
つ
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

本
稿
で
は
︑
御
家
人
制
の
地
域
的
・
時
代
的
な
偏
差
を
追
う
た
め
︑
御
家
人
た
ち
が
勤
仕
し
た
番
役
を
素
材
と
し
て
考
察
を
行
う
︒
番
役
に
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つ
い
て
は
︑
三
浦
周
行
が
研
究
の
先
鞭
を
つ
け①
︑
五
味
克
夫
氏
が
よ
り
具
体
的
な
制
度
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
︑
現
在
で
も
基
礎
研
究
と
し
て

の
価
値
を
持
っ
て
い
る②
︒
ま
た
近
年
で
は
︑
京
都
大
番
役
を
は
じ
め
と
す
る
軍
役
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
分
析
が

加
え
ら
れ
て
お
り
︑
数
あ
る
御
家
人
役
の
な
か
で
も
特
に
重
要
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る③
︒
武
家
で
あ
る
以
上
︑
平
時
の
軍
役

と
も
言
え
る
番
役
は
鎌
倉
幕
府
及
び
御
家
人
制
そ
の
も
の
の
性
格
に
関
わ
る
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
︑
番
役
の
勤
仕
形
態
か
ら
上
記
の
問
題
に

つ
い
て
も
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
︒

ま
ず
番
役
の
地
域
性
︑
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
既
に
五
味
克
夫
氏
に
よ
っ
て
︑
東
国
と
西
国
で
京
都
大
番
役
の
勤
仕
形
態
が
異
な
っ
て
い

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
御
成
敗
式
目
﹄
第
三
条
﹁
諸
国
守
護
人
奉
行
事
﹂
に
﹁
大
番
催
促
謀
叛
殺
害
人
付
夜
討
強
盗

山

賊

海

賊

﹂
と
あ
る④
よ
う
に
︑

大
番
催
促
は
守
護
の
基
本
的
職
権
︵
所
謂
大
犯
三
箇
条
︶
の
一
つ
で
あ
り
︑
守
護
の
御
家
人
統
率
権
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
だ
が
五
味
氏
に
よ

る
と
︑
東
国
に
は
守
護
の
統
制
に
服
さ
な
い
有
勢
御
家
人
が
お
り
︑
そ
の
よ
う
な
御
家
人
は
一
族
単
位
で
独
自
に
大
番
勤
仕
を
行
っ
た
と
い
う
︒

さ
ら
に
近
年
で
は
︑
守
護
制
度
そ
の
も
の
の
東
西
差
に
つ
い
て
も
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
︒
守
護
制
度
を
東
国
よ
り
西
国
に
お
い
て
発
達
し
た

制
度
と
捉
え
る
見
方
が
上
横
手
雅
敬
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
︑
加
え
て
熊
谷
隆
之
氏
︑
伊
藤
邦
彦
氏
ら
に
よ
り
︑
東
国
に
お
い
て
守
護
は
不
設

置
を
基
調
と
す
る
と
の
見
方
も
提
出
さ
れ
て
い
る⑤
︒
こ
う
し
た
守
護
制
度
の
地
域
偏
差
の
議
論
も
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
番
役
の
地
域
差
に

つ
い
て
も
︑
新
た
な
議
論
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︒
第
一
章
で
は
︑
京
都
大
番
役
の
勤
仕
形
態
に
お
け
る
東
国
と
西
国
の
違
い
に
つ
い
て

論
じ
る⑥
︒

続
い
て
︑
番
役
の
時
代
的
な
変
化
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
近
年
一
三
世
紀
半
ば
の
画
期
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
︒
京
都
大
番
役
は
鎌
倉

時
代
初
期
に
︑
御
家
人
の
み
が
勤
仕
す
る
体
制
が
確
立
し
た
︒
だ
が
高
橋
典
幸
氏
は
︑
一
三
世
紀
半
ば
に
幕
府
は
非
御
家
人
の
大
番
役
勤
仕
も

認
め
る
よ
う
政
策
変
更
し
た
と
論
じ
る⑦
︒
こ
れ
は
御
家
人
制
そ
の
も
の
の
性
格
の
変
化
も
示
唆
す
る
重
大
な
指
摘
で
あ
る
︒
だ
が
︑
高
橋
氏
の

解
釈
に
つ
い
て
は
異
論
も
出
さ
れ
て
お
り
︑
共
通
理
解
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
第
二
章
で
は
︑
こ
の
政
策
変
更
の
実
態
と
背
景
を
探

る
こ
と
に
よ
り
︑
番
役
が
ど
う
変
化
し
た
の
か
を
論
じ
る
︒
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以
上
の
番
役
の
検
討
か
ら
︑
御
家
人
制
に
つ
い
て
も
地
域
差
・
時
期
差
と
い
っ
た
具
体
像
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
二

つ
の
問
題
は
連
関
し
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
い
︒

①

三
浦
周
行
﹁
御
家
人
の
特
質
﹂
︵
同
﹃
日
本
史
の
研
究

新
輯
三
﹄
岩
波
書
店
︑

一
九
八
二
︑
初
出
一
九
二
五
︶
︒

②

五
味
克
夫
﹁
鎌
倉
御
家
人
の
番
役
勤
仕
に
つ
い
て
﹂
︵
初
出
一
九
五
四
︶
・
﹁
鎌

倉
幕
府
の
御
家
人
体
制
﹂
︵
初
出
一
九
六
三
︶
︵
い
ず
れ
も
同
﹃
鎌
倉
幕
府
の
御
家

人
制
と
南
九
州
﹄
戎
光
祥
出
版
︑
二
〇
一
六
︶
︒
た
だ
し
こ
の
二
本
の
論
文
は
︑

後
述
す
る
よ
う
に
論
旨
に
大
き
な
変
化
を
含
む
︒
以
下
︑
前
者
を
Ａ
論
文
︑
後
者

を
Ｂ
論
文
と
す
る
︒

③

高
橋
典
幸
﹃
鎌
倉
幕
府
軍
制
と
御
家
人
制
﹄
︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八
︶
で

は
︑
京
都
大
番
役
の
国
家
的
性
格
が
論
じ
ら
れ
︑
そ
こ
か
ら
大
番
用
途
が
在
地
転

嫁
さ
れ
て
い
た
こ
と
︑
﹁
武
家
領
﹂
が
形
成
さ
れ
て
荘
園
制
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
こ
と
な
ど
を
導
き
出
し
て
い
る
︒

④

佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
﹃
中
世
法
制
史
料
集
一

鎌
倉
幕
府
法
﹄
︵
岩
波
書

店
︑
一
九
五
五
︶
︒
以
下
︑
追
加
法
も
含
め
︑
幕
府
法
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
︒

⑤

上
横
手
雅
敬
﹁
守
護
制
度
の
再
検
討
﹂
︵
同
﹃
日
本
中
世
国
家
史
論
考
﹄
塙
書

房
︑
一
九
九
四
︶
︑
熊
谷
隆
之
﹁
鎌
倉
幕
府
支
配
の
展
開
と
守
護
﹂
︵
﹃
日
本
史
研

究
﹄
五
四
七
︑
二
〇
〇
八
︶
︑
伊
藤
邦
彦
﹃
鎌
倉
幕
府
守
護
の
基
礎
的
研
究
﹄
︻
論

考
編
︼
︻
国
別
考
証
編
︼
︵
岩
田
書
院
︑
二
〇
一
〇
︶
︒
以
下
︑
注
記
の
な
い
各
氏

の
見
解
は
こ
れ
ら
の
論
文
・
著
書
に
よ
る
︒

⑥

本
稿
で
は
︑
上
横
手
氏
に
し
た
が
い
︑
東
国
＝
遠
江
・
信
濃
以
東
一
五
ヶ
国
︑

西
国
を
そ
れ
以
外
と
し
て
論
じ
る
︒
拙
稿
﹁
治
承
・
寿
永
内
乱
後
の
東
海
地
域
に

お
け
る
鎌
倉
幕
府
の
支
配
体
制
形
成
﹂
︵
﹃
年
報
中
世
史
研
究
﹄
四
二
︑
二
〇
一

七
︶
も
参
照
︒

⑦

高
橋
典
幸
﹁
御
家
人
制
の
周
縁
﹂
︵
注
③
書
︑
初
出
一
九
九
九
︶

第
一
章

大
番
催
促
に
見
る
東
国
・
西
国
の
御
家
人
制

第
一
節

東
国
に
見
え
る
﹁
番
頭
﹂

﹁
は
じ
め
に
﹂
で
取
り
上
げ
た
上
横
手
雅
敬
氏
は
︑
守
護
を
西
国
的
と
捉
え
︑
東
国
御
家
人
の
編
成
原
理
を
惣
領
制
に
︑
西
国
御
家
人
の
編

成
原
理
を
守
護
制
に
見
出
し
た
︒
守
護
に
よ
る
大
番
催
促
に
つ
い
て
も
︑
﹁
大
番
催
促
の
問
題
は
︑
東
国
に
も
見
ら
れ
る
と
し
て
も
︑
歴
史
的

経
緯
か
ら
見
て
も
︑
史
料
の
上
で
も
す
ぐ
れ
て
西
国
的
で
あ
る
﹂
︵
四
二
三
頁
︑
傍
線
勅
使
河
原
︶
と
述
べ
る
︒

だ
が
右
の
引
用
に
示
す
よ
う
に
︑
実
際
に
東
国
で
守
護
が
大
番
催
促
に
あ
た
る
例
は
︑
少
な
い
も
の
の
史
料
上
確
認
さ
れ
る
︒
上
横
手
氏
に
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よ
る
と
︑
東
国
一
五
ヶ
国
︵
遠
江
・
信
濃
以
東
︶
の
う
ち
守
護
が
大
番
催
促
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
︑
甲
斐
・
上
野
・
上
総

の
三
ヶ
国
の
み
で
あ
る
と
い
う
︒
上
横
手
氏
の
論
で
言
え
ば
︑
東
国
と
西
国
の
大
番
役
の
差
異
は
量
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
だ
が
︑

こ
う
し
た
量
的
な
差
異
は
史
料
の
残
存
状
況
に
左
右
さ
れ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
ず
︑
ま
た
︑
上
横
手
氏
の
挙
げ
た
三
ヶ
国
以
外
に
も
佐
藤
進

一
氏
の
挙
げ
た
信
濃
国
の
事
例①
な
ど
も
存
在
す
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
こ
れ
ら
の
事
例
を
再
検
討
し
︑
東
国
と
西
国
の
大
番
役
の
差
異
に
質

的
な
も
の
が
な
い
か
︑
考
察
し
て
み
た
い
︒

︵
ⅰ
︶
信
濃
国

建
長
三
年
︵
一
二
五
一
︶
の
信
濃
国
御
家
人
の
譲
状
に
は
︑
正
治
元
年
︵
一
一
九
九
︶
の
こ
と
と
し
て
﹁
京
に
大
番
あ
る
へ
し
と
さ
た
め
ら
れ

て
︑
ひ
き
の
は
う
く
わ
ん

(

比

企

判

官

)
の
ほ
る
と
こ
ろ
に
︑
よ
し
つ
な

(

能

綱

)
ち
ゝ

(
父

)
ハ
な
か
し
よ
ら
う

(

長

所

労

)
し
て
︑
ゑ
ま
い
ら
ぬ
間
︑
よ
し
つ
な
を
た
い
く
は
ん

(

代

官

)
の
ほ
せ

て②
﹂
と
あ
り
︑
佐
藤
氏
は
こ
こ
か
ら
﹁
ひ
き
の
は
う
く
わ
ん
﹂
＝
比
企
能
員
を
正
治
元
年
の
信
濃
守
護
と
し
て
い
る
︒

︵
ⅱ
︶
甲
斐
国

﹃
経
俊
卿
記
﹄
建
長
五
年
︵
一
二
五
三
︶
一
二
月
二
二
日
条
に
は
︑
法
勝
寺
阿
弥
陀
堂
供
養
守
護
の
武
士
の
交
名
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ

れ
は
同
年
一
一
月
一
四
日
付
で
幕
府
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
南
大
門
を
守
護
す
る
武
士
と
し
て
﹁
武
田
・
小
笠
原
之
外
︑
可

飲
相
壱
具
甲
斐
国
大
番
衆
一
﹂
と
見
え
︑
そ
れ
と
は
別
に
西
北
門
を
守
護
す
る
﹁
武
田
一
門
人
々
﹂
が
︑
北
門
西
脇
を
守
護
す
る
﹁
小
笠
原
一
門

人
々
﹂
が
見
え
る
︒
こ
こ
か
ら
上
横
手
氏
は
︑
武
田
氏
が
惣
領
と
し
て
一
族
を
率
い
る
一
方
︑
守
護
と
し
て
国
内
の
御
家
人
を
率
い
た
幕
末
元

弘
年
間
の
軍
事
動
員
体
制③
と
符
号
す
る
も
の
だ
と
し
て
︵
た
だ
し
建
長
五
年
の
守
護
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い
な
い
︶
︑
小
笠
原
氏
は
そ
れ
と
は
別
に

一
族
を
率
い
て
勤
仕
し
た
も
の
と
理
解
し
た
︒
関
連
し
て
網
野
善
彦
氏
は
こ
こ
で
﹁
甲
斐
国
大
番
衆
﹂
を
率
い
て
い
た
の
は
二
階
堂
行
氏
︵
隠

岐
三
郎
左
衛
門
尉
︶
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
行
氏
を
守
護
に
比
定
し
て
い
る
が
︑
伊
藤
邦
彦
氏
は
守
護
を
武
田
氏
と
し
て
反
論
を
加
え
て
い
る④
︒

右
の
︵
ⅰ
︶
信
濃
・
︵
ⅱ
︶
甲
斐
の
事
例
に
お
い
て
は
︑
大
番
催
促
を
す
る
の
が
守
護
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
て
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者

の
言
う
よ
う
に
比
企
氏
・
武
田
氏
︵
あ
る
い
は
二
階
堂
氏
︶
を
守
護
と
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
史
料
中
に
お
い
て
﹁
守
護
﹂
と
明
記
し
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て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
守
護
に
よ
る
動
員
と
断
定
で
き
る
か
は
︑
な
お
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
︒

︵
ⅲ
︶
上
野
国

︻
史
料
一
︼
﹃
吾
妻
鏡
﹄
寛
元
二
年
︵
一
二
四
四
︶
六
月
一
七
日
条

新
田
太
郎

(
政
義
)

為
飲
令
飲
勤
壱
仕
大
番
一
在
京
︑
是
為
壱
上
野
国
役
一
之
故
也
︑
而
称
壱
所
労
一︑
俄
遂
壱
出
家
一︑
但
不
飲
相
壱
触
事
由
於
六
波
羅
幷
番
頭
城
九
郎

(
安

達

)
泰
盛
等
一
之

由
︑
依
飲
有
壱
注
進
状
一︑
今
日
評
定
之
次
︑
被
飲
経
壱
沙
汰
一︑
任
鰯
被
壱
定
置
一
之
旨
茨︑
可
飲
被
飲
召
壱
放
所
領
一
之
由
被
飲
定
云
々
︑
︵
後
略
︶

こ
こ
で
は
︑
上
野
国
役
と
し
て
大
番
役
を
勤
仕
し
て
い
た
新
田
政
義
が
︑
六
波
羅
探
題
や
﹁
番
頭
﹂
安
達
泰
盛
に
報
告
せ
ず
に
出
家
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
佐
藤
氏
・
五
味
氏
︵
Ａ
論
文
︶
・
上
横
手
氏
は
こ
こ
に
見
え
る
﹁
番
頭
﹂
安
達
氏
が
当
時
の
上
野
国
守
護
と
理

解
し
た⑤
︒

だ
が
︑
史
料
で
は
﹁
守
護
﹂
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
﹁
番
頭
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
点
に
は
注
意
を
要
す
る
︒
後
述
の
︵
ⅳ
︶
上
総
の
事
例
も

含
め
て
︑
既
に
こ
の
表
記
の
違
い
に
着
目
し
た
研
究
者
も
い
る
︒
秋
山
哲
雄
氏
は
︑
﹁
番
頭
﹂
と
い
う
呼
称
か
ら
は
︑
御
家
人
統
率
の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
こ
と
は
読
み
と
れ
て
も
︑
検
断
権
の
行
使
は
読
み
と
れ
な
い
と
し
て
︑
有
力
在
庁
出
身
で
な
い
東
国
守
護
の
特
徴
と
し
て
い
る
︒

熊
谷
隆
之
氏
は
上
横
手
氏
の
東
国
守
護
論
が
な
お
不
徹
底
で
あ
る
と
批
判
し
︑
そ
の
根
拠
の
一
つ
に
こ
の
﹁
番
頭
﹂
を
守
護
と
見
な
す
点
を
挙

げ
︑
﹁
大
番
催
促
を
守
護
の
職
務
と
み
る
の
は
︑
西
国
の
状
況
の
適
用
に
す
ぎ
な
い
﹂
と
し
て
︑
﹁
西
国
な
ら
ば
﹁
守
護
﹂
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

は
ず
の
立
場
が
︑
あ
く
ま
で
﹁
番
頭
﹂
と
称
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
彼
ら
が
元
来
︑
守
護
で
は
な
か
っ
た
傍
証
と
も
い
え
る
﹂
と
指
摘
し
た
︒
熊

谷
氏
に
よ
る
と
︑
上
野
に
お
け
る
安
達
氏
の
地
位
の
本
質
は
守
護
で
は
な
く
国
奉
行
で
あ
る
と
い
う
︒
伊
藤
邦
彦
氏
も
同
じ
く
︑
安
達
氏
︵
と

後
述
の
足
利
氏
︶
が
正
式
な
守
護
に
補
任
さ
れ
て
い
な
い
と
想
定
し
︑
大
番
役
勤
仕
に
あ
た
っ
て
国
御
家
人
催
促
権
を
付
与
す
る
た
め
﹁
番
頭
﹂

の
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
と
し
︑
東
国
に
お
け
る
守
護
の
不
設
置
と
の
関
連
を
指
摘
す
る⑥
︒
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こ
の
よ
う
に
︑
少
な
か
ら
ぬ
守
護
制
度
研
究
者
が
東
国
で
大
番
催
促
に
あ
た
る
者
が
﹁
守
護
﹂
で
は
な
く
﹁
番
頭
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
点
に

注
目
す
る
︒
特
に
︑
熊
谷
・
伊
藤
両
氏
が
東
国
に
お
け
る
守
護
の
基
本
的
不
設
置
を
論
ず
る
な
か
で
﹁
番
頭
﹂
を
守
護
と
は
異
質
の
も
の
と
捉

え
た
点
は
重
要
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
で
は
﹁
守
護
﹂
で
は
な
く
﹁
番
頭
﹂
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
︑
両
者
は
実
態

面
に
お
い
て
ど
う
違
う
の
か
︑
と
い
う
点
に
つ
い
て
両
氏
は
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
行
っ
て
お
ら
ず
︑
そ
の
差
異
の
指
摘
は
呼
称
の
み
に
留
ま
っ

て
い
る
観
が
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
︑
最
後
に
上
総
の
事
例
を
検
討
し
た
い
︒

︵
ⅳ
︶
上
総
国

︻
史
料
二
︼
﹁
深
堀
文
書
﹂
︵
﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
一
一

八
三
四
九
︶

京
都
大
番
役
事
︑
自
壱
明
年
正
月
一
日
一
至
壱
同
六
月
晦
日
一︑
随
壱
番
頭
足
利
三
郎
之
催
一︑
可
飲
令
壱
勤
仕
一
□
□

(
之
状
)
︑
依
飲
仰
執
達
如
飲
件
︑

正
嘉
三
年

(
一

二

五

九

)
二
月
廿
日

武
蔵
守

(
北
条
長
時
)
︵
花
押
︶

相
模
守

(
北
条
政
村
)
︵
花
押
︶

深
堀
太
郎
殿

︻
史
料
三
︼
﹁
深
堀
文
書
﹂
︵
﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
一
三

