
都
市
に
お
け
る
惣
的
結
合
の
発
展

特
に
天
文
の
法
華
一
揆
を
中
心
と
し
て
1
一
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W
　
　
【
要
約
】
　
一
〇
七
四
年
、
ド
イ
ツ
の
ケ
ル
ン
に
勃
発
し
た
市
民
の
大
暴
動
は
、
富
裕
商
人
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
た
コ
ン
、
ミ
ュ
ー
ソ
運
動
の
先
　
　
…

…
駆
的
な
・
の
・
し
て
曇
れ
て
い
・
．
都
票
・
ン
・
、
嘉
確
享
・
た
窪
、
都
市
墾
・
の
二
念
次
に
わ
た
・
闘
争
・
議
が
必
要
で
あ
っ
…

㏄　

ｽ
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
十
六
世
紀
は
こ
の
種
の
暴
動
の
京
都
．
奈
良
其
他
に
著
し
く
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
主
と
し
て
京
都
に
お
こ
っ
た
天
　
…

…　

莓
@
華
の
一
揆
を
取
扱
い
、
そ
れ
が
勃
発
す
る
ま
で
の
経
過
や
町
衆
の
役
割
、
一
揆
の
様
相
や
惣
の
発
展
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
、
日
本
に
お
け
る
　
W

∵
ン
・
・
嘉
成
の
運
動
の
醤
ξ
い
て
血
窒
・
霧
・
し
た
い
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
古
代
的
な
都
市
が
封
建
的
な
都
市
に
脱
皮
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
そ
の
　
　
は
、
高
利
貸
者
た
る
土
倉
・
酒
屋
に
著
し
く
、
応
仁
乱
後
、