九
八
六
四
︶

京
都
大
番
事
︑
自
壱
明
年
正
月
一
日
一
至
壱
同
六
月
晦
日
一︑
寄
壱
合
頭
人
足
利
入
道
跡
一︑
可
飲
令
壱
勤
仕
一
之
状
︑
依
飲
仰
執
達
如
飲
件
︑

文
永
五
年

(
一

二

六

八

)
二
月
廿
六
日

相
模
守

(
北
条
時
宗
)
︵
花
押
︶

左
京
権
大
夫

(
北
条
政
村
)

︵
花
押
︶

深
堀
太
郎
殿
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【図】 足利氏

略系図

家
氏

義
氏

泰
氏

頼
氏

家
時

上
総
国
御
家
人
深
堀
氏
に
対
し
て
出
さ
れ
た
こ
の
関
東
御
教
書
に
て
︑
深
堀
氏
は
﹁
番
頭
﹂
足
利
氏
に
従
っ
て
大
番
役
を
勤
仕
す
る
こ
と
を
命

ぜ
ら
れ
て
い
る
︒
︻
史
料
三
︼
の
﹁
頭
人
﹂
と
い
う
の
も
︑
﹁
番
頭
﹂
と
同
じ
も
の
を
指
す
と
思
わ
れ
る
︒
足
利
氏
は
鎌
倉
末
に
は
上
総
国
の

﹁
守
護
人
﹂
と
し
て
明
確
に
史
料
上
に
現
れ
る⑦
こ
と
も
あ
り
︑
佐
藤
進
一
氏
は
﹁
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
番
頭
お
よ
び
頭
人
は
大
番
役
指
揮
者
と
し

て
の
守
護
の
地
位
を
表
現
す
る
語
で
あ
る
﹂
と
し
て
︑
こ
こ
か
ら
当
時
既
に
足
利
氏
が
上
総
国
守
護
の
地
位
に
あ
り
︑
深
堀
氏
に
対
し
て
大
番

催
促
を
行
っ
た
と
見
た
︒
こ
の
上
総
の
事
例
に
つ
い
て
の
他
の
諸
氏
︵
五
味
氏
Ａ
論
文
・
上
横
手
氏
・
秋
山
氏
・
熊
谷
氏
・
伊
藤
氏
︶
の
見
解
も
︑

先
の
上
野
の
﹁
番
頭
﹂
安
達
氏
の
例
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る⑧
︒

こ
の
二
つ
の
史
料
の
中
身
を
詳
し
く
検
討
し
た
い
︒
︻
史
料
二
︼
に
つ
い
て
は
︑
﹁
足
利
三
郎
﹂
は
︑
当
時
の
当
主
頼
氏
に
比
定
さ
れ
て
い
る⑨
︒

こ
れ
だ
け
見
る
と
︑
彼
を
守
護
に
あ
て
は
め
る
こ
と
に
不
都
合
は
な
い
よ
う
に
も
思
う
︒
一
方
の
︻
史
料
三
︼
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
御
教

書
に
つ
い
て
は
︑
﹁
足
利
入
道
跡
﹂
と
い
う
の
が
何
を
指
す
の
か
︑
と
い
う
点
が
最
も
大
き
な
問
題
と
な
る
︒
こ
の
﹁
足
利
入
道
跡
﹂
に
つ
い

て
は
︑
足
利
泰
氏
・
家
時
・
家
氏
な
ど
の
説
が
あ
る⑩
︵
︻
図
︼
参
照
︶
︒
小
谷
俊
彦
氏
は
臼
井
信
義
氏
の
泰
氏
説
を
否
定
し
た
上
で
︑
﹁
足
利
入

道
﹂
を
建
長
六
年
︵
一
二
五
四
︶
に
没
し
た
足
利
義
氏
と
捉
え
︑
﹁
﹁
跡
﹂
は
当
時
の
慣
例
で
は
︑
そ
の
あ
と
を
相
続
し
て
い
る
者
を
さ
す
語
で

あ
る
か
ら
︑
番
頭

(
マ

マ

)

足
利
入
道
跡
は
家
時
の
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
﹂
︵
注
⑨
論
文
一
二
一
頁
︶
と
し
た
︒
家
氏
説
も
こ
の
家
時
説
を
踏
ま
え
た
上

で
︑
後
継
者
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
家
氏
の
方
だ
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒

今
こ
れ
ら
の
説
を
検
討
す
る
に
︑
﹁
足
利
入
道
﹂
を
義
氏
と
考
え
る
こ
と
に
は
特
に
異
議
は
な
い
︒
だ
が
︑
﹁
跡
﹂
を
単
純
に
後
継
者
︑
と
考

え
る
こ
と
は
妥
当
だ
ろ
う
か
︒
素
朴
な
疑
問
と
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
幕
府
公
式
の
命
令
文
書
に
お
い
て
﹁
足
利
義
氏
の
後
継
者
﹂
と
い
う
よ
う

な
曖
昧
な
表
現
を
使
う
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒
こ
の
点
に
関
し
︑
小
川
信
氏
は
当
主
家
時

が
若
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
﹁
御
教
書
が
大
番
頭
人
と
し
て
家
時
の
名
を
記
さ
ず
﹁
足
利
入
道
跡
﹂

と
い
う
表
現
を
採
っ
て
い
る
こ
と
も
︑
大
番
頭
人
の
任
務
を
若
年
の
当
主
家
時
の
み
で
は
な
く
︑
故
義

氏
の
子
孫
た
る
足
利
一
族
に
よ
っ
て
勤
仕
す
べ
き
も
の
と
し
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂
︵
注
⑩
論
文
三
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六
六
頁
︶
と
推
測
し
て
い
る
が
︑
や
は
り
解
釈
と
し
て
は
不
自
然
さ
が
残
る
︒

こ
の
よ
う
な
鎌
倉
幕
府
関
係
の
史
料
で
﹁
～
跡
﹂
と
出
て
き
た
際
︑
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
が
御
家
人
役
賦
課
の
単
位
と
し
て
使
わ
れ
る
﹁
某

跡
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
一
三
世
紀
半
ば
ご
ろ
か
ら
採
用
さ
れ
始
め
た
も
の
で
あ
り
︑
簡
単
に
説
明
す
る
と
︑
既
に
没
し
て
い
る
御
家
人
名
に

﹁
跡
﹂
と
付
し
た
名
称
を
単
位
と
し
て
︑
そ
の
所
領
を
継
承
し
た
者
た
ち
に
御
家
人
役
を
課
す
仕
組
み
で
あ
る⑪
︒
こ
の
﹁
某
跡
﹂
賦
課
方
式
の

具
体
例
を
示
す
史
料
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
の
が
︑
建
長
二
年
︵
一
二
五
〇
︶
の
閑
院
内
裏
造
営
の
注
文⑫
と
建
治
元
年
︵
一
二
七
五
︶
の

六
条
八
幡
宮
造
営
注
文⑬
で
あ
る
︒
今
こ
れ
ら
を
見
て
み
る
と
︑
前
者
に
は
﹁
小
御
所
﹂
の
造
営
を
請
け
負
っ
た
﹁
足
利
左
馬
頭
入
道
﹂
が
見
え
︑

後
者
に
は
二
〇
〇
貫
文
の
納
入
を
請
け
負
っ
た
﹁
鎌
倉
中
﹂
御
家
人
﹁
足
利
左
馬
頭
入
道
跡
﹂
が
見
え
る
︒
﹁
足
利
左
馬
頭
入
道
﹂
と
い
う
の

は
義
氏
の
こ
と
で
あ
り
︑
こ
の
間
に
義
氏
は
没
し
︑
建
治
時
点
の
足
利
氏
へ
の
賦
課
は
﹁
某
跡
﹂
賦
課
方
式
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か

る
︒さ

て
︑
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
︑
文
永
五
年
︵
一
二
六
八
︶
の
︻
史
料
三
︼
の
﹁
頭
人
足
利
入
道
跡
﹂
は
建
治
の
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
に
見

え
る
﹁
足
利
左
馬
頭
入
道
跡
﹂
と
同
じ
も
の
を
指
す
︑
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
す
な
わ
ち
足
利
氏
の
御
家
人
役
賦

課
単
位
は
建
長
六
年
に
没
し
た
義
氏
の
後
︑
一
旦
頼
氏
の
名
義
と
な
っ
た
︵
正
嘉
三
年
の
︻
史
料
二
︼
︶
が
︑
頼
氏
も
弘
長
二
年
︵
一
二
六
二
︶
に

没
し
た⑭
後
︑
﹁
足
利
左
馬
頭
入
道
跡
﹂
︑
す
な
わ
ち
﹁
某
跡
﹂
を
単
位
と
す
る
形
式
に
移
り
変
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る⑮
︒
︻
史
料
三
︼
の
﹁
跡
﹂

の
内
実
を
考
え
る
と
き
に
︑
こ
の
時
期
の
足
利
氏
固
有
の
事
情
を
考
え
る
必
要
は
な
く
︑
建
長
・
建
治
の
注
文
に
多
数
の
﹁
某
跡
﹂
が
見
え
る

よ
う
に
︑
こ
の
時
期
の
御
家
人
一
般
に
見
ら
れ
た
御
家
人
役
賦
課
単
位
の
﹁
某
跡
﹂
と
し
て
考
え
れ
ば
よ
い
︒

し
か
し
︑
そ
う
な
る
と
都
合
の
悪
い
部
分
が
生
じ
て
く
る
︒
従
来
の
﹁
番
頭
︵
頭
人
︶
﹂
理
解
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
馴
染
ま
な
い
︒
ま

ず
︑
佐
藤
氏
・
五
味
氏
︵
Ａ
論
文
︶
・
上
横
手
氏
の
よ
う
に
番
頭
＝
守
護
と
考
え
る
場
合
に
は
︑
こ
の
解
釈
は
成
り
立
ち
難
い
︒
言
う
ま
で
も
な

く
︑
守
護
は
個
人
が
任
じ
ら
れ
る
役
職
で
あ
る
︒
御
家
人
役
賦
課
単
位
と
し
て
の
﹁
某
跡
﹂
が
守
護
と
し
て
記
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら

れ
な
い
︒
先
行
研
究
が
﹁
足
利
入
道
跡
﹂
の
人
名
比
定
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
そ
こ
に
も
原
因
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
﹁
番
頭
︵
頭
人
︶
﹂
を
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守
護
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

そ
う
な
る
と
︑
先
ほ
ど
の
熊
谷
・
伊
藤
両
氏
の
︑
﹁
番
頭
﹂
を
守
護
と
は
見
な
さ
な
い
見
解
が
的
を
射
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
だ
が
︑
た
と

え
ば
伊
藤
氏
が
﹁
足
利
入
道
跡
﹂
を
家
時
に
比
定
し
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
の
理
解
も
ま
だ
十
分
と
は
言
え
な
い
︒
そ
の
点
も
含
め
て
︑
﹁
番
頭
﹂

の
実
態
を
よ
り
明
ら
か
に
し
た
い
︒

第
二
節

﹁
番
頭
﹂
の
実
態

﹁
番
頭
﹂
と
は
何
か
︒
実
は
先
行
研
究
に
お
い
て
︑
こ
の
点
は
あ
ま
り
明
確
で
な
い
︒
番
役
研
究
の
先
鞭
を
つ
け
た
三
浦
周
行
は
︑

大
番
衆
は
番
頭
の
指
揮
を
受
く
る
を
要
せ
り
︒
前
掲
番
頭
足
利
三
郎
の
外
︑
寛
元
二
年
に
大
番
衆
と
し
て
在
京
勤
務
中
六
波
羅
及
び
番
頭
城
泰
盛
に
届
出

の
手
続
を
取
ら
ず
し
て
出
家
せ
る
新
田
太
郎
が
所
領
没
収
の
刑
に
処
せ
ら
れ
し
こ
と
吾
妻
鏡
に
見
ゆ
︒

と
述
べ
て
い
る⑯
︒
前
掲
︻
史
料
一
︼
～
︻
三
︼
の
事
例
か
ら
︑
番
頭
が
大
番
衆
を
率
い
る
存
在
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
上
に
具

体
的
な
言
及
は
な
い
︒

さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
塙
保
己
一
ら
編
の
﹃
武
家
名
目
抄
﹄
に
は
︑
﹁
大
番
﹂
と
並
ん
で
﹁
大
番
番
頭
﹂
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
︒
そ

の
按
文
に
は
︑

さ
て
鎌
倉
殿
天
下
の
兵
権
を
と
ら
れ
諸
国
の
武
士
悉
く
御
家
人
と
な
り
て
︑
大
番
役
勤
仕
の
こ
と
も
武
家
よ
り
指
揮
せ
ら
る
ゝ
こ
と
ゝ
な
り
し
か
は
︑
諸

国
の
守
護
︑
各
国
の
地
頭
御
家
人
を
催
促
し
て
其
役
に
従
は
し
む
る
か
常
の
な
ら
ひ
と
は
な
り
ぬ
︒
尤
所
領
の
多
少
に
准
し
て
勤
役
の
等
差
あ
り
︒
其
中

に
さ
る
へ
き
権
勢
の
人
を
以
て
頭
人
と
し
番
役
の
輩
を
統
領
せ
し
む
︒
こ
れ
を
番
頭
と
称
せ
り
︒

番役に見る鎌倉幕府の御家人制（勅使河原）
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と
あ
る⑰
︒
や
は
り
い
ま
ひ
と
つ
明
瞭
さ
は
欠
く
が
︑
こ
こ
で
番
頭
を
守
護
と
区
別
す
る
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き

だ
ろ
う
︒

そ
の
な
か
で
︑
五
味
克
夫
氏
の
理
解
は
注
目
に
値
す
る
︒
前
節
で
見
た
通
り
︑
五
味
氏
は
Ａ
論
文
︵
一
九
五
四
年
︶
に
て
︑
︻
史
料
一
︼
～

︻
三
︼
に
見
え
る
﹁
番
頭
︵
頭
人
︶
﹂
の
安
達
氏
・
足
利
氏
を
守
護
と
捉
え
て
い
る
︒
だ
が
一
方
︑
Ｂ
論
文
︵
一
九
六
三
年
︶
に
て
次
の
よ
う
に

指
摘
し
て
い
る
︵
一
一
五
頁
︶
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
︒

勿
論
東
国
御
家
人
と
雖
も
一
般
に
勤
番
中
は
六
波
羅
探
題
の
他
︑
大
番
沙
汰
人
︵
守
護
が
普
通
︶
の
統
轄
を
受
け
る
が
︑
有
勢
御
家
人
の
場
合
︑
一
族
寄

合
っ
て
︑
実
質
的
に
は
守
護
か
ら
離
れ
て
別
個
に
勤
仕
す
る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
三
浦
合
戦
後
の
宝
治
元
年
一
二
月
二
九
日
︑
従
来

の
六
ヶ
月
勤
番
を
三
ヶ
月
に
改
め
て
︑
新
規
に
二
三
番
の
京
都
大
番
役
結
番
が
定
め
ら
れ
た
が
︑
一
番
各
一
名
の
そ
の
顔
ぶ
れ
は
守
護
及
び
守
護
級
の
有

勢
御
家
人
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
が
即
ち
大
番
沙
汰
人
︵
番
頭
︶
で
あ
り
︑
管
国
御
家
人
︑
一
族
︑
寄
子
等
の
大
番
衆
を
指
揮
し
︑
六
波
羅
探
題
の
統
轄
下
に

勤
番
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
︵
傍
線
勅
使
河
原
︶

こ
こ
で
五
味
氏
は
大
番
沙
汰
人
＝
番
頭
を
︑
大
番
衆
を
指
揮
す
る
存
在
と
規
定
し
て
い
る
が
︑
﹁
大
番
沙
汰
人
︵
守
護
が
普
通
︶
﹂
﹁
守
護
及
び
守

護
級
の
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
︑
大
番
沙
汰
人
︵
番
頭
︶
＝
守
護
と
単
純
に
は
捉
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る⑱
︒
﹁
大
番
沙
汰
人
﹂
は
守
護
級
の
有

勢
御
家
人
で
は
な
く
︑
探
題
被
官
が
務
め
る
役
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る⑲
の
で
︑
そ
の
点
は
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
が
︑
﹁
番
頭
﹂
が
単

純
に
守
護
で
は
な
い
と
い
う
見
解
が
こ
こ
で
既
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う⑳
︒

加
え
て
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
︑
五
味
氏
が
番
頭
を
大
番
の
﹁
番
﹂
と
関
連
づ
け
て
理
解
し
て
い
る
点
で
あ
り
︑
そ
の
根
拠
と
し
て
い

る
の
が
宝
治
元
年
末
の
結
番
注
文
で
あ
る
︒
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
し
く
触
れ
る
が
︑
引
用
部
分
で
五
味
氏
が
述
べ
る
通
り
︑
三
ヶ

月
毎
の
大
番
役
勤
番
者
の
交
名
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
﹃
吾
妻
鏡
﹄
同
日
条
の
地
の
文
で
は
﹁
京
都
大
番
勤
仕
事
︑
結
壱
番
之
一︑
各
面
々
限
壱
三
箇
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【表】『吾妻鏡』宝治元年12月29日条大番役結番注文と建長・建治注文対照表

番 名 建長注文 建治注文

�番 小山大夫判官 小山長村 下野入道跡 跡 小山下野入道跡 跡

�番 遠山前大蔵少輔 遠山景朝 ― 遠山大蔵権少輔跡 跡

番 島津大隅前司 島津忠時 島津豊後前司跡 跡 島津豊後前司跡 跡

�番 葛西伯耆前司 葛西清親 葛西壱岐入道跡 跡 葛西伯耆前司跡 跡

�番 中条藤次左衛門尉 中条頼平カ 中条出羽前司跡 跡 中条出羽前司跡 跡

�番 隠岐出羽前司 二階堂行義 隠岐入道跡 跡 隠岐入道跡カ 跡

�番 上野大蔵権少輔 結城朝広 上野入道 上野入道跡 跡

�番 千葉介 千葉頼胤 千葉介跡 跡 千葉介

�番 完戸壱岐前司 宍戸家周 ― ―

10番 足立左衛門尉跡 (足立遠元) 跡 足立左衛門尉跡 跡
足立八郎左衛門尉跡

＋同九郎左衛門跡
跡

11番 後藤佐渡前司 後藤基綱 佐渡前司 ―

12番 伊東大和前司 伊東祐時 伊東大和前司 伊東大和前司跡 跡

13番 佐々木隠岐前司 佐々木義清 隠岐次郎左衛門尉
隠岐入道跡あるいは

信濃前司跡カ
跡

14番 佐々木壱岐前司 佐々木泰綱 近江入道跡 跡 近江入道跡 跡

15番 三浦介 佐原盛時 佐原遠江前司跡 跡 佐原遠江前司跡 跡

16番 名越尾張前司 名越時章 遠江入道跡 跡 遠江入道跡 跡

17番 秋田城介 安達義景 秋田城介 城入道跡 跡

18番 大友豊前々司跡 (大友能直) 跡 大友豊前々司跡 跡 ―

19番 足立(足利)左馬頭入道 足利義氏 足利左馬頭入道 足利左馬頭入道跡 跡

20番 天野和泉前司跡 (天野政景) 跡 矢野和泉前司跡 跡 矢野和泉前司跡 跡

21番 信濃民部大夫入道 二階堂行盛 信濃民部入道 信濃前司跡カ 跡

22番 宇都宮下野前司 宇都宮泰綱 宇都宮入道 宇都宮入道跡 跡

23番 甲斐前司 長井泰秀 甲斐前司 長井左衛門大夫入道跡 跡

大番結番表と建長注文については御家人制研究会編『吾妻鏡人名索引』（注㉓）を、建治注文については

海老名氏・福田氏の論考（注⑬）を適宜参照してあてはめた。

月
一︑
可
飲
令
飲
致
壱
在
洛
警
巡
一
之

旨
︑
被
飲
定
壱

下
之
一
﹂
と
記
さ

れ
る
︒
こ
の
交
名
を
ま
と
め
た

の
が
︻
表
︼
で
あ
る
︒
ま
ず
は
︑

五
味
氏
の
言
う
よ
う
に
﹁
番

頭
﹂
が
こ
の
表
に
記
さ
れ
た
番

ご
と
の
代
表
者
と
言
え
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
︒
一
般
に
鎌

倉
幕
府
の
職
制
に
お
い
て
︑

﹁
頭
人
﹂
と
い
う
名
は
引
付
の

よ
う
に
番
ご
と
に
置
か
れ
た
代

表
者
を
言
う
も
の
で
あ
る㉑
︒
番

役
に
即
し
て
み
て
も
正
嘉
元
年

︵
一
二
五
七
︶
に
置
か
れ
た
廂

番
で
は
︑
各
番
ご
と
に
一
人
置

か
れ
た
近
衛
少
将
ら
を
﹁
番

頭
﹂
と
称
し
て
い
た㉒
︒
こ
の
よ

う
に
︑
鎌
倉
幕
府
の
ほ
か
の
番

制
に
照
ら
せ
ば
︑
各
番
の
代
表
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者
を
﹁
番
頭
︵
頭
人
︶
﹂
と
呼
ぶ
の
は
理
に
適
っ
て
い
る
︒
次
に
︑
安
達
氏
・
足
利
氏
が
こ
う
し
た
各
番
の
代
表
者
に
ふ
さ
わ
し
い
か
︑
と
い

う
点
に
つ
い
て
︒
ま
ず
︑
安
達
氏
は
︻
表
︼
の
一
七
番
に
﹁
秋
田
城
介
﹂
︵
泰
盛
の
父
安
達
義
景
︶
が
見
ら
れ
る
︒
一
方
︑
足
利
氏
は
見
ら
れ
な

い
が
︑
こ
の
表
の
一
九
番
に
は
﹁
足
立
左
馬
頭
入
道
﹂
と
い
う
名
が
あ
る
︒
﹁
左
馬
頭
入
道
﹂
と
い
う
通
称
は
︑
さ
き
に
見
た
足
利
義
氏
の
通

称
と
同
じ
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
︑
﹁
足
立﹅

左
馬
頭
入
道
﹂
は
﹁
足
利﹅

左
馬
頭
入
道
﹂
の
誤
記
と
思
わ
れ
る㉓
︒
つ
ま
り
︑
足
利
義
氏
も

こ
の
宝
治
元
年
の
結
番
に
お
い
て
番
頭
を
務
め
て
い
た
︒
よ
っ
て
︑
安
達
氏
・
足
利
氏
と
も
に
﹁
番
頭
﹂
に
相
応
し
い
氏
族
で
あ
る
と
言
え
る
︒

各
番
ご
と
の
代
表
者
を
﹁
番
頭
︵
頭
人
︶
﹂
と
捉
え
る
五
味
氏
の
見
解
は
妥
当
で
あ
ろ
う㉔
︒

そ
れ
を
ふ
ま
え
て
﹁
番
頭
﹂
を
捉
え
直
す
と
ど
う
な
る
か
︒
こ
の
場
合
︑
番
頭
が
直
接
に
責
任
を
負
う
の
は
上
野
・
上
総
と
い
っ
た
﹁
国
﹂
︑

す
な
わ
ち
︿
地
域
﹀
で
は
な
い
︒
そ
の
管
轄
と
は
︑
︻
史
料
二
・
三
︼
に
即
し
て
言
え
ば
︑
﹁
︵
そ
れ
ぞ
れ
正
嘉
三
年
・
文
永
五
年
の
︶
自
壱
明
年
正

月
一
日
一
至
壱
同
六
月
晦
日
一
﹂
と
い
う
六
ヶ
月
の
﹁
番
﹂
︑
す
な
わ
ち
︿
期
間
﹀
で
あ
る
︒
上
野
国
の
事
例
で
は
︑
新
田
政
義
が
番
頭
の
安
達
泰

盛
に
報
告
せ
ず
に
出
家
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
事
例
か
ら
も
︑
番
頭
の
責
務
が
御
家
人
た
ち
に
勤
仕
期
間
を
全
う
さ
せ

る
こ
と
だ
っ
た
と
分
か
る
︒
す
な
わ
ち
︑
番
頭
は
守
護
︑
あ
る
い
は
国
奉
行
の
よ
う
な
一
国
に
恒
常
的
に
在
任
す
る
地
位
と
は
性
質
の
異
な
る

臨
時
的
な
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
﹁
番
﹂
ご
と
の
﹁
頭
人
﹂
︑
そ
れ
こ
そ
が
﹁
番
頭
﹂
な
の
で
あ
る
︒
語
義
か
ら
言
え
ば
当
然
の
こ
と

の
よ
う
に
も
思
え
る
が
︑
案
外
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
こ
の
点
を
明
言
し
た
も
の
が
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
︑
強
調
し
て
お
き
た
い
︒

た
だ
し
番
頭
の
地
位
が
︿
地
域
﹀
と
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
︑
と
も
言
え
な
い
︒
上
野
国
御
家
人
が
大
番
役
を
勤
め
る
際
に
は

同
国
の
国
奉
行
と
し
て
確
認
さ
れ
る
安
達
氏
が
番
頭
を
務
め
︑
上
総
国
で
は
鎌
倉
末
期
に
同
国
守
護
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
足
利
氏
が
二

度
に
わ
た
っ
て
番
頭
を
務
め
る
な
ど
︑
番
頭
の
選
出
に
あ
た
っ
て
は
勤
仕
御
家
人
の
国
に
影
響
力
を
持
つ
有
力
御
家
人
が
選
ば
れ
て
い
た
︵
だ

か
ら
こ
そ
先
行
研
究
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
存
在
は
守
護
と
認
識
さ
れ
て
い
た
︶
︒
御
家
人
統
率
に
あ
た
っ
て
は
︑
当
然
被
統
率
者
と
つ
な
が
り
の
深
い

者
が
担
当
す
る
の
が
効
率
的
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
上
野
国
で
は
安
達
氏
︑
上
総
国
で
は
足
利
氏
が
番
頭
と
し
て
現
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
だ

ろ
う
︒
だ
が
そ
う
な
る
と
今
度
は
︑
番
頭
と
守
護
︵
あ
る
い
は
国
奉
行
な
ど
︶
を
あ
え
て
区
別
す
る
こ
と
に
そ
こ
ま
で
の
意
味
が
あ
る
の
か
︑
と
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い
う
疑
問
が
湧
く
か
も
し
れ
な
い
︒
統
率
者
が
同
国
の
守
護
的
な
存
在
で
あ
る
の
な
ら
︑
実
質
的
に
同
じ
こ
と
で
は
な
い
か
︑
と
言
え
る
か
ら

で
あ
る
︒
確
か
に
多
く
の
場
合
︑
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑
そ
れ
で
も
両
者
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
残

る
︒た

と
え
ば
大
番
役
で
は
︑
複
数
国
が
寄
り
合
っ
て
勤
仕
す
る
場
合
が
あ
る
︒
そ
の
際
︑
複
数
の
守
護
が
関
わ
る
場
合
も
あ
る
が㉕
︑
︻
表
︼
に

あ
る
通
り
番
頭
は
常
に
一
名
︵
﹁
一
名
﹂
と
い
う
表
現
は
後
述
の
よ
う
に
厳
密
に
は
適
当
で
は
な
い
︶
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
点
に
も
違
い
が
あ
る
︒

だ
が
何
よ
り
も
守
護
と
違
う
の
は
︑
前
節
で
述
べ
た
通
り
︑
番
頭
︵
頭
人
︶
は
御
家
人
役
賦
課
単
位
﹁
某
跡
﹂
の
形
で
記
さ
れ
得
る
︑
と
い

う
点
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︻
表
︼
を
見
て
み
る
と
︑
実
は
同
様
に
﹁
某
跡
﹂
の
形
式
で
表
さ
れ
る
番
頭
が
何
名
か
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒

一
〇
番
﹁
足
立
左
衛
門
尉
跡﹅

﹂
︑
一
八
番
﹁
大
友
豊
前
々
司
跡﹅

﹂
︑
二
〇
番
﹁
天
野
和
泉
前
司
跡﹅

﹂
が
そ
れ
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
～
跡
﹂
が
御
家
人

役
賦
課
単
位
﹁
某
跡
﹂
で
あ
る
こ
と
は
︑
︻
表
︼
に
あ
る
通
り
︑
こ
れ
ら
の
名
が
建
長
・
建
治
の
注
文
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
も

明
白
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
考
え
る
と
番
頭
が
﹁
某
跡
﹂
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
に
不
自
然
さ
は
な
く
な
る
わ
け
だ
か
ら
︑
︻
史
料
三
︼
の
﹁
足
利

入
道
跡
﹂
を
﹁
某
跡
﹂
と
理
解
す
る
私
見
は
さ
ら
に
補
強
さ
れ
る㉖
︒

そ
し
て
こ
の
﹁
某
跡
﹂
で
記
さ
れ
る
︑
と
い
う
点
は
番
頭
の
特
徴
︑
特
に
西
国
の
守
護
と
の
違
い
を
考
え
る
際
に
重
要
で
あ
る
︒
﹁
某
跡
﹂

は
御
家
人
役
賦
課
の
単
位
で
あ
り
︑
言
い
換
え
れ
ば
御﹅

家﹅

人﹅

役﹅

︵
大﹅

番﹅

役﹅

︶
を﹅

賦﹅

課﹅

さ﹅

れ﹅

る﹅

客﹅

体﹅

と
し
て
の
属
性
を
表
す
︒
︻
史
料
三
︼
に
て
︑

東
国
御
家
人
に
大
番
役
勤
仕
を
命
じ
る
際
︑
番
頭
は
文
書
上
﹁
某
跡
﹂
と
し
て
記
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
形
式
上
︑
番
頭
と
催
促
を
受
け
る
東
国
御

家
人
と
は
︑
大
番
役
の
勤
仕
者
と
し
て
立
場
は
同
じ
な
わ
け
で
あ
る
︵
そ
の
意
味
で
さ
き
の
﹃
武
家
名
目
抄
﹄
が
番
頭
を
﹁
勤
役
﹂
の
地
頭
御
家
人
の

中
の
﹁
さ
る
へ
き
権
勢
の
人
﹂
と
捉
え
た
の
は
正
し
か
っ
た
︶
︒
こ
れ
は
︑
守
護

西
国
御
家
人
の
関
係
を
統
属
関
係
と
捉
え
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
と
は

随
分
違
う
様
態
を
示
し
て
い
る㉗
︒

そ
れ
は
た
と
え
ば
︑
御
家
人
千
葉
氏
が
垸
飯
役
を
賦
課
さ
れ
た
際
︑
﹁
寄
子
上
野
二
郎
跡
﹂
が
補
助
す
る
よ
う
幕
府
よ
り
定
め
ら
れ
た㉘
の
と

類
似
し
て
お
り
︑
︻
史
料
三
︼
の
﹁
寄
合
﹂
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
通
り
︑
実
態
と
し
て
は
相
互
補
助
に
近
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︵
六
条
八
幡

番役に見る鎌倉幕府の御家人制（勅使河原）

49 (907)



宮
造
営
注
文
に
散
見
す
る
﹁
可
壱
寄
合
一
﹂
と
い
う
の
も
同
じ
も
の
だ
ろ
う
︶
︒
入
間
田
宣
夫
氏
は
こ
の
よ
う
な
﹁
寄
合
﹂
に
よ
る
公
事
勤
仕
を
﹁
頭
人

寄
子
方
式
﹂
と
し
て
理
解
し
︑
︻
史
料
二
・
三
︼
を
引
用
し
て
鎌
倉
御
家
人
の
番
役
勤
仕
に
こ
そ
頭
人

寄
子
方
式
が
最
も
典
型
的
な
形
で

見
ら
れ
る
と
評
価
し
た㉙
︒
入
間
田
氏
の
議
論
に
は
︑
頭
人

寄
子
方
式
と
﹁
番
﹂
と
の
関
連
な
ど
本
稿
の
関
心
か
ら
も
注
目
す
べ
き
点
が
多
い
︒

入
間
田
氏
自
身
は
足
利
氏
を
守
護
と
捉
え
て
い
る
が
︑
こ
れ
ま
で
の
本
稿
の
考
察
で
捉
え
直
せ
ば
︑
東
国
に
お
け
る
大
番
催
促
は
守
護
に
よ
る

催
促
と
は
異
な
る
︑
頭
人

寄
子
方
式
に
よ
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

上
横
手
氏
は
御
家
人
の
編
成
原
理
を
︑
東
国
で
は
惣
領
制
に
︑
西
国
で
は
守
護
制
に
見
出
し
た
︒
鎌
倉
後
期
に
お
い
て
︑
惣
領
制
に
よ
る
御

家
人
役
負
担
を
徹
底
さ
せ
た
の
が
﹁
某
跡
﹂
賦
課
方
式
で
あ
る
︒
︻
史
料
三
︼
は
一
見
す
る
と
︑
東
国
︵
上
総
国
︶
に
お
い
て
例
外
的
な
守
護
に

よ
る
大
番
催
促
が
な
さ
れ
た
も
の
と
映
る
︒
し
か
し
︑
高
橋
典
幸
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
︻
史
料
二
・
三
︼
そ
れ
ぞ
れ
の
宛
所
と
な
っ
て
い

る
﹁
深
堀
太
郎
﹂
は
﹁
深
堀
太
郎
跡
﹂
の
意
で
あ
り
︑
こ
れ
は
﹁
某
跡
﹂
に
よ
る
動
員
で
あ
っ
た㉚
︒
そ
し
て
︑
彼
ら
が
﹁
寄
合
﹂
う
足
利
氏
も

同
じ
﹁
某
跡
﹂
で
あ
る
と
す
る
と
︑
︻
史
料
三
︼
は
守
護
に
よ
る
動
員
で
は
な
く
︑
﹁
某
跡
﹂
︵
深
堀
太
郎
跡
︶
が
﹁
某
跡
﹂
︵
足
利
入
道
跡
︶
に
寄

合
う
こ
と
に
よ
っ
て
大
番
役
を
勤
仕
す
る
︑
す
ぐ
れ
て
惣
領
制
的
︵
東
国
的
︶
な
大
番
催
促
の
形
態
だ
と
言
え
る
︒
惣
領
制
を
頭
人

寄
子
方

式
の
一
形
態
と
考
え
る
な
ら
ば
︑
東
国
の
大
番
催
促
は
頭
人

寄
子
方
式
の
原
理
に
基
づ
く
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒

第
三
節

大
番
役
勤
仕
形
態
の
東
西
に
お
け
る
異
同

前
節
ま
で
︑
東
国
と
西
国
に
お
け
る
大
番
役
勤
仕
形
態
に
つ
い
て
︑
守
護
の
関
与
の
有
無
と
い
う
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
勤
仕

形
態
の
違
い
に
つ
い
て
︑
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
も
う
少
し
つ
き
つ
め
て
考
え
て
み
よ
う
︒

﹁
は
じ
め
に
﹂
で
示
し
た
よ
う
に
五
味
克
夫
氏
は
︑
西
国
御
家
人
が
守
護
に
よ
る
一
国
ご
と
の
動
員
に
服
し
て
い
た
の
に
対
し
︑
東
国
で
は

一
族
ご
と
の
動
員
も
行
わ
れ
て
い
た
︑
と
い
う
指
摘
を
行
っ
て
い
る
︒
こ
の
五
味
氏
の
指
摘
を
う
け
瀬
野
精
一
郎
氏
は
︑
覆
勘
状
の
網
羅
的
分

析
か
ら
︑
西
国
御
家
人
は
一
国
の
御
家
人
が
同
時
に
在
京
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
︒
そ
の
上
で
︑
東
国
御
家
人
は
結
番
し
て
一
族
単
位
で
勤
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仕
し
た
一
方
︑
西
国
御
家
人
は
守
護
の
統
率
下
で
一
国
の
御
家
人
が
同
時
に
大
番
役
を
勤
め
て
い
た
と
指
摘
し
︑
両
者
を
明
確
に
対
比
さ
せ
て

い
る㉛
︒

瀬
野
氏
の
見
方
は
分
か
り
や
す
く
︑
現
在
で
も
定
説
と
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る㉜
︒
東
国
御
家
人
は
守
護
の
統
率
下
に
な
か
っ
た
︑
と
い
う

点
は
前
節
ま
で
の
検
討
結
果
と
も
合
致
し
︑
本
稿
も
基
本
的
に
賛
同
し
た
い
︒
だ
が
︑
彼
ら
は
結
番
し
て
個
別
に
勤
仕
し
た
と
し
︑
一
国
の
御

家
人
が
同
期
間
に
勤
仕
す
る
こ
と
を
西
国
御
家
人
の
特
性
と
し
た
点
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒

第
一
節
の
︵
ⅱ
︶
甲
斐
国
の
事
例
で
は
︑
武
田
一
族
︑
小
笠
原
一
族
と
と
も
に
﹁
甲
斐
国
大
番
衆
﹂
が
動
員
さ
れ
て
い
た
︒
こ
こ
か
ら
︑
甲

斐
で
は
一
国
単
位
の
御
家
人
動
員
が
行
わ
れ
︑
彼
ら
は
同
時
に
在
京
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
た
だ
︑
甲
斐
や
信
濃
の
事
例
は
守

護
に
よ
る
大
番
催
促
の
可
能
性
を
否
定
で
き
ず
︑
本
稿
も
こ
の
二
国
の
事
例
に
つ
い
て
は
番
頭
に
よ
る
も
の
か
守
護
に
よ
る
も
の
か
︑
確
定
さ

せ
る
こ
と
は
で
き
な
い㉝
︒
そ
の
た
め
︑
守
護
の
影
響
力
の
及
ば
な
い
純
然
た
る
﹁
東
国
﹂
の
事
例
と
し
て
反
証
に
あ
げ
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ

る
︒こ

れ
に
対
し
︑
よ
り
明
確
な
反
証
と
な
る
の
が
︵
ⅲ
︶
上
野
国
の
事
例
で
あ
る
︒
煩
瑣
で
は
あ
る
が
︑
行
論
の
都
合
上
︻
史
料
一
︼
を
再
掲

す
る
︒

︻
史
料
一
︼
﹃
吾
妻
鏡
﹄
寛
元
二
年
︵
一
二
四
四
︶
六
月
一
七
日
条

新
田
太
郎

(
政
義
)
為
飲
令
飲
勤
壱
仕
大
番
一
在
京
︑
是
為
壱
ⓐ
上
野
国
役
一
之
故
也
︑
而
称
壱
所
労
一︑
俄
遂
壱
出
家
一︑
但
不
飲
相
壱
触
事
由
於
六
波
羅
幷
ⓑ
番
頭
城
九
郎

(
安

達

)
泰
盛

等
一
之
由
︑
依
飲
有
壱
注
進
状
一︑
今
日
評
定
之
次
︑
被
飲
経
壱
沙
汰
一︑
任
鰯
被
壱
定
置
一
之
旨
茨︑
可
飲
被
飲
召
壱
放
所
領
一
之
由
被
飲
定
云
々
︑
︵
後
略
︶

︻
史
料
一
︼
で
新
田
政
義
が
大
番
を
勤
め
て
い
た
の
は
ⓐ
﹁
上
野
国
役
﹂
の
た
め
で
あ
っ
た
と
言
う
︒
つ
ま
り
︑
上
野
の
有
力
御
家
人
で
あ
っ

た
新
田
氏
と
い
え
ど
も
︑
単
独
で
上
洛
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
上
野
国
一
国
単
位
の
動
員
を
う
け
て
上
洛
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
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の
と
き
の
ⓑ
﹁
番
頭
﹂
を
務
め
て
い
た
の
が
同
国
の
国
奉
行
安
達
氏
で
あ
っ
た
︒
こ
の
﹁
上
野
国
役
﹂
と
﹁
番
頭
城
九
郎
泰
盛
﹂
は
対
応
し
て

い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
と
き
の
﹁
番
﹂
︵
寛
元
二
年
正
月
～
六
月
の
番
か
︶
は
上
野
国
の
御
家
人
を
一
国
単
位
で
動
員

す
る
こ
と
に
よ
り
賄
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
一
国
の
御
家
人
が
同
時
に
大
番
役
で
在
京
す
る
と
い
う
︑
瀬
野
氏
自
身
が
示
し
た
西

国
御
家
人
の
あ
り
方
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
る
︒

以
上
よ
り
︑
結
番
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
番
﹂
に
て
一
国
単
位
の
動
員
が
な
さ
れ
る
と
い
う
基
本
的
な
構
造
自
体
に
は
︑
東
国
と
西
国
と
で
大

き
な
差
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
う
な
る
と
︑
東
国
と
西
国
の
大
番
役
勤
仕
形
態
の
異
同
は
守
護
の
存
在
の
有
無
に
絞
ら
れ
て
く
る
︒
一

国
単
位
の
動
員
を
行
う
の
が
西
国
で
は
守
護
で
あ
る
の
に
対
し
︑
東
国
で
は
勤
仕
者
と
同
じ
立
場
の
番
頭
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

大
番
催
促
の
た
め
発
給
さ
れ
る
文
書
の
形
式
に
つ
い
て
も
注
意
し
て
お
き
た
い
︒
西
国
に
お
い
て
幕
府
は
﹁
美
濃
国
家
人
等
﹂
に
対
し
て

﹁
可
溢
早
従
壱
相
模
守
惟
義

(
大
内
)
催
促
一
事
﹂
を
︑
﹁
和
泉
国
御
家
人
等
﹂
に
対
し
て
︑
﹁
可
鰯
早
随
壱
左
衛
門
尉
平
義

(
佐
原
)

連
催
促
一
勤
芋
仕
大
内
大
番
茨
事
﹂
を
︑

あ
る
い
は
﹁
左
兵
衛
尉
惟
宗

(
島
津
)

忠
久
﹂
に
﹁
催
壱
彼
国
家
人

(
大
隅
・
薩
摩
)

等
一
可
飲
令
壱
勤
仕
一
矣
﹂
と
命
じ
た㉞
よ
う
に
︑
﹁
某
国
家
人
等
﹂
に
対
し
て
守
護
の
催
促

に
従
う
こ
と
を
命
じ
る
︑
あ
る
い
は
守
護
に
対
し
て
﹁
国
家
人
等
﹂
を
率
い
て
大
番
を
勤
仕
す
る
こ
と
を
命
じ
る
形
式
に
な
っ
て
お
り
︑
大
番

を
勤
仕
す
る
御
家
人
の
統
率
は
守
護
に
一
任
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
東
国
で
は
︑
︻
史
料
二
・
三
︼
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
幕
府
が
直
接

御
家
人
︵
跡
︶
に
大
番
催
促
を
し
て
い
た
︒
五
味
克
夫
氏
は
こ
の
違
い
を
﹁
一
般
に
西
国
御
家
人
の
勤
仕
は
東
国
御
家
人
の
そ
れ
と
較
べ
て
︑

そ
の
手
続
き
に
お
い
て
も
守
護
の
権
限
が
強
く
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
﹂
︵
Ａ
論
文
一
七
頁
︶
と
す
る
︒
こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
か
ら
す
れ

ば
︑
そ
の
違
い
は
守
護
の
権
限
の
強
弱
と
い
う
よ
り
も
︑
そ
も
そ
も
守
護
が
介
在
す
る
か
否
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
起
因
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
︒

以
上
︑
東
国
御
家
人
と
西
国
御
家
人
の
大
番
催
促
の
あ
り
方
の
違
い
を
見
て
き
た
が
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
の
違
い
は
守
護
の
存
在
の
有
無
に

帰
す
と
思
わ
れ
る
︒
守
護
が
一
国
単
位
の
動
員
を
行
う
︑
と
い
う
一
般
的
な
理
解
は
西
国
で
は
通
用
す
る
︒
だ
が
東
国
で
は
︑
信
濃
や
甲
斐
の

よ
う
な
縁
辺
地
域
で
は
確
定
で
き
な
い
事
例
は
あ
る
も
の
の
︑
大
番
催
促
に
﹁
守
護
﹂
が
介
在
し
て
い
た
確
実
な
事
例
は
見
出
せ
な
か
っ
た
︒
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﹁
は
じ
め
に
﹂
で
挙
げ
た
近
年
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
東
国
で
は
守
護
制
度
自
体
が
発
達
し
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
京
都
大
番

役
に
お
い
て
も
︑
東
国
で
は
守
護
が
介
在
す
る
シ
ス
テ
ム
が
と
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
一
見
守
護
に
よ
る
催
促
に
見
え
る
事
例
も
︑

あ
く
ま
で
大
番
役
を
負
担
す
る
御
家
人
同
士
で
の
寄
合
な
の
で
あ
り
︑
西
国
に
お
け
る
動
員
と
は
大
き
く
性
格
が
異
な
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
︒以

上
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
図
示
し
て
お
こ
う
︒

番
頭
︵
東
国
御
家
人
︶

東
国
御
家
人

臨
時
的
・
共
同
勤
仕
的
性
格
が
濃
厚

守
護
︵
東
国
御
家
人
︶

西
国
御
家
人

恒
常
的
・
統
属
関
係
的
性
格
が
濃
厚

守
護
に
よ
る
御
家
人
統
率
は
︑
そ
れ
を
平
時
に
お
い
て
最
も
如
実
に
表
現
す
る
大
番
催
促
を
検
討
す
る
限
り
︑
き
わ
め
て
西
国
的
で
あ
り
︑

そ
の
偏
り
の
大
き
さ
は
上
横
手
氏
ら
先
行
研
究
が
想
定
し
て
い
た
以
上
で
あ
る
︒
そ
し
て
御
家
人
制
の
東
西
差
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
︑
東
国

御
家
人
か
ら
な
る
守
護
に
従
属
す
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
西
国
御
家
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
西
国
御
家
人
の
東
国
御
家
人
に
対
す
る
地
位
の
低
さ

が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
︒

以
上
︑
番
役
及
び
御
家
人
制
の
東
西
の
地
域
差
を
見
て
き
た
︒
次
章
で
は
︑
番
役
の
時
期
的
変
遷
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
︑
そ
の
際
本
章
で

論
じ
た
御
家
人
制
の
地
域
差
に
つ
い
て
も
︑
そ
れ
が
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
一
貫
す
る
も
の
だ
っ
た
の
か
︑
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
︒

①

佐
藤
進
一
﹃
増
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
﹄
︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九

七
一
︑
初
出
一
九
四
八
︶
信
濃
国
の
項
目
︒
以
下
︑
注
記
の
な
い
佐
藤
氏
の
指
摘

は
同
書
の
各
国
項
目
に
よ
る
︒

②

﹁
信
濃
工
藤
家
文
書
﹂
建
長
三
年
︵
一
二
五
一
︶
二
月
六
日
小
井
弖
能
綱
譲
状

案
︵
﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
一
〇

七
二
七
四
︶
︒

③

佐
藤
進
一
﹁
光
明
寺
残
篇
小
考
﹂
︵
注
①
書
︑
初
出
一
九
四
一
︶
参
照
︒
同
史

料
中
に
は
上
洛
す
る
幕
府
軍
の
中
に
﹁
武
田
三
郎
一
族
幷

甲
斐
国

﹂
と
﹁
小
笠
原
信
濃
入

道
一
族

﹂
が
見
え
る
︒

④

網
野
善
彦
﹁
鎌
倉
時
代
の
甲
斐
国
守
護
を
め
ぐ
っ
て
﹂
︵
﹃
網
野
善
彦
著
作
集

四
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
九
︑
初
出
一
九
九
一
︶
三
五
〇
頁
︑
伊
藤
邦
彦
﹁
鎌
倉

幕
府
京
都
大
番
役
覚
書
﹂
︵
前
掲
著
書
︻
論
考
編
︼
︑
初
出
二
〇
〇
五
・
六
︶
三
八

二
～
三
八
四
頁
︒

⑤

ほ
か
︑
大
山
喬
平
﹁
自
然
恩
沢
の
守
護
人
﹂
︵
﹃
鎌
倉
遺
文
月
報
﹄
八
︑
一
九
七

五
︶
も
﹁
鎌
倉
時
代
の
守
護
の
根
本
的
職
権
﹂
と
し
て
﹁
御
家
人
統
率
権
︵
京
都

大
番
役
の
番
頭
︑
幕
府
軍
の
大
将
︶
﹂
を
挙
げ
て
お
り
︑
守
護
と
番
頭
を
同
一
視

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
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⑥

秋
山
哲
雄
﹁
﹁
守
護
所
﹂
に
見
る
鎌
倉
幕
府
の
守
護
﹂
︵
同
﹃
北
条
氏
権
力
と
都

市
鎌
倉
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
六
︑
初
出
二
〇
〇
一
︶
三
一
三
・
三
一
四
頁
︑

熊
谷
氏
前
掲
論
文
五
七
頁
︑
伊
藤
氏
前
掲
著
書
︻
国
別
考
証
編
︼
上
総
・
上
野
の

項
︑
注
④
論
文
三
八
五
・
三
八
六
頁
︒

⑦

﹁
金
沢
文
庫
文
書
﹂
嘉
暦
四
年
︵
一
三
二
九
︶
八
月
一
二
日
関
東
下
知
状
案

︵
﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
三
九

三
〇
六
九
二
︶
な
ど
︒

⑧

足
利
氏
は
史
料
上
﹁
国
奉
行
﹂
と
し
て
現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
熊
谷
氏
は

安
達
氏
の
事
例
と
の
類
似
︑
上
総
に
も
国
奉
行
が
存
在
し
た
事
実
︵
﹃
吾
妻
鏡
﹄

元
久
二
年
︵
一
二
〇
五
︶
一
二
月
二
四
日
条
︶
か
ら
︑
足
利
氏
も
上
総
国
奉
行
で

あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
︒
な
お
︑
上
横
手
氏
・
熊
谷
氏
は
︻
史
料
三
︼
に
は

触
れ
て
い
な
い
︒

⑨

小
谷
俊
彦
﹁
北
条
氏
の
専
制
政
治
と
足
利
氏
﹂
︵
田
中
大
喜
編
﹃
中
世
関
東
武

士
の
研
究
九

下
野
足
利
氏
﹄
戎
光
祥
出
版
︑
二
〇
一
三
︑
初
出
一
九
七
七
︶
一

一
九
頁
︒

⑩

そ
れ
ぞ
れ
︑
泰
氏
説
＝
臼
井
信
義
﹁
尊
氏
の
父
祖
﹂
︵
前
掲
田
中
編
著
︑
初
出

一
九
六
九
︶
︑
家
時
説
＝
小
谷
俊
彦
﹁
北
条
氏
の
専
制
政
治
と
足
利
氏
﹂
︵
前

掲
︶
・
小
川
信
﹁
斯
波
氏
の
祖
先
﹂
︵
同
﹃
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
﹄
吉
川

弘
文
館
︑
一
九
八
〇
︑
初
出
一
九
七
一
︶
︑
家
氏
説
＝
吉
井
功
兒
﹁
鎌
倉
後
期
の

足
利
氏
家
督
﹂
︵
前
掲
田
中
編
著
︑
初
出
二
〇
〇
〇
︶
︒

⑪

﹃
国
史
大
辞
典
﹄
﹁
跡
﹂
項
︵
鈴
木
英
雄
執
筆
︶
︒

⑫

﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
長
二
年
三
月
一
日
条
︒
こ
の
文
書
に
見
え
る
﹁
某
跡
﹂
に
つ
い

て
は
︑
石
田
祐
一
﹁
惣
領
制
度
と
武
士
団
﹂
︵
﹃
中
世
の
窓
﹄
六
︑
一
九
六
〇
︶
参

照
︒

⑬

﹁
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
﹂
︒
海
老
名
尚
・
福
田
豊
彦
﹁
﹁
六
条
八
幡
宮
造

営
注
文
﹂
と
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
制
﹂
︵
福
田
豊
彦
﹃
中
世
成
立
期
の
軍
制
と
内

乱
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
五
︑
初
出
一
九
九
三
︶
に
紹
介
・
解
説
さ
れ
て
い
る
︒

⑭

臼
井
信
義
注
⑩
論
文
六
四
頁
︒

⑮

の
ち
の
﹃
弘
安
四
年
鶴
岡
八
幡
遷
宮
記
﹄
︵
﹃
続
群
書
類
従
﹄
第
三
輯
上
︑
巻
第

六
九
︶
弘
安
四
年
︵
一
二
八
一
︶
四
月
二
六
日
条
に
も
︑
﹁
楼
門
﹂
の
造
営
を
担

当
し
た
﹁
足
利
入
道
殿
跡
﹂
が
見
え
る
︒

⑯

三
浦
周
行
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
①
論
文
一
二
八
頁
︒

⑰

第
四
六
冊
職
名
部
二
六
下
︑
﹃
改
訂
増
補
故
実
叢
書
﹄
一
一
巻
五
〇
七
頁
︒

⑱

た
だ
し
五
味
氏
は
︑
﹃
国
史
大
辞
典
﹄
﹁
京
都
大
番
役
﹂
項
︵
四
巻
︑
一
九
八

四
︶
で
﹁
幕
府
で
六
年
間
分
ほ
ど
の
勤
番
表
を
作
成
し
︑
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
順

次
勤
仕
せ
し
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
大
番
役
の
番
頭
と
な
っ
た
守
護
た
ち
は
御
家

人
や
一
族
を
統
率
し
て
内
裏
・
院
御
所
諸
門
の
警
固
や
市
中
の
警
備
を
分
番
担
当

し
た
の
で
あ
る
︒
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
こ
こ
で
は
番
頭
と
守
護
の
区
別
は
明
確
で

な
い
︒

⑲

木
村
英
一
﹁
京
都
大
番
役
の
勤
仕
先
に
つ
い
て
﹂
︵
同
﹃
鎌
倉
時
代
公
武
関
係

と
六
波
羅
探
題
﹄
清
文
堂
出
版
︑
二
〇
一
六
︑
初
出
二
〇
〇
二
︶
一
〇
二
頁
︒

⑳

五
味
氏
は
Ａ
論
文
で
は
︑
﹃
吾
妻
鏡
﹄
宝
治
元
年
の
結
番
表
に
見
え
る
人
名
を

﹁
勤
仕
代
表
者
﹂
と
称
し
て
お
り
︑
﹁
二
三
名
中
大
部
分
は
守
護
と
思
わ
れ
る
が
︑

な
お
守
護
と
推
定
し
得
な
い
も
の
も
あ
る
︒
或
い
は
一
門
上
首
と
し
て
一
族
を
随

え
勤
番
す
る
も
の
か
︒
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︵
一
八
・
二
八
頁
︶
︒

㉑

﹃
国
史
大
辞
典
﹄
﹁
番
頭
﹂
項
︵
福
田
豊
彦
執
筆
︶
﹁
幕
府
内
の
諸
勤
務
の
多
く

は
交
代
番
の
制
度
を
採
用
し
て
お
り
︑
そ
の
統
率
者
は
一
般
に
番
頭
ま
た
は
頭
人

と
よ
ば
れ
た
﹂
︒

㉒

﹃
吾
妻
鏡
﹄
正
嘉
元
年
︵
一
二
五
七
︶
一
二
月
二
四
日
条
︒

㉓

御
家
人
制
研
究
会
編
﹃
吾
妻
鏡
人
名
索
引
﹄
︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
一
︶
も

こ
の
よ
う
に
比
定
す
る
︒

㉔

ほ
か
︑
七
海
雅
人
﹁
御
家
人
役
事
例
の
検
出
﹂
︵
同
﹃
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
の

展
開
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
一
︶
も
︑
宝
治
元
年
の
結
番
表
に
見
え
る
人
名
を

﹁
番
頭
﹂
と
称
し
て
い
る
︵
二
二
一
頁
︶
︒

㉕

た
と
え
ば
︑
建
保
四
年
︵
一
二
一
六
︶
五
～
七
月
の
大
番
は
島
津
氏
守
護
国
の
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薩
摩
に
加
え
︑
日
向
・
大
隅
・
壱
岐
が
加
わ
っ
て
い
た
︵
﹁
薩
藩
旧
記
雑
録
﹂
建

保
三
年
一
〇
月
四
日
関
東
御
教
書
案
︵
﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
四

二
一
八
二
︶
︶
︒

㉖

︻
表
︼
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
︑
宝
治
・
建
長
・
建
治
と
︑
﹁
某
跡
﹂
で
記
さ

れ
る
御
家
人
は
徐
々
に
増
え
て
い
く
︒
こ
れ
は
︑
こ
の
一
三
世
紀
半
ば
が
﹁
某

跡
﹂
賦
課
方
式
の
黎
明
期
で
あ
る
た
め
だ
ろ
う
︒

㉗

︻
史
料
一
︼
で
安
達
泰
盛
が
﹁
番
頭
﹂
と
記
さ
れ
る
が
︑
当
時
父
義
景
は
ま
だ

健
在
で
あ
る
︒
だ
が
︑
番
頭
が
特
定
個
人
の
職
で
は
な
く
︑
大
番
役
を
勤
仕
す
る

御
家
人
の
一
族
を
単
位
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
︑
番
頭
は
安
達
一
族
全
体
と

い
う
こ
と
に
な
り
︑
泰
盛
が
﹁
番
頭
﹂
と
記
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒

㉘

﹁
中
山
法
華
経
寺
所
蔵
﹃
天
台
肝
要
文
十
﹄
紙
背
文
書
﹂
建
長
五
年
︵
一
二
五

三
︶
一
二
月
三
〇
日
長
専
書
状
︵
﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
一
〇

七
六
八
五
︶
︒

㉙

入
間
田
宣
夫
﹁
延
応
元
年
五
月
廿
六
日
平
盛
綱
奉
書
に
つ
い
て
﹂
︵
日
本
古
文

書
学
会
編
﹃
日
本
古
文
書
学
論
集
五

中
世
一
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
六
︑
初

出
一
九
七
八
︶
︒

㉚

高
橋
典
幸
﹁
御
家
人
役
﹁
某
跡
﹂
賦
課
方
式
に
関
す
る
一
考
察
﹂
︵
﹁
は
じ
め

に
﹂
注
③
書
︑
初
出
二
〇
〇
一
︶

㉛

瀬
野
精
一
郎
﹁
京
都
大
番
役
勤
仕
に
関
す
る
一
考
察
﹂
︵
同
﹃
鎌
倉
幕
府
と
鎮

西
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
一
︑
初
出
一
九
七
五
︶
︒

㉜

外
岡
慎
一
郎
﹁
書
評

瀬
野
精
一
郎
著
﹃
鎌
倉
幕
府
と
鎮
西
﹄
﹂
︵
﹃
史
学
雑
誌
﹄

一
二
一

三
︑
二
〇
一
二
︶
六
五
頁
︒

㉝

信
濃
で
は
嘉
禄
元
年
︵
一
二
二
五
︶
︵
﹁
市
河
文
書
﹂
嘉
禄
元
年
九
月
一
六
日
北

条
重
時
書
下
︵
﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
五

三
四
〇
六
︶
︶
︑
甲
斐
で
は
寛
喜
元
年
︵
一
二

二
九
︶
︵
﹁
甲
斐
大
善
寺
文
書
﹂
寛
喜
元
年
八
月
七
日
関
東
下
知
状
案
︵
﹃
鎌
倉
遺

文
﹄
六

三
八
六
〇
︶
︶
に
﹁
守
護
所
﹂
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

ま
た
︑
﹃
光
明
寺
残
篇
﹄
︵
注
③
参
照
︶
で
も
︑
東
国
の
中
で
こ
の
二
国
と
遠
江
国

が
一
国
単
位
の
動
員
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
熊
谷
氏
は
こ
の

二
国
に
つ
い
て
は
︑
当
初
よ
り
守
護
が
設
置
さ
れ
た
か
否
か
︑
確
定
は
困
難
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
︵
四
二
頁
︶
︒
伊
藤
氏
は
︑
信
濃
国
の
比
企
氏
は
守
護
を
超
え

る
権
限
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
し
︑
甲
斐
国
に
つ
い
て
は
︑
武
田
氏
を
守
護
と
考

え
て
い
る
︒
先
述
の
よ
う
に
︑
二
階
堂
氏
を
当
時
の
甲
斐
守
護
と
考
え
る
網
野
善

彦
氏
の
説
も
あ
り
︑
や
は
り
現
段
階
で
の
確
定
は
難
し
い
︒
こ
の
二
国
の
事
例
の

位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
︑
﹁
東
国
﹂
内
部
で
も
中
核
地
域
と
縁
辺
地
域
と
で
は
支

配
形
態
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
︵
秋
山
哲
雄
注
⑥
論
文
︑
高
橋
典
幸
﹁
鎌
倉
幕

府
と
東
海
御
家
人
﹂
︵
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
③
書
︑
初
出
二
〇
〇
五
︶
︶
と
い
う
議
論

も
踏
ま
え
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

㉞

﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
久
三
年
六
月
二
〇
日
条
所
収
前
右
大
将
家
政
所
下
文
︑
﹁
筑
後
和

田
文
書
﹂
建
久
七
年
一
一
月
七
日
前
右
大
将
家
政
所
下
文
案
︵
﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
二

八
八
一
︶
︑
﹁
島
津
家
文
書
﹂
建
久
八
年
一
二
月
三
日
前
右
大
将
家
政
所
下
文
案

︵
﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
二

九
五
〇
︶
︒
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第
二
章

番
役
の
変
化
と
御
家
人
制

第
一
節

宝
治
二
年
の
転
換

本
章
で
は
︑
番
役
の
時
期
的
変
遷
か
ら
御
家
人
制
の
変
化
を
捉
え
直
し
て
み
た
い
︒

京
都
大
番
役
に
つ
い
て
は
︑
一
三
世
紀
半
ば
に
大
き
な
転
機
が
訪
れ
る
︒
幕
府
は
そ
れ
ま
で
御
家
人
に
限
ら
れ
て
い
た
大
番
役
の
勤
仕
者
を

非
御
家
人
に
も
拡
大
す
る
方
針
へ
と
転
換
し
た
︒

︻
史
料
四
︼
﹃
吾
妻
鏡
﹄
宝
治
二
年
︵
一
二
四
八
︶
正
月
二
五
日
条

京
都
大
番
役
事
︑
西
国
名
主
庄
官
等
類
之
中
︑
有
鰯
募
壱
御
家
人
一
之
者
茨︑
如
飲
然
之
輩
︑
随
壱
守
護
人
一
雖
飲
令
飲
勤
壱
仕
之
一︑
可
飲
賜
壱
各
別
請
取
一
否
事
︑
再
往

及
壱
御
沙
汰
一︑
於
壱
平
均
一
者
難
飲
被
飲
聴
飲
之
︑
依
壱
其
仁
体
一︑
可
飲
有
壱
用
捨
一
之
趣
︑
可
飲
被
飲
仰
壱
六
波
羅
一
云
々
︑

こ
の
命
令
に
て
幕
府
は
﹁
西
国
名
主
庄
官
等
類
﹂
︑
す
な
わ
ち
西
国
の
非
御
家
人
た
ち
の
中
に
御
家
人
と
称
す
る
者
が
お
り
︑
そ
の
よ
う
な
者

が
守
護
に
従
っ
て
京
都
大
番
役
を
勤
仕
し
た
と
し
て
も
︑
一
律
に
勤
仕
証
明
書
を
与
え
る
こ
と
は
せ
ず
︑
﹁
其
仁
体
﹂
に
よ
っ
て
選
別
す
る
よ

う
定
め
て
い
る
︒
高
橋
典
幸
氏
は
こ
れ
を
︑
大
番
役
を
勤
仕
し
た
非
御
家
人
に
御
家
人
役
勤
仕
証
明
書
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
︑
御
家
人
制
を

開
放
的
な
も
の
に
す
る
方
針
転
換
と
捉
え
︑
結
果
と
し
て
一
三
世
紀
半
ば
の
幕
府
は
内
に
多
く
の
﹁
御
家
人
予
備
軍
﹂
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な

っ
た
と
指
摘
し
た①
︒

た
だ
︑
こ
の
高
橋
氏
の
見
解
も
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
う
し
た
御
家
人
制
の
開
放
的
性
格
へ
の
転
換
を
認
め
な
い

︵
御
家
人
制
は
一
貫
し
て
閉
鎖
的
だ
っ
た
と
考
え
る
︶
河
内
祥
輔
氏
は
︑
こ
の
史
料
が
非
御
家
人
の
御
家
人
化
を
認
め
た
も
の
だ
と
い
う
解
釈
を
否
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定
し
︑
幕
府
は
あ
く
ま
で
非
御
家
人
の
御
家
人
化
を
基
本
的
に
認
め
な
か
っ
た
と
評
価
す
る
︒
︻
史
料
四
︼
を
︑
非
御
家
人
の
御
家
人
化
に
制

限
を
か
け
る
た
め
の
も
の
と
評
価
す
る
の
は
七
海
雅
人
氏
も
同
様
で
あ
る②
︒

こ
の
政
策
の
実
態
を
見
定
め
る
に
は
︑
当
該
期
の
幕
府
が
直
面
し
て
い
た
問
題
を
分
析
し
た
上
で
︑
政
策
の
目
的
を
見
定
め
る
こ
と
が
必
要

に
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
政
策
変
更
の
目
的
に
つ
い
て
︑
高
橋
氏
は
前
年
の
宝
治
合
戦
で
北
条
氏
が
勝
利
し
た
こ
と
の
影
響
の
可
能
性
を
指
摘
し

つ
つ
も
︑
明
確
な
見
通
し
は
保
留
し
て
い
る③
︒
一
方
︑
清
水
亮
氏
は
﹁
其
仁
体
﹂
の
基
準
を
御
家
人
領
の
知
行
の
有
無
に
求
め
︑
こ
の
政
策
変

更
の
目
的
を
︑
御
家
人
領
を
知
行
す
る
非
御
家
人
を
体
制
に
取
り
込
む
た
め
の
も
の
だ
っ
た
︑
と
指
摘
し④
︑
御
家
人
制
拡
大
の
要
因
を
経
済
的

基
盤
の
側
面
か
ら
説
明
し
て
い
る
︒

こ
れ
に
対
し
︑
七
海
雅
人
氏
は
︻
史
料
四
︼
が
こ
の
前
年
末
に
行
わ
れ
た
京
都
大
番
役
改
革
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
︒
宝

治
元
年
末
の
京
都
大
番
役
改
革
と
は
︑
前
章
で
取
り
上
げ
た
﹃
吾
妻
鏡
﹄
宝
治
元
年
一
二
月
二
九
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
大
番
結
番
で
あ
る
︒

前
章
か
ら
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
こ
の
日
の
条
に
﹁
京
都
大
番
勤
仕
事
︑
結
壱
番
之
一︑
各
面
々
限
壱
三
箇
月
一︑
可
飲
令
飲
致
壱
在
洛
警
巡
一
之
旨
︑

被
飲
定
壱
下
之
一
﹂
と
あ
り
︑
そ
れ
ま
で
六
ヶ
月
だ
っ
た
大
番
役
を
三
ヶ
月
に
短
縮
し
︑
一
番
か
ら
二
三
番
ま
で
結
番
し
た
︒
当
時
︑
寛
元
四
年

︵
一
二
四
六
︶
に
鎌
倉
幕
府
の
前
将
軍
九
条
頼
経
が
京
都
へ
と
送
還
さ
れ
た
宮
騒
動
︑
宝
治
元
年
︵
一
二
四
七
︶
に
幕
府
の
有
力
御
家
人
三
浦
氏

が
執
権
北
条
時
頼
と
対
決
し
滅
ぼ
さ
れ
た
宝
治
合
戦
と
い
っ
た
鎌
倉
幕
府
を
揺
る
が
す
政
変
・
武
力
衝
突
が
相
次
い
で
い
た
︒
こ
う
し
た
政
情

不
安
の
な
か
︑
御
家
人
の
負
担
を
軽
減
し
て
そ
の
支
持
を
得
る
た
め
に
こ
う
し
た
政
策
が
と
ら
れ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る⑤
︒

七
海
氏
の
指
摘
は
︑
︻
史
料
四
︼
の
改
革
が
な
ぜ
宝
治
二
年
正
月
︵
大
番
役
改
革
の
翌
月
︶
に
行
わ
れ
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
を
京
都
大
番
役

そ
の
も
の
に
即
し
て
説
明
で
き
る
点
で
説
得
的
で
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
の
評
価
に
は
疑
問
が
残
る
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
七
海
氏
は
︑
︻
史
料
四
︼

を
御
家
人
制
の
閉
鎖
性
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
が
京
都
大
番
役
の
改
革
と
連
動
す
る
も
の
と
し
た
上
で
︑

﹁
原
則
と
し
て
御
家
人
の
追
加
認
定
を
認
め
な
い
幕
府
の
基
本
姿
勢
が
︑
当
該
状
況
に
応
じ
た
形
で
再
度
確
認
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
幕

府
は
把
握
可
能
な
正
式
負
担
者
数
の
絞
り
込
み
・
固
定
化
を
お
こ
な
う
こ
と
で
︑
役
負
担
の
安
定
的
か
つ
定
量
的
な
調
達
を
指
向
し
た
と
考
え
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ら
れ
る
﹂
︵
二
七
六
頁
︶
と
整
理
し
た
︒
こ
の
当
時
の
幕
府
の
志
向
性
は
あ
く
ま
で
御
家
人
の
絞
り
込
み
に
あ
っ
た
︑
と
評
価
す
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
評
価
と
︻
史
料
四
︼
の
政
策
が
京
都
大
番
役
の
改
革
と
連
動
し
て
い
る
︑
と
い
う
指
摘
は
整
合
す
る
だ
ろ
う
か
︒
大
番
役
の

期
間
を
六
ヶ
月
か
ら
三
ヶ
月
に
短
縮
す
る
︑
と
い
う
こ
と
は
御
家
人
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
な
る
と
当
然
勤

仕
者
は
不
足
す
る
︵
単
純
に
考
え
て
倍
の
勤
仕
者
が
必
要
に
な
る
︶
︒
そ
れ
へ
の
対
策
と
し
て
思
い
つ
く
の
は
︑
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
の
負
担
者

を
減
ら
す
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
治
安
上
︑
そ
れ
に
も
限
界
が
あ
ろ
う
︒
宝
治
元
年
八
月
に
は
﹁
京
都
大
番
役
事
︑
可
飲
抽
壱
誠
勤
一
之
由
︑
有
壱

其
沙
汰
一
﹂
と
決
定
し
て
お
り⑥
︑
幕
府
は
宝
治
合
戦
後
も
大
番
役
そ
の
も
の
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
同
時
に
御
家
人
負
担
の
軽
減
と
い

う
課
題
と
ど
う
折
り
合
い
を
つ
け
る
か
︑
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
の
対
策
は
︑
勤
仕
者
を
増
や
す
こ

と
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
れ
も
御
家
人
の
数
に
は
限
界
が
あ
る
︒
し
か
も
前
年
に
は
政
情
不
安
と
関
わ
っ
て
篝
屋
が
停
止
さ
れ
る
と
と
も
に
﹁
関

東
武
士
︑
於
飲
今
者
為
壱
大
番
一
上
洛
之
条
︑
可
飲
停
壱
止
之
一︑
以
壱
畿
内
輩
一︑
内
裏
・
仙
洞
許
如
飲
形
可
飲
勤
壱
番
役
一
﹂
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
て
お

り⑦
︑
東
国
御
家
人
の
大
番
上
洛
が
停
止
さ
れ
︑
﹁
畿
内
輩
﹂

≒

西
国
御
家
人
へ
の
依
存
が
高
ま
っ
て
い
た
︒
幕
府
は
現
存
の
御
家
人
以
外
に
ど
こ

か
か
ら
負
担
者
を
調
達
し
て
く
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

と
な
る
と
︑
︻
史
料
四
︼
は
大
番
役
改
革
に
と
も
な
い
︑
西
国
の
非
御
家
人
に
大
番
役
勤
仕
者
を
求
め
た
政
策
︑
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
︒
幕
府
は
こ
れ
に
よ
っ
て
大
番
役
勤
仕
を
希
望
す
る
非
御
家
人
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
難
局
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る⑧
︒

︻
史
料
四
︼
の
改
革
の
契
機
に
つ
い
て
は
七
海
氏
の
理
解
に
し
た
が
い
た
い
が
︑
そ
の
結
果
導
き
出
さ
れ
る
政
策
の
意
義
は
七
海
氏
と
は
逆
に
︑

御
家
人
制
の
拡
大
と
い
う
高
橋
氏
の
理
解
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
節

宮
騒
動
・
宝
治
合
戦
が
も
た
ら
す
番
役
の
転
換

前
節
で
は
︑
宝
治
元
～
二
年
に
か
け
て
︑
京
都
大
番
役
の
維
持
の
た
め
御
家
人
制
の
拡
大
が
行
わ
れ
た
と
論
じ
た
︒
だ
が
︑
同
じ
宝
治
二
年

に
幕
府
で
は
︑
次
の
よ
う
な
決
定
も
な
さ
れ
て
い
る
︒
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︻
史
料
五
︼
﹃
吾
妻
鏡
﹄
宝
治
二
年
八
月
一
〇
日
条

ⓐ
備
前
国
住
人
服
部
左
衛
門
六
郎
︑
可
飲
致
壱
御
所
中
奉
公
一
之
由
︑
就
飲
望
壱
申
之
一︑
於
壱
小
侍
所
一︑
先
被
飲
尋
壱
先
々
奉
公
證
拠
一
之
処
︑
伊
予
大
夫
判
官
義
顕

(

源

義

経

)

為
壱
平
氏
追
討
使
一︑
下
壱
向
西
海
一
之
比
︑
父
祖
等
可
飲
為
壱
扶
持
一
之
旨
︑
廷
尉

(
義
経
)

送
飲
状
︑
剰
賜
壱
乗
馬
一︑
又
感
壱
軍
忠
一︑
重
被
飲
出
壱
賀
章
一
云
々
︑
仍
進
壱
覧
件
両

通
状
一
之
間
︑
有
壱
其
沙
汰
一︑
ⓑ
今
日
勘
申
評
定
之
処
︑
承
久
元
年

(
一

二

一

九

)
以
来
︑
如
壱
医
陰
両
道
之
類
一︑
被
飲
召
壱
加
御
簡
等
一
事
者
︑
自
壱
京
都
一
令
飲
祗
壱
候
御
所
一
之

故
也
︑
ⓒ
雖
飲
无
壱
父
祖
之
例
一︑
号
壱
御
家
人
一︑
今
更
於
鰯
被
飲
聴
壱
奉
公
一
之
条
茨
者
︑
可
飲
為
壱
掲
焉
之
輩
事
一
歟
︑
ⓓ
遠
国
住
人
等
︑
只
帯
壱
廷
尉
内
々
消
息
状

許
一︑
存
壱
御
家
人
募
一
事
者
︑
不
飲
及
壱
御
許
容
一
之
由
︑
所
飲
被
壱
仰
出
一
也
︑

行
論
の
便
宜
上
︑
ⓐ
か
ら
ⓓ
に
四
分
割
し
た
︒
ま
ず
︑
解
釈
と
し
て
は
︑
ⓐ
備
前
国
の
住
人
服
部
左
衛
門
六
郎
が
御
所
中
の
奉
公
を
志
願
し
て

き
た
︒
幕
府
は
六
郎
に
こ
れ
ま
で
の
奉
公
の
証
拠
を
も
と
め
た
と
こ
ろ
︑
六
郎
は
源
義
経
が
西
海
に
出
陣
し
た
際
に
父
祖
が
動
員
さ
れ
た
と
き

賜
っ
た
二
通
の
状
を
提
出
し
︑
審
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
ⓑ
幕
府
に
て
審
議
し
た
と
こ
ろ
︑
医
道
・
陰
陽
道
の
者
が
︵
小
侍
所
が
開
か
れ
た

承
久
元
年
以
来
︶
御
所
の
御
簡
衆
に
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
京
都
よ
り
来
て
御
所
に
祗
候
す
る
故
で
あ
る
︒
ⓒ
父
祖
の
例
が
無
く
と
も
自
身

を
御
家
人
で
あ
る
と
号
し
︑
加
え
て
今
さ
ら
に
御
所
中
奉
公
を
許
さ
れ
る
の
は
﹁
掲
焉
之
輩
﹂
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
ⓓ
遠
国
の
住
人
た

ち
が
﹁
廷
尉
内
々
消
息
状
﹂
の
み
を
根
拠
に
し
て
御
家
人
を
称
す
る
こ
と
は
許
さ
な
い
︑
と
決
定
し
た
︑
と
い
う
内
容
に
な
る
︒

こ
の
史
料
に
つ
い
て
の
各
氏
の
評
価
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
︻
史
料
四
︼
も
新
規
御
家
人
の
参
入
を
規
制
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
河
内
氏
・

七
海
氏
は
︑
そ
れ
と
一
貫
し
た
方
針
の
も
の
だ
と
見
な
す
︒
一
方
︑
﹁
其
仁
体
﹂
に
よ
っ
て
非
御
家
人
が
御
家
人
に
新
規
参
入
す
る
こ
と
を
認

め
た
と
評
価
す
る
清
水
亮
氏
は
︑
そ
れ
と
は
矛
盾
し
た
政
策
だ
と
し
て
︑
﹁
其
仁
体
﹂
の
基
準
に
御
家
人
領
の
知
行
と
い
う
基
準
が
あ
っ
た
と

す
る⑨
︒
︻
史
料
四
︼
の
評
価
が
分
か
れ
る
の
に
比
べ
て
︑
︻
史
料
五
︼
は
御
家
人
制
の
閉
鎖
性
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
諸
氏
の

評
価
は
一
致
し
て
い
る
︒

︻
史
料
五
︼
が
御
家
人
制
の
閉
鎖
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
自
体
は
確
か
で
あ
る
︒
だ
が
本
稿
が
問
題
と
し
た
い
の
は
︑
服
部
氏
が
御
家
人
と

番役に見る鎌倉幕府の御家人制（勅使河原）
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し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
結
果
で
は
な
く
︑
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
西
国
武
士
が
宝
治
二
年
と
い
う
年
に
鎌
倉
に
現
れ
た
事
実
そ
の
も

の
で
あ
る
︒
幕
府
が
﹁
先
々
奉
公
證
拠
﹂
の
提
出
を
命
じ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
服
部
左
衛
門
六
郎
が
﹁
廷
尉
内
々
消
息
状
﹂
し
か
提
出
し

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
服
部
氏
は
治
承
・
寿
永
内
乱
で
源
義
経
に
従
っ
て
以
来
︑
御
家
人
役
勤
仕
の
実
績
が
な
か
っ
た
︵
少
な
く
と
も

証
明
書
は
受
給
し
て
い
な
か
っ
た
︶
の
だ
ろ
う
︒
し
か
も
奉
公
を
望
ん
だ
の
は
︑
御
家
人
の
番
役
の
中
で
も
重
視
さ
れ
︑
主
に
東
国
御
家
人
の
中

で
も
特
定
の
者
が
勤
仕
し
た
御
所
中
番
役
で
あ
る⑩
︒
御
家
人
制
の
閉
鎖
的
性
格
云
々
を
考
え
る
ま
で
も
な
く
︑
そ
も
そ
も
通
常
な
ら
ば
到
底
奉

公
な
ど
許
さ
れ
そ
う
も
な
い
存
在
だ
っ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
服
部
氏
は
堂
々
と
幕
府
に
乗
り
込
ん
で
い
き
︑
し
か
も
幕
府
は
こ
れ
を
無
下

に
追
い
返
さ
ず
︑
奉
公
を
認
め
る
か
ど
う
か
審
議
し
た
︒
服
部
氏
の
事
例
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
御
家
人
と
し
て
の
奉
公
を
認
め
﹁
な
か
っ
た
﹂

こ
と
よ
り
も
︑
認
め
る
﹁
可
能
性
が
あ
っ
た
﹂
︵
と
幕
府
も
服
部
氏
も
認
識
し
て
い
た
︶
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

そ
れ
を
踏
ま
え
て
も
う
一
度
︻
史
料
五
︼
を
読
ん
で
み
た
い
︒
河
内
氏
・
七
海
氏
は
︑
こ
の
時
期
御
家
人
制
は
一
貫
し
て
限
定
的
な
性
格
を

有
し
て
い
た
と
理
解
す
る
が
︑
そ
の
理
解
は
ⓑ
ⓒ
部
分
の
解
釈
と
深
く
関
わ
る
︒
ⓒ
の
部
分
は
新
規
御
家
人
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
定
め
た
も

の
だ
が
︑
両
氏
は
こ
れ
を
ⓑ
の
﹁
医
陰
両
道
之
類
﹂
に
限
定
さ
れ
る
問
題
と
解
釈
し
た
︒
つ
ま
り
︑
新
た
に
御
家
人
と
称
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
の
は
京
都
か
ら
来
て
祗
候
す
る
貴
族
や
医
師
・
陰
陽
師
と
い
っ
た
﹁
掲
焉
之
輩
﹂
︵
七
海
氏
に
よ
れ
ば
︑
き
わ
だ
っ
た
役
割
を
担
っ
て
い
る
者
︶
の

み
で
あ
り
︑
一
般
の
非
御
家
人
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
︑
と
理
解
す
る
わ
け
で
あ
る⑪
︒

し
か
し
︑
こ
れ
と
は
異
な
る
解
釈
も
出
さ
れ
て
い
る
︒
鎌
倉
期
陰
陽
師
に
つ
い
て
研
究
し
た
赤
澤
春
彦
氏
は
︑
幕
府
に
仕
え
た
陰
陽
師
は
御

家
人
と
は
一
線
を
画
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
︒
赤
澤
氏
は
︻
史
料
五
︼
に
つ
い
て
も
︑
ⓒ
の
新
規
御
家
人
の
規
定
は
︑
ⓑ
の
陰
陽
師
が

御
家
人
と
号
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
服
部
左
衛
門
六
郎
の
御
所
奉
公
を
却
下
す
る
た
め
に
幕
府
が
示
し
た
御
家
人
認
定
の

一
般
論
で
あ
る
と
解
釈
し
た⑫
︒

本
稿
も
赤
澤
氏
の
解
釈
が
妥
当
と
考
え
る
︒
ⓑ
は
御
家
人
で
は
な
い
﹁
医
陰
両
道
之
類
﹂
が
御
所
中
奉
公
を
し
て
い
る
理
由
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
︒
つ
ま
り
医
師
・
陰
陽
師
は
御
所
中
奉
公
の
例
外
に
属
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
御
家
人
制
の
例
外
に
属
す
る
こ
と
が
示
さ
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れ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
し
て
ⓒ
の
規
定
は
一
般
の
武
士
の
う
ち
﹁
无
壱
父
祖
之
例
一
﹂
き
者
︑
す
な
わ
ち
非
御
家
人
の
御
所
中
奉
公
に
つ
い
て

述
べ
た
も
の
で
あ
り
︑
︵
非
御
家
人
で
︶
御
家
人
と
号
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
︑
御
所
中
奉
公
に
つ
い
て
は
﹁
掲
焉
之
輩
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︑
と
い
う
の
が
こ
の
史
料
の
趣
旨
と
な
ろ
う
︒
そ
う
考
え
れ
ば
︑
幕
府
が
服
部
氏
の
御
所
中
奉
公
に
つ
い
て
審
議
し
た
理
由
も
理
解
で
き

る
︒
当
時
︑
幕
府
は
非
御
家
人
に
も
御
所
中
奉
公
の
門
戸
を
開
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒

な
ぜ
幕
府
は
当
該
期
に
御
所
中
番
役
の
勤
仕
者
を
非
御
家
人
に
も
求
め
た
の
か
︒
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
当
時
の
政
情
不
安
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
︒
宝
治
合
戦
で
多
く
の
三
浦
氏
の
与
党
が
討
死
に
し
た
が
︑
﹁
都
合
五
百
余
人
令
壱
自
殺
一︑
此
中
被
飲
聴
壱
幕
府
番
帳
一
之
類
二
百
六
十
人⑬
﹂

と
あ
る
よ
う
に
︑
そ
の
中
に
は
多
く
の
番
帳
登
録
者
︵
御
所
中
番
役
勤
仕
者
︶
が
い
た
︒
こ
れ
を
う
け
て
幕
府
も
﹁
御
所
中
番
帳
被
飲
改
飲
之
︑

若
州

(
三
浦
泰
村
)
一
族
幷
余
党
数
輩
︑
已
依
飲
有
壱
其
闕
一
也
︑
為
壱
陸
奥
掃
部
助
実
時

(
金
沢
)
奉
行
一︑
清
壱
撰
新
加
衆
一︑
及
壱
清
書⑭
一
﹂
と
新
た
な
勤
仕
者
を
募
集
し
て

い
る
︒

し
か
し
勤
仕
者
の
欠
如
は
容
易
に
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
後
の
建
長
二
年
︵
一
二
五
〇
︶
に
は
﹁
御
所
中
頗
無
飲
人
︑
自
壱
小
侍

所
一
頻
雖
飲
被
飲
加
壱
催
促
一︑
似
飲
無
壱
其
詮
一︑
仍
伺
壱
申
相
州

(
北
条
時
頼
)一

間
︑
可
飲
令
壱
披
露
一
之
旨
︑
就
鰯
令
壱
返
答
一
給
茨︑
今
日
有
壱
其
沙
汰
一︑
於
壱
不
法
輩
一
者
︑

被
飲
止
壱
出
仕
一︑
加
壱
壮
年
勤
厚
人
於
其
闕
一︑
始
可
飲
令
壱
結
番
一
之
由
被
飲
定
飲
之⑮
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
御
所
中
に
奉
公
す
る
者
が
お
ら
ず
︑
執
権
北

条
時
頼
が
﹁
不
法
輩
﹂
に
対
す
る
処
罰
を
強
め
た
こ
と
が
見
え
る
︒
そ
の
背
景
に
つ
い
て
︑
桃
崎
有
一
郎
氏
は
宮
騒
動
・
宝
治
合
戦
に
よ
り
︑

日
常
的
に
将
軍
に
近
侍
す
る
こ
と
で
政
争
に
ま
き
こ
ま
れ
て
没
落
す
る
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
御
家
人
た
ち
か
ら
摂
家
将
軍
の
近

習
と
な
る
意
欲
を
奪
っ
た
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
る⑯
︒
摂
家
将
軍
の
権
威
低
下
も
あ
い
ま
っ
て
︑
宮
騒
動
・
宝
治
合
戦
は
将
軍
御
所
出
仕
者
の
欠

乏
を
招
い
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
少
な
く
と
も
建
長
年
間
ま
で
持
続
し
て
い
た
︒
こ
う
し
て
五
味
克
夫
氏
が
言
う
よ
う
に
︑
宮
騒
動
・
宝
治
合

戦
を
契
機
と
し
て
御
所
中
番
役
の
﹁
形
式
上
の
整
備
と
︑
実
質
性
の
減
少⑰
﹂
が
進
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
な
事
情
か
ら
︑
当
時
の
御
所
中
奉
公
の
勤
仕
者
に
非
御
家
人
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
れ
は
︑
前
節
で
述
べ
た
︻
史
料
四
︼
の
京
都
大
番
役
と
類
似
し
た
状
況
で
あ
る
︒
京
都
大
番
役
も
ま
た
︑
勤
仕
者
の
不
足
と
い
う
状
況
に

番役に見る鎌倉幕府の御家人制（勅使河原）
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直
面
し
︑
非
御
家
人
に
門
戸
を
開
い
た
︒
つ
ま
り
宮
騒
動
・
宝
治
合
戦
と
い
う
政
情
不
安
の
な
か
で
幕
府
は
︑
京
都
大
番
役
・
御
所
中
奉
公
な

ど
番
役
の
勤
仕
者
確
保
の
た
め
︑
非
御
家
人
も
含
む
範
囲
に
ま
で
勤
仕
者
を
拡
大
し
た
と
言
え
る
︒
﹁
依
壱
其
仁
体
一
﹂
﹁
掲
焉
之
輩
﹂
と
い
っ
た

何
ら
か
の
制
限
は
か
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の⑱
︑
こ
の
よ
う
な
存
在
︵
高
橋
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
御
家
人
予
備
軍
﹂
︶
を
生
み
出
し
た
と
い
う
点
に

お
い
て
︑
限
定
か
ら
拡
大
へ
と
御
家
人
制
の
舵
を
切
っ
た
政
策
と
し
て
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
︒

第
三
節

東
国
・
西
国
御
家
人
制
構
造
の
転
換
の
可
能
性
と
限
界

︻
史
料
五
︼
か
ら
は
︑
御
家
人
制
の
拡
大
と
と
も
に
︑
も
う
一
つ
御
家
人
制
の
転
換
の
可
能
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
ず
︑
こ
こ
ま
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
﹁
廷
尉
内
々
消
息
状
﹂
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
文
書
か
︑
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
︒
具
体
的

に
は
︑
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

︻
史
料
六
︼
﹁
水
走
文
書
﹂
︵
﹃
平
安
遺
文
﹄
八

四
一
四
〇
︶

﹁
云
壱
開
発
相
伝
一︑
云
壱
当
時
沙
汰
次
第
一︑
所
飲
申
尤
有
壱
其
謂
一︑
早
如
飲
元
令
飲
安
壱
堵
本
宅
一︑
可
飲
勤
壱
仕
御
家
人
兵
士
役
一
之
状
如
飲
件
︑

源
(
義
経
)︵
花
押
︶
﹂

源
康
忠

(
水

走

)
謹
解

申
進
申
文
事

請
殊
蒙
壱

恩
裁
一︑
如
飲
元
令
壱
安
堵
一︑
勤
壱
仕
兵
士
役
一︑
河
内
郡
有
福
名
水
走
開
発
田
事

右
︑
康
忠
謹
拷
壱
案
内
一︑
水
走
者
依
飲
為
壱
重
代
相
伝
地
一︑
親
父
季
忠
去
天
養
年
中
申
壱
賜
庁
宣
一︑
遂
壱
開
発
大
功
一︑
被
飲
停
壱
止
万
雑
公
事
一︑
令
飲
進
壱
済
官
物
一

之
間
︑
敢
以
所
飲
無
壱
他
妨
一
也
︑
爰
近
日
兵
粮
米
使
等
︑
寄
壱
事
於
左
右
一
追
壱
出
康
忠
代
官
一︑
致
壱
非
分
濫
妨
一
之
間
︑
及
壱
所
務
違
乱
一
之
条
︑
難
飲
堪
次
第
也
︑

然
早
被
飲
停
壱
止
彼
妨
一︑
安
壱
堵
本
宅
一︑
可
飲
勤
壱
仕
兵
士
役
一
之
由
︑
為
飲
蒙
壱
御
裁
定
一︑
勒
壱
在
状
一︑
言
上
如
飲
件
︑
以
解
︑

寿
永
三
年

(
一

一

八

四

)
二
月

日

62 (920)



︻
史
料
七
︼
﹁
水
走
文
書
﹂
︵
﹃
平
安
遺
文
﹄
一
〇

五
〇
八
七
︶

国
兵
士
事
︑
相
伝
家
人
許
私
加
壱
其
催
一
候
者
也
︑
康
忠
之
外
︑
御
厨
兵
士
可
飲
令
壱
免
除
一
之
由
︑
令
壱
下
知
一
候
也
︑
恐
々
謹
言
︑

二
月
廿
四

(
寿

永

三

年

)
日

源
義
経
請
文

治
承
・
寿
永
の
内
乱
中
︑
義
経
が
河
内
の
在
地
領
主
水
走
氏
に
発
給
し
た
文
書
︵
外
題
︶
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
文
書
か
ら
は
︑
内
乱
中
︑
西
国

に
派
遣
さ
れ
た
源
義
経
が
各
地
の
武
士
を
自
軍
に
動
員
し
て
御
家
人
に
編
成
し
︑
そ
の
見
返
り
に
彼
ら
の
所
領
を
安
堵
し
て
い
っ
た
こ
と
が
読

み
取
れ
る
︒
こ
の
種
の
文
書
は
あ
ま
り
現
存
し
て
い
な
い
が
︑
他
に
も
た
と
え
ば
壇
ノ
浦
合
戦
の
直
前
︑
義
経
は
数
十
艘
の
船
を
献
じ
た
周
防

国
在
庁
で
舟
船
奉
行
の
船
所
五
郎
正
利
に
﹁
可
飲
為
壱
鎌
倉
殿
御
家
人
一
之
由
﹂
を
載
せ
た
﹁
書
﹂
を
与
え
て
い
る
こ
と
な
ど
が
﹃
吾
妻
鏡
﹄
か

ら
確
認
で
き
る⑲
︒
こ
う
し
た
事
例
か
ら
見
れ
ば
︑
義
経
は
内
乱
期
に
西
国
一
帯
で
各
地
の
武
士
を
戦
力
と
し
て
編
成
す
る
た
め
︑
御
家
人
と
し

て
安
堵
す
る
旨
を
記
し
た
文
書
を
発
給
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
な
ら
ば
宝
治
二
年
に
服
部
氏
が
持
参
し
た
﹁
廷
尉
内
々
消
息
状
﹂
と
い
う
の

も
こ
う
し
た
文
書
の
一
種
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒

幕
府
は
最
終
的
に
﹁
遠
国
住
人
等
︑
只
帯
壱
廷
尉
内
々
消
息
状
許
一︑
存
壱
御
家
人
募
一
事
者
︑
不
飲
及
壱
御
許
容
一
之
由
︑
所
飲
被
壱
仰
出
一
也
﹂
と

し
て
︑
義
経
の
文
書
は
そ
れ
だ
け
で
御
家
人
の
根
拠
と
す
る
に
は
不
足
だ
と
決
定
し
た
︒
確
か
に
御
家
人
役
勤
仕
の
実
績
す
ら
な
い
の
で
は
︑

仕
方
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
︒
だ
が
幕
府
法
上
︑
御
家
人
役
勤
仕
の
実
績
も
関
係
な
く
︑
そ
れ
単
体
で
御
家
人
と
認
定
さ
れ
得
る
文
書
は
存
在

す
る
︒

︻
史
料
八
︼
鎌
倉
幕
府
追
加
法
六
〇
九
条

一

可
飲
為
壱
御
家
人
一
輩
事

弘
安
十

五

廿
五
御
沙
汰

祖
父
母
帯
壱
御
下
文
一
之
後
︑
子
孫
雖
飲
不
飲
知
壱
行
所
領
一︑
為
壱
御
家
人
一
令
壱
安
堵
一
条
︑
先
々
成
敗
不
飲
可
壱
相
違
一︑
但
依
壱
其
身
之
振
舞
一︑
可
飲
有
壱
許
否
沙

番役に見る鎌倉幕府の御家人制（勅使河原）
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汰
一
歟
︑

こ
の
弘
安
一
〇
年
︵
一
二
八
七
︶
の
追
加
法
の
規
定
で
は
︑
現
に
所
領
を
持
っ
て
い
な
い
も
の
︵
＝
御
家
人
役
を
勤
仕
し
て
い
な
い
者
︶
で
も
︑

祖
父
母
の
時
の
﹁
御
下
文
﹂
を
帯
し
て
さ
え
い
れ
ば
︑
御
家
人
と
し
て
安
堵
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︑
と
し
て
い
る
︒
同
様
に
︑
正
応
六
年

︵
一
二
九
三
︶
の
追
加
法
六
三
九
条
で
も
︑
﹁
曾
祖
父
之
時
︑
被
飲
成
壱
御
下
文
一
﹂
た
者
は
所
領
が
無
く
と
も
︵
失
っ
て
い
て
も
︶
御
家
人
と
し
て

安
堵
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
︒
御
家
人
身
分
の
認
定
に
お
い
て
︑
下
文
に
よ
る
安
堵
は
極
め
て
大
き
な
効
力
を
発
揮
し
︑
そ
の
前
で
は
御
家

人
役
の
勤
仕
実
績
す
ら
問
わ
れ
な
か
っ
た
︒
で
は
﹁
下
文
﹂
を
持
つ
の
は
ど
の
よ
う
な
者
た
ち
か
︒

︻
史
料
九
︼
鎌
倉
幕
府
追
加
法
六
八
条
︵
天
福
二
年
︵
一
二
三
四
︶
五
月
一
日
︶

一

西
国
御
家
人
所
領
事

右
︑
西
国
御
家
人
者
︑
自
壱
右
大
将
家

(
源

頼

朝

)
御
時
一︑
守
護
人
等
注
壱
交
名
一︑
雖
飲
令
飲
催
壱
勤
大
番
以
下
課
役
一︑
給
壱
関
東
御
下
文
一︑
令
飲
領
壱
知
所
職
一
之
輩
者
不

飲
幾
︑
依
飲
為
壱
重
代
之
所
帯
一︑
随
壱
便
宜
一︑
或
給
壱
本
家
領
家
之
下
知
一︑
或
以
壱
寺
社
惣
官
之
下
文
一︑
令
壱
相
伝
一
歟
︑
︵
後
略
︶

西
国
御
家
人
は
﹁
給
壱

関
東
御
下
文
一︑
令
飲
領
壱

知
所
職
一

之
輩
者
不
飲
幾
﹂
と
い
う
状
態
だ
っ
た
︒
こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
東
国
御
家
人
た
ち
は

﹁
関
東
御
下
文
﹂
を
保
持
す
る
者
が
多
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
か
ら
︑
下
文
を
持
つ
東
国
御
家
人
は
御
家
人
役
勤
仕
の
実
績

が
な
く
と
も
御
家
人
の
身
分
を
認
め
ら
れ
た
と
言
え
︑
西
国
御
家
人
と
比
べ
て
安
定
し
た
身
分
を
保
持
し
て
い
た
︒

次
に
考
え
た
い
の
が
こ
う
し
た
下
文
が
発
給
さ
れ
た
の
が
い
つ
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
頼
朝
は
︑
治
承
・
寿
永
の
内
乱
中
か
ら
多
く
の

下
文
を
出
し
て
い
る
︒
で
は
︻
史
料
九
︼
に
見
え
る
﹁
関
東
御
下
文
﹂
と
い
う
の
が
こ
う
し
た
内
乱
中
に
出
さ
れ
た
下
文
な
の
か
と
い
う
と
︑

恐
ら
く
も
う
少
し
時
代
が
下
る
の
で
は
な
い
か
︒

64 (922)



︻
史
料
一
〇
︼
﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
久
三
年
︵
一
一
九
二
︶
六
月
三
日
条

有
壱
恩
沢
沙
汰
一︑
或
被
飲
加
壱
新
恩
一︑
或
被
飲
成
壱
改
以
前
御
下
文
一︑
︵
後
略
︶

内
乱
も
終
結
し
た
建
久
三
年
以
降
︑
頼
朝
は
そ
れ
ま
で
の
袖
判
下
文
を
政
所
下
文
に
改
め
て
い
っ
た
︒
し
か
し
こ
れ
は
単
に
形
式
が
変
更
さ

れ
た
の
み
で
は
な
い
︒
上
横
手
雅
敬
氏
は
こ
の
下
文
更
改
に
よ
っ
て
鎌
倉
幕
府
の
荘
郷
地
頭
職
が
成
立
し
た
こ
と
を
述
べ
た
︒
ま
た
︑
工
藤
勝

彦
氏
は
こ
の
下
文
更
改
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
安
堵
と
は
︑
そ
れ
ま
で
の
即
時
的
効
力
を
期
待
し
た
安
堵
を
︑
職
の
確
認
と
い
う
形
に
切
り
替
え

て
い
っ
た
も
の
だ
と
し
た
︒
さ
ら
に
︑
川
合
康
氏
は
こ
れ
を
安
堵
の
内
乱
期
的
性
格
︑
軍
事
的
性
格
の
止
揚
と
捉
え
た⑳
︒
工
藤
・
川
合
両
氏
の

理
解
は
こ
の
時
期
の
安
堵
を
内
乱
期
固
有
の
状
況
と
関
連
さ
せ
て
捉
え
る
点
が
重
要
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
こ
れ
ら
諸
氏
が
取
り
上
げ
た
信
濃
国

の
藤
原
助
弘
の
例
で
は
︑
そ
れ
ま
で
平
家
に
よ
っ
て
下
司
職
を
安
堵
さ
れ
て
い
た
が
︑
治
承
四
年
︵
一
一
八
〇
︶
に
は
反
乱
軍
と
し
て
挙
兵
し

た
源
義
仲
に
よ
っ
て
安
堵
を
受
け
︑
さ
ら
に
寿
永
二
・
三
年
︵
一
一
八
三
・
四
︶
に
は
頼
朝
の
異
母
弟
阿
野
全
成
か
ら
所
領
内
の
下
司
職
・
地

主
職
を
安
堵
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
に
内
乱
期
︑
頼
朝
以
外
の
下
文
に
よ
っ
て
地
主
職
な
ど
と
し
て
安
堵
を
受
け
て
き
た
助
弘
だ
が
︑
建
久
三
年

一
二
月
一
〇
日
の
政
所
下
文
で
そ
れ
ま
で
の
所
職
を
地
頭
職
と
し
て
一
括
し
て
安
堵
さ
れ
た㉑
︒
つ
ま
り
建
久
年
間
の
下
文
更
改
と
は
︑
頼
朝
以

外
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
も
含
め
︑
内
乱
期
の
即
時
的
・
軍
事
的
な
性
格
の
強
い
安
堵
を
平
時
の
所
職
︵
地
頭
職
︶
補
任
と
し
て
の
安
堵
に

切
り
替
え
︑
定
着
さ
せ
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

こ
こ
で
再
び
義
経
の
問
題
に
立
ち
返
る
と
︑
前
掲
の
水
走
氏
が
得
た
︻
史
料
六
・
七
︼
や
周
防
国
の
船
所
正
利
が
受
け
た
﹁
可
飲
為
壱
鎌
倉
殿

御
家
人
一
之
由
﹂
を
載
せ
た
﹁
書
﹂
︑
そ
し
て
︻
史
料
五
︼
服
部
氏
が
得
た
﹁
廷
尉
内
々
消
息
状
﹂
と
は
︑
内
乱
の
状
況
下
で
義
経
が
軍
事
動
員

の
た
め
西
国
武
士
に
下
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
︒
こ
れ
が
安
堵
の
性
格
も
有
し
て
い
た
の
は
︻
史
料
六
︼
に
﹁
安
壱
堵
本
宅
一
﹂
の
語
が
あ
る

こ
と
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
︒
と
す
る
と
︑
こ
の
よ
う
な
即
時
的
・
内
乱
期
的
安
堵
は
建
久
年
間
に
い
た
っ
て
そ
の
役
目
を
終
え
た
と
言
え
よ
う
︒

本
来
な
ら
そ
れ
に
か
わ
っ
て
政
所
下
文
が
下
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒
だ
が
︑
︻
史
料
九
︼
に
よ
る
と
︑
西
国
御
家
人
た
ち
の
多
く
は
﹁
関
東
御
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下
文
﹂
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑
内
乱
期
に
は
軍
事
動
員
と
引
き
換
え
に
安
堵
を
受
け
た
西
国
武
士
た
ち
も
建
久
年
間
に
は
東
国

御
家
人
た
ち
が
得
た
よ
う
な
下
文
を
受
け
た
者
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る㉒
︒

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
の
建
久
三
年
六
月
に
実
施
さ
れ
た
美
濃
国
の
大
番
催
促
で
は
︑
﹁
存
壱
家
人
儀
一
輩
﹂
は
守
護
大
内
惟
義
の
催
促
に
従
っ
て

大
番
役
を
勤
仕
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
︑
武
士
た
ち
に
御
家
人
と
な
る
か
否
か
の
去
就
の
選
択
を
迫
る
と
と
も
に
︑
守
護
が
大
番
催
促
を
行
う
体

制
が
整
備
さ
れ
た㉓
︒
前
章
で
論
じ
た
よ
う
な
︑
守
護
に
よ
る
大
番
催
促
︵
御
家
人
統
率
︶
と
い
う
西
国
的
な
体
制
は
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た

と
思
し
い
︒
大
番
役
の
御
家
人
役
化
に
と
も
な
い
︑
西
国
御
家
人
は
守
護
の
麾
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
き
︑
こ
れ
以
後
︑
︻
史
料
九
︼
に
あ
る

よ
う
に
︑
西
国
御
家
人
は
も
っ
ぱ
ら
守
護
の
指
揮
下
で
大
番
役
を
勤
め
る
こ
と
に
よ
り
御
家
人
身
分
を
維
持
し
て
い
く
︒
そ
の
後
︑
御
家
人
と

し
て
存
続
し
た
者
も
い
れ
ば
︑
服
部
氏
の
よ
う
に
御
家
人
役
を
勤
仕
す
る
こ
と
も
な
く
御
家
人
か
ら
脱
落
し
た
者
も
い
た
だ
ろ
う
︒

︻
史
料
九
︼
で
は
︑
西
国
御
家
人
の
存
在
形
態
は
﹁
右
大
将
家
御
時
﹂
＝
頼
朝
の
時
代
以
来
の
も
の
と
さ
れ
る
が
︑
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
内

乱
が
終
息
し
た
建
久
年
間
︵
一
一
九
〇
～
九
九
︑
さ
ら
に
言
え
ば
建
久
三
年
以
降
︶
こ
そ
東
国
御
家
人
と
西
国
御
家
人
の
身
分
的
格
差
が
顕
在
化
し

た
と
き
だ
っ
た
︒
こ
れ
以
降
︑
基
本
的
に
は
︑

東
国
御
家
人
⁝
⁝
⁝
幕
府
か
ら
直
接
安
堵
の
下
文
を
受
給
し
︑
守
護
に
よ
る
大
番
催
促
は
受
け
な
い
︒

西
国
御
家
人
⁝
⁝
⁝
下
文
は
受
給
せ
ず
︑
守
護
の
も
と
で
大
番
役
を
は
じ
め
と
す
る
御
家
人
役
を
勤
仕
す
る
こ
と
で
御
家
人
身
分
を
保
つ
︒

と
い
う
形
で
東
国
・
西
国
そ
れ
ぞ
れ
の
御
家
人
の
存
在
形
態
は
分
化
し
て
い
っ
た
︒

以
上
の
前
提
を
も
と
に
︻
史
料
五
︼
を
位
置
づ
け
直
し
て
み
た
い
︒
仮
に
服
部
氏
が
出
し
た
﹁
廷
尉
内
々
消
息
状
﹂
に
よ
っ
て
同
氏
が
御
家

人
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
︒
服
部
氏
が
治
承
・
寿
永
の
内
乱
以
来
︑
御
家
人
役
を
勤
仕
し
て
い
な
か
っ
た

の
は
明
白
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
義
経
の
文
書
の
み
に
よ
っ
て
御
家
人
認
定
を
す
る
と
す
れ
ば
︑
義
経
の
文
書
の
機
能
は
ま
さ
に
︻
史
料
八
︼
に

見
え
る
よ
う
な
下
文
に
等
し
い
︒
こ
れ
は
西
国
御
家
人
に
東
国
御
家
人
と
同
等
の
身
分
的
安
定
性
を
認
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
︒
す
な
わ
ち
︑

一
三
世
紀
半
ば
の
西
国
御
家
人
の
枠
の
拡
大
の
な
か
で
︑
東
国
・
西
国
御
家
人
間
の
格
差
の
是
正
に
も
つ
な
が
る
可
能
性
が
生
じ
て
い
た
の
で
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あ
る
︒

だ
が
幕
府
は
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
︒
宝
治
二
年
に
︑
確
か
に
幕
府
は
御
家
人
制
の
拡
大
を
試
み
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
目
的
は
当
面
の
大
番

役
や
御
所
中
奉
公
な
ど
眼
前
の
番
役
に
充
て
る
だ
け
の
人
員
を
賄
う
こ
と
で
あ
り
︑
も
と
よ
り
御
家
人
制
の
大
幅
な
拡
大
は
求
め
て
い
な
い
︒

加
え
て
︑
﹁
廷
尉
内
々
消
息
状
﹂
の
み
を
帯
す
る
者
の
御
家
人
化
は
︑
建
久
年
間
に
実
施
さ
れ
た
下
文
更
改
の
意
義
を
無
に
帰
す
に
等
し
い
行

為
で
あ
り
︑
幕
府
と
し
て
到
底
許
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
し
か
も
大
規
模
な
治
承
・
寿
永
内
乱
の
平
家
追
討
戦
に
お
い
て
鎌
倉
軍
が

動
員
し
た
西
国
武
士
︑
す
な
わ
ち
義
経
か
ら
の
動
員
を
受
け
︑
そ
の
﹁
消
息
状
﹂
を
保
持
す
る
者
は
服
部
氏
以
外
に
も
お
び
た
だ
し
い
数
に
の

ぼ
る
可
能
性
が
高
い
︒
こ
こ
に
も
服
部
氏
の
御
家
人
化
を
阻
む
要
因
が
存
し
た
︒

こ
う
し
て
一
三
世
紀
半
ば
の
宮
騒
動
・
宝
治
合
戦
を
契
機
に
西
国
の
非
御
家
人
の
多
く
を
番
役
に
動
員
す
る
︵
高
橋
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
御

家
人
予
備
軍
﹂
化
す
る
︶
こ
と
が
試
み
ら
れ
︑
さ
ら
に
は
西
国
御
家
人
の
多
く
が
東
国
御
家
人
と
同
等
の
地
位
を
獲
得
す
る
可
能
性
も
浮
上
さ
せ

た
︒
だ
が
︑
幕
府
は
そ
う
し
た
主
張
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
せ
ず
︑
建
久
年
間
以
来
の
東
国
・
西
国
御
家
人
間
の
格
差
も
温
存
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た㉔
︒

①

高
橋
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑦
論
文
︒

②

河
内
祥
輔
﹁
朝
廷
・
幕
府
体
制
の
成
立
と
構
造
﹂
︵
水
林
彪
ほ
か
編
﹃
王
権
の

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
﹄
弘
文
堂
︑
一
九
九
八
︶
八
三
・
八
四
頁
︑
七
海
雅
人
﹁
鎌
倉
幕

府
御
家
人
制
の
展
開
過
程
﹂
︵
第
一
章
注
㉔
書
︑
初
出
一
九
九
九
︶
二
七
六
～
二

七
八
頁
︒
三
田
武
繁
氏
は
当
初
︑
︻
史
料
四
︼
を
非
御
家
人
の
御
家
人
化
と
い
う

文
脈
で
理
解
し
て
い
た
が
︑
河
内
氏
の
批
判
を
う
け
見
解
を
あ
ら
た
め
て
い
る

︵
﹁
京
都
大
番
役
と
主
従
制
の
展
開
﹂
︵
同
﹃
鎌
倉
幕
府
体
制
成
立
史
の
研
究
﹄
吉

川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
七
︑
初
出
一
九
八
九
︶
二
三
二
・
二
三
三
頁
︶
︒
な
お
︑
非

御
家
人
の
御
家
人
化
の
事
例
と
し
て
若
狭
国
太
良
荘
の
乗
蓮
の
事
例
︵
橋
本
道
範

﹁
荘
園
公
領
制
再
編
成
の
一
前
提
﹂
︵
同
﹃
日
本
中
世
の
環
境
と
村
落
﹄
思
文
閣

出
版
︑
二
〇
一
五
︑
初
出
一
九
九
七
︶
参
照
︶
が
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
河
内
祥
輔

﹁
御
家
人
身
分
の
認
定
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
鎌
倉
遺
文
研
究
﹄
七
︑
二
〇
〇
一
︶
は
こ

れ
に
つ
い
て
も
︑
従
来
の
史
料
翻
刻
・
解
釈
を
見
直
し
︑
乗
蓮
が
非
御
家
人
か
ら

御
家
人
化
し
た
と
い
う
見
方
を
否
定
し
て
自
説
を
補
強
し
た
︒
た
だ
︑
そ
の
評
価

を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
は
︑
高
橋
典
幸
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑦
論
文
補
註

�
で
述
べ
る
よ
う
に
疑
問
が
残
り
︑
別
途
検
討
が
必
要
で
あ
る
︒

③

﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑦
論
文
七
九
頁
︒

④

清
水
亮
﹁
鎌
倉
幕
府
御
家
人
役
賦
課
制
度
の
展
開
と
﹁
関
東
御
領
﹂
﹂
︵
同
﹃
鎌

倉
幕
府
御
家
人
制
の
政
治
史
的
研
究
﹄
校
倉
書
房
︑
二
〇
〇
七
︑
初
出
二
〇
〇

二
・
四
︶
七
八
～
八
〇
頁
︒

⑤

﹃
網
野
善
彦
著
作
集
五

蒙
古
襲
来
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
八
︑
初
出
一
九
七

四
︶
三
四
頁
︒
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⑥

﹃
吾
妻
鏡
﹄
宝
治
元
年
八
月
五
日
条
︒

⑦

﹃
民
経
記
﹄
寛
元
四
年
︵
一
二
四
六
︶
一
二
月
八
日
条
︒

⑧

高
橋
慎
一
朗
氏
は
︑
宝
治
合
戦
で
多
く
の
御
家
人
が
滅
亡
し
た
こ
と
に
と
も
な

い
︑
前
年
に
停
止
さ
れ
た
関
東
武
士
の
大
番
役
︵
前
注
︶
が
こ
の
宝
治
元
年
一
二

月
の
結
番
で
復
活
し
︑
負
担
が
均
等
化
さ
れ
た
と
述
べ
た
︵
﹃
北
条
時
頼
﹄
︵
吉
川

弘
文
館
︑
二
〇
一
三
︶
一
二
四
・
一
二
五
頁
︶
︒
政
変
に
と
も
な
う
負
担
者
の
減

少
と
そ
れ
へ
の
対
応
と
い
う
視
点
は
本
稿
と
共
通
し
て
お
り
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

だ
が
︑
こ
の
結
番
に
連
ね
ら
れ
て
い
る
名
︵
前
章
︻
表
︼
︶
は
前
章
で
述
べ
た
通

り
︑
勤
仕
代
表
者
た
る
﹁
番
頭
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
番
頭
の
地
位
ま
で
西
国
御
家
人

に
任
せ
る
と
は
考
え
に
く
く
︑
番
頭
級
以
外
の
東
国
御
家
人
の
負
担
が
ど
こ
ま
で

通
常
に
復
し
た
か
は
分
か
ら
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
下
︑
一
層
西
国
御
家
人

︵
と
非
御
家
人
︶
へ
の
依
存
度
が
高
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

⑨

五
味
克
夫
Ｂ
論
文
も
︑
︻
史
料
四
・
五
︼
か
ら
︑
﹁
幕
府
の
当
時
の
方
針
は
非
御

家
人
を
御
家
人
に
編
入
す
る
こ
と
も
個
別
審
議
に
よ
り
特
別
の
も
の
に
つ
い
て
は

あ
り
う
る
﹂
︵
一
一
二
・
一
一
三
頁
︶
と
理
解
す
る
︒
た
だ
し
︑
︻
史
料
四
︼
の
解

釈
は
Ａ
論
文
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
︒

⑩

五
味
克
夫
Ａ
論
文
四
七
～
五
一
頁
︒

⑪

注
②
河
内
一
九
九
八
年
論
文
六
七
・
六
八
頁
︑
七
海
論
文
二
七
七
頁
︒

⑫

赤
澤
春
彦
﹁
鎌
倉
陰
陽
師
の
成
立
と
展
開
﹂
︵
同
﹃
鎌
倉
期
官
人
陰
陽
師
の
研

究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
一
︑
初
出
二
〇
〇
三
︶
三
三
八
・
三
五
七
頁
︒

⑬

﹃
吾
妻
鏡
﹄
宝
治
元
年
六
月
五
日
条
︒

⑭

﹃
吾
妻
鏡
﹄
宝
治
元
年
七
月
一
日
条
︒

⑮

﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
長
二
年
一
二
月
二
〇
日
条
︒

⑯

桃
崎
有
一
郎
﹁
北
条
時
頼
政
権
に
お
け
る
鎌
倉
幕
府
年
中
行
事
の
再
建
と
挫

折
﹂
︵
﹃
鎌
倉
遺
文
研
究
﹄
三
七
︑
二
〇
一
六
︶
二
〇
・
二
一
頁
︒

⑰

五
味
克
夫
﹁
鎌
倉
幕
府
の
番
衆
と
供
奉
人
に
つ
い
て
﹂
︵
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
②
書
︑

初
出
一
九
五
八
︶
六
九
頁
︒

⑱

大
番
役
勤
仕
の
基
準
と
な
っ
た
﹁
其
仁
体
﹂
︑
御
所
中
奉
公
の
基
準
と
な
っ
た

﹁
掲
焉
之
輩
﹂
は
い
ず
れ
も
︑
他
よ
り
卓
越
し
た
者
︑
あ
る
い
は
由
緒
を
持
っ
た

者
と
い
う
よ
う
な
意
味
だ
と
思
わ
れ
る
が
︑
実
際
に
い
か
な
る
基
準
が
設
け
ら
れ

て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
り
︑
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒
こ
の
点
︑
清
水
氏
︵
注

④
︶
が
想
定
し
た
御
家
人
領
の
知
行
者
と
い
う
基
準
も
︑
番
役
を
担
う
実
力
の
あ

る
者
︑
と
い
う
意
味
で
興
味
深
い
︒
た
だ
︑
﹁
其
仁
体
﹂
や
﹁
掲
焉
之
輩
﹂
に
明

確
な
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
点
に
つ
い
て
本
稿
は
若
干
の
疑
問

を
持
つ
︒
こ
れ
ら
の
番
役
へ
の
非
御
家
人
の
動
員
は
︑
宮
騒
動
・
宝
治
合
戦
と
い

う
政
情
不
安
に
と
も
な
う
措
置
だ
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
張
で
あ
る
︒
い
わ
ば
混

乱
の
な
か
場
当
た
り
的
に
実
施
さ
れ
た
政
策
で
あ
り
︑
そ
も
そ
も
明
確
な
基
準
を

幕
府
が
設
定
し
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
点
に
疑
問
符
が
つ
く
︒
﹁
其
仁
体
﹂
﹁
掲
焉

之
輩
﹂
と
い
う
の
は
﹃
吾
妻
鏡
﹄
地
の
文
の
語
彙
だ
が
︑
い
ず
れ
も
具
体
性
に
乏

し
く
︑
結
局
の
と
こ
ろ
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
勤
仕
す
る
非
御
家
人
を
選
定

す
る
つ
も
り
だ
っ
た
故
に
こ
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
︑
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
提
示
し
て
お
く
︒

⑲

﹃
吾
妻
鏡
﹄
元
暦
二
年
︵
一
一
八
五
︶
三
月
二
一
日
条
︒

⑳

上
横
手
雅
敬
﹁
荘
郷
地
頭
制
の
成
立
﹂
︵
同
﹃
日
本
中
世
政
治
史
研
究
﹄
塙
書

房
︑
一
九
七
〇
︶
二
三
〇
～
二
三
六
頁
︑
工
藤
勝
彦
﹁
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
安
堵
の

成
立
と
整
備
﹂
︵
﹃
古
文
書
研
究
﹄
二
九
︑
一
九
八
八
︶
九
～
一
二
頁
︑
川
合
康

﹁
奥
州
合
戦
ノ
ー
ト
﹂
︵
同
﹃
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
﹄
校
倉
書
房
︑
二
〇
〇

四
︑
初
出
一
九
八
九
︶
一
八
七
～
一
九
〇
頁
︒

㉑

い
ず
れ
も
﹁
市
河
文
書
﹂
︵
﹃
平
安
遺
文
﹄
七

三
五
三
一
︑
八

三
九
三
七
・

四
一
二
〇
・
四
一
四
三
︑
﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
二

六
四
五
︶
︒

㉒

﹁
播
磨
広
峰
文
書
﹂
正
中
元
年
︵
一
三
二
四
︶
一
二
月
二
一
日
関
東
下
知
状
案

︵
﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
三
七

二
八
九
三
三
︶
に
﹁
西
国
輩
︑
雖
飲
不
飲
帯
壱
本
御
下
文
一︑

以
壱
景
時

(
梶
原
)

奉
書
一︑
備
壱
御
家
人
支
証
一
之
条
常
例
也
﹂
と
い
う
認
識
が
見
え
る
︒
こ

の
梶
原
景
時
奉
書
は
建
久
年
間
の
御
家
人
制
再
編
の
前
提
と
し
て
の
奥
州
合
戦
に
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際
し
て
発
給
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
︵
川
合
康
注
⑳
論
文
二
二
六
頁
︶
︑
建
久

年
間
以
降
︑
西
国
御
家
人
が
自
身
の
身
分
の
根
拠
と
し
た
の
は
下
文
で
は
な
く
景

時
や
守
護
の
発
給
す
る
文
書
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

㉓

﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
久
三
年
六
月
二
〇
日
条
︒
田
中
稔
﹁
鎌
倉
初
期
の
政
治
過
程
﹂

︵
同
﹃
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
度
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
一
︑
初
出
一
九

六
三
︶
一
〇
〇
頁
︒
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑥
拙
稿
も
参
照
︒

㉔

高
橋
典
幸
氏
は
前
掲
︻
史
料
八
︼
追
加
法
六
〇
九
条
に
見
え
る
﹁
祖
父
母
﹂
や

六
三
九
条
に
見
え
る
﹁
曾
祖
父
﹂
と
い
う
認
定
基
準
を
仁
治
年
間
︵
一
二
四
〇
～

四
三
︶
と
接
点
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︵
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑦

論
文
補
註
�
︶
︒
高
橋
氏
の
見
積
が
妥
当
か
は
な
お
検
討
を
要
す
る
︵
た
と
え
ば

七
海
雅
人
氏
は
こ
れ
ら
の
年
代
を
一
二
〇
〇
年
前
後
と
計
算
し
て
い
る
︵
注
②
論

文
二
九
九
・
三
〇
〇
頁
︶
︶
が
︑
こ
れ
を
認
め
る
と
す
れ
ば
︑
御
家
人
身
分
を
保

証
す
る
下
文
に
つ
い
て
も
︑
必
ず
し
も
頼
朝
時
代
の
秩
序
が
維
持
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
た
だ
︑
高
橋
氏
が
重
視
す
る
仁
治
年
間
と
い
う
御
家
人
認

定
の
基
準
は
︑
氏
が
取
り
上
げ
た
い
く
つ
か
の
事
例
に
よ
る
と
︑
あ
く
ま
で
﹁
御

家
人
役
勤
仕
証
明
書
﹂
に
基
づ
い
て
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
︑
下
文
を
も
っ
て
判

断
し
た
も
の
で
は
な
い
︒
仁
治
年
間
と
い
う
判
定
基
準
に
下
文
も
関
わ
る
か
は
︑

別
途
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒
こ
れ
に
関
連
し
て
︑
一
二
四
〇
年
代
に
入
っ
て
幕

府
が
西
国
の
御
家
人
に
︑
安
堵
状
に
代
替
し
う
る
関
東
御
教
書
型
証
文
を
発
給
し

た
︑
と
い
う
七
海
雅
人
氏
の
指
摘
︵
﹁
鎌
倉
幕
府
の
譲
与
安
堵
﹂
︵
第
一
章
注
㉔

書
︶
三
四
～
三
六
頁
︶
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
︒
こ
れ
に
よ
る
と
宮
騒
動
・
宝

治
合
戦
の
前
か
ら
西
国
御
家
人
に
も
安
堵
状
に
匹
敵
し
う
る
文
書
が
一
定
度
発
給

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
︑
こ
の
関
東
御
教
書
型
証
文
を
受
け
取
っ
た
の

は
幕
府
草
創
期
に
本
御
下
文
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
西
国
御
家
人
で
は
な
く
︑
こ

の
時
点
で
既
に
幕
府
の
安
堵
体
系
下
に
あ
っ
た
者
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
︵
高
橋
典
幸
﹁
書
評

七
海
雅
人
著
﹃
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
の
展
開
﹄
﹂

︵
﹃
史
学
雑
誌
﹄
一
一
二

六
︑
二
〇
〇
三
︶
九
二
・
九
三
頁
︶
︒
関
東
御
教
書
型

証
文
と
い
う
形
式
の
文
書
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
︑
こ
れ

が
幕
府
草
創
期
︵
建
久
年
間
︶
の
安
堵
体
系
に
漏
れ
た
者
を
安
堵
す
る
た
め
に
行

わ
れ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
︑
こ
れ
に
つ
い
て
も
今
後
の

検
討
を
要
す
る
︒

お

わ

り

に

最
後
に
本
稿
の
内
容
を
ま
と
め
て
今
後
の
展
望
を
記
す
︒

第
一
章
で
は
︑
京
都
大
番
役
の
勤
仕
形
態
の
東
西
差
を
論
じ
た
︒
西
国
で
は
守
護
が
大
番
催
促
を
行
う
の
に
対
し
︑
東
国
で
は
﹁
番
頭
﹂
が

催
促
に
あ
た
る
︒
番
頭
の
基
本
的
な
性
格
は
︑
催
促
を
受
け
る
側
の
御
家
人
と
同
じ
く
大
番
役
の
勤
仕
者
で
あ
り
︑
守
護
と
は
性
格
を
異
に
す

る
︒
東
国
御
家
人
と
西
国
御
家
人
の
大
番
役
勤
仕
形
態
の
差
異
は
︑
守
護
の
統
率
を
受
け
る
か
否
か
と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
る
と
考
え
る
︒
東

国
御
家
人
よ
り
西
国
御
家
人
の
方
が
守
護
の
統
制
を
強
く
受
け
る
︑
と
い
う
こ
と
自
体
は
従
来
説
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
︑
本
稿
は
東
国

に
お
け
る
守
護
の
御
家
人
統
率
︵
大
番
催
促
︶
に
つ
い
て
︑
よ
り
根
本
的
な
疑
問
を
呈
し
た
︒
こ
れ
に
よ
り
御
家
人
制
の
地
域
差
を
考
え
る
新

番役に見る鎌倉幕府の御家人制（勅使河原）
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し
い
視
点
を
提
供
で
き
た
と
考
え
る
︒

第
二
章
で
は
︑
番
役
の
勤
仕
者
の
時
期
的
な
変
化
に
つ
い
て
論
じ
た
︒
高
橋
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
一
三
世
紀
半
ば
に
幕
府
は
非
御
家
人
の

大
番
役
勤
仕
を
認
め
︑
御
家
人
制
を
拡
大
す
る
︒
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
河
内
氏
・
七
海
氏
ら
に
よ
る
反
論
も
加
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
本
文
で

述
べ
た
よ
う
に
こ
れ
ら
の
理
解
に
は
史
料
解
釈
な
ど
の
点
か
ら
疑
問
が
残
る
︒
や
は
り
こ
の
時
期
に
御
家
人
制
は
拡
大
に
転
じ
た
と
本
稿
も
考

え
る
が
︑
そ
の
契
機
と
し
て
本
稿
が
想
定
し
た
の
が
宮
騒
動
・
宝
治
合
戦
に
と
も
な
う
番
役
︵
京
都
大
番
役
・
御
所
中
奉
公
︶
勤
仕
者
の
不
足
で

あ
る
︒
こ
の
な
か
で
第
一
章
の
論
点
と
も
関
わ
る
東
国
・
西
国
御
家
人
間
の
格
差
が
解
消
さ
れ
る
可
能
性
も
生
じ
た
が
︑
幕
府
は
そ
れ
を
認
め

る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
番
役
の
勤
仕
者
の
拡
大
が
御
家
人
制
の
拡
大
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
示
し
︑
番
役
の
変
遷
が
御
家
人
制
の
変
化
に
も
関

わ
る
こ
と
を
論
じ
た
︒

以
上
︑
本
稿
で
は
番
役
の
問
題
か
ら
御
家
人
制
の
構
造
・
展
開
を
描
い
て
み
た
︒
と
こ
ろ
で
︑
御
家
人
制
の
転
換
点
と
し
て
︑
ほ
か
に
注
目

さ
れ
て
い
る
画
期
と
言
え
ば
一
三
世
紀
末
で
あ
る
︒
弘
安
七
年
︵
一
二
八
四
︶
に
発
令
さ
れ
た
鎮
西
名
主
職
安
堵
令
に
つ
い
て
は
︑
根
本
下
文

を
持
た
な
い
西
国
︵
鎮
西
︶
御
家
人
に
対
し
て
安
堵
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
と
の
佐
藤
進
一
氏
の
評
価
︑
佐
藤
説
よ
り
踏
み
込
ん
で
異
国
警
固

番
役
を
勤
仕
し
た
非
御
家
人
に
も
安
堵
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
村
井
章
介
氏
の
評
価
な
ど
が
あ
る①
︒
こ
れ
ら
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
︑
一

三
世
紀
末
の
弘
安
徳
政
段
階
に
も
︑
東
国
御
家
人
と
西
国
御
家
人
の
間
の
格
差
の
解
消
︑
お
よ
び
御
家
人
制
の
拡
大
の
可
能
性
が
あ
っ
た
︒
こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
が
︑
こ
の
拡
大
が
異
国
警
固
番
役
の
実
施
に
と
も
な
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
御
家
人
制
は
鎌
倉
時
代
に
度
々
変

動
し
た
が
︑
そ
れ
は
番
役
の
変
化
と
連
動
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
番
役
の
勤
仕
者
の
確
保
︑
と
い
う
共
通
の
視

点
か
ら
一
三
世
紀
半
ば
及
び
同
世
紀
末
の
御
家
人
制
の
変
動
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か②
︒

し
か
し
こ
の
政
策
も
ま
た
︑
徳
政
を
主
導
し
た
安
達
泰
盛
の
失
脚
と
と
も
に
頓
挫
し
た
︒
こ
の
後
幕
府
は
異
国
警
固
番
役
に
本
所
一
円
地
住

人
を
動
員
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
す
る
︒
御
家
人
制
の
拡
大
と
は
別
方
向
の
︑
新
し
い
軍
事
動
員
体
制
の
構
築
に
よ
っ
て
軍
事
的
課
題
の
克

服
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る③
︒
こ
の
こ
と
は
︑
東
西
御
家
人
間
の
格
差
︑
御
家
人
制
の
閉
鎖
性
と
い
う
基
本
的
性
格
が
い
か
に
強
固
で
あ
っ
た
か

70 (928)



を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
︒

高
橋
氏
に
よ
る
と
︑
一
三
世
紀
後
半
に
御
家
人
制
は
再
び
限
定
的
な
性
格
を
帯
び
る
と
い
う
︒
こ
れ
に
つ
い
て
高
橋
氏
は
特
に
徳
政
令
や
在

地
武
士
団
の
動
向
な
ど
と
の
関
連
を
想
定
し
た
︒
本
稿
で
は
そ
う
し
た
要
素
と
と
も
に
︑
番
役
に
動
員
す
る
軍
事
力
確
保
の
必
要
性
が
薄
れ
た
︑

と
い
う
視
点
で
説
明
で
き
る
可
能
性
も
提
示
し
て
お
き
た
い
︒

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
見
通
し
で
あ
り
︑
鎌
倉
時
代
後
期
の
御
家
人
制
に
つ
い
て
は
︑
別
に
独
自
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
ま

た
地
域
的
に
も
︑
本
稿
は
東
国
・
西
国
と
い
う
二
分
法
で
御
家
人
制
︵
お
よ
び
守
護
制
︶
の
構
造
を
見
出
し
た
︒
こ
の
区
分
自
体
に
も
も
ち
ろ

ん
意
味
は
あ
る
が
︑
第
一
章
で
扱
っ
た
甲
斐
・
信
濃
の
事
例
に
不
確
定
な
部
分
を
残
し
た
よ
う
に
︑
﹁
東
国
﹂
﹁
西
国
﹂
の
中
で
も
地
域
を
よ
り

細
分
化
し
て
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う④
︒
い
ず
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

①

佐
藤
進
一
﹁
鎌
倉
幕
府
政
治
の
専
制
化
に
つ
い
て
﹂
︵
同
﹃
日
本
中
世
史
論
集
﹄

岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
︑
初
出
一
九
五
五
︶
九
七
～
一
〇
一
頁
︑
村
井
章
介

﹁
神
々
の
戦
争
﹂
︵
同
﹃
中
世
の
国
家
と
在
地
社
会
﹄
校
倉
書
房
︑
二
〇
〇
五
︑

初
出
一
九
七
八
︶
二
六
四
～
二
六
九
頁
︒

②

番
役
勤
仕
の
実
態
へ
の
着
目
は
︑
様
々
な
面
に
お
い
て
︑
鎌
倉
幕
府
の
権
力
の

実
態
を
見
直
す
の
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
︒
た
と
え
ば
︑
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
③

で
取
り
上
げ
た
︑
一
三
世
紀
後
半
か
ら
認
め
ら
れ
る
大
番
役
の
在
地
転
嫁
の
問
題

は
︑
一
般
的
に
幕
府
や
御
家
人
の
権
限
拡
大
と
い
う
文
脈
で
理
解
さ
れ
て
い
る
が
︑

こ
れ
も
大
番
役
の
負
担
増
大
︵
勤
仕
先
と
し
て
の
院
御
所
・
内
裏
の
増
加
︶
と
関

わ
っ
て
い
る
可
能
性
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あ
る
︵
小
原
嘉
記
﹁
書
評
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一
朗
著
﹃
日
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六
七
四
︑
二
〇
一
八
︶
六
八
・
六
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頁
︶
︒

こ
う
し
た
番
役
負
担
の
需
要
増
大
・
供
給
減
少
と
い
う
実
用
的
な
問
題
を
前
提
に
︑

鎌
倉
幕
府
が
本
来
管
轄
外
に
あ
る
人
的
・
物
的
基
盤
︵
非
御
家
人
・
百
姓
か
ら
の

段
別
銭
︶
の
動
員
を
行
う
に
い
た
る
と
い
う
捉
え
方
が
で
き
︑
鎌
倉
幕
府
の
志
向

性
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
り
得
る
︒

③

高
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出
一
九

九
八
︶
︒

④
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橋
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︒
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︶
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奨
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金
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The Gokenin (Housemen) System of the Kamakura Bakufu

as Seen in Banyaku

by

TESHIGAHARA Takuya

This paper addresses the gokenin system, the organization of the retainers

of shogun who headed the Kamakura bakufu. In particular, it examines the

issues of what were the special characteristics of gokenin in specific regions

and how they changed over time, using the banyaku, the guard duty

performed by gokenin at various locations, as a primary resource.

In the first section, I address the differences in the implementation of the

Kyōto Ōbanyaku (the duty of guarding the imperial palace by gokenin)

between those from Tōgoku (Eastern Japan, roughly present-day Shizuoka

and Nagano prefectures and those further east) and Saigoku (other provinces

in Western Japan.) In general Kyōto Ōbanyaku duties were carried out by

the gokenin whom were led by the shugo, the military commanders placed in

each province by the Kamakura bakufu. In contrast, this paper makes clear

that this was the form in the case of the Saigoku gokenin, but there were

intermediaries called bantō, and not the shugo, when the Tōgoku gokenin

served as Kyōto Ōbanyaku. Both the shugo and bantō relied on the Tōgoku

gokenin, but in contrast to the Saigoku gokenin whose fealty to the shugo

was strong, the relationship between the bantō and the Tōgoku gokenin was

nearly one of equals. In this manner, viewed in terms of the form of the

Kyōto Ōbanyaku, the standpoint of the Saigoku gokenin was weaker than

that of the Tōgoku gokenin.

In the second section, I address the changes in the chief form of those who

served as banyaku during the Kamakura period. Originally, it was the duty

of the gokenin alone to serve as the Kyōto Ōbanyaku, but in the mid 13
th

century the bakufu recognized the participation of samurai other than the

gokenin in the Kyōto Ōbanyaku system. Furthermore, it permitted samurai

who were not gokenin to serve as the banyaku guarding the Kamakura

shogunʼs residence at the same time. In either case this was the result of

political turmoil and fighting over the leadership of the Kamakura bakufu

that broke out just prior to 1246 and though 1247. Due to this, the bakufu
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permitted the participation of samurai who were not gokenin to serve as

banyaku, and they were treated as equivalent of the gokenin. In this way, in

this paper I have argued from the reality of the banyaku that gokenin system

was expanded. The possibility arose of eliminating the gap between the

Tōgoku and Saigoku gokenin, which was demonstrated in the first section of

this paper, but this was put off by the bakufu and the differences were

preserved.

I believe that in the above I have been able to clarify the regional

characteristics of the gokenin system and an aspect of the changes in each

historical period by concretely examining the banyaku.

The Political Process before and after the Establishment of

the Kyōbushō (Ministry of Religions) and Nishi Hongwanji Temple:

Rethinking the Relationship between Politics and Religion

by

TSUJIOKA Takeshi

The Kyōbushō (Ministry of Religions) was formally established as the

government organ to administer religious affairs on the 14
th
day of the third

month of Meiji 5 (1872). In this paper I highlight an aspect of the relationship

between politics and religion during the early stage of the Meiji era by

tracing the political process in establishing the Kyōbushō. In doing so, I

focus on the political role of Hongwanji as an organization, which has been

overlooked in previous scholarship.

The paper can be summarized in the following manner.

Beginning with the initial request by Shimaji Mokurai, a Nishi-Hongwanji

monk, for the establishment of the Kyōbushō in the ninth month of Meiji 4,

active debate regarding the reorganization religious system took place

among government leaders, the Saiin, the Jingishō and others. Senior

Undersecretary for Kami Affairs (Jingi Daiyu) Fukuba Bisei and Deputy

Head of the Sain Gotō Shinpei focused their position in the direction of
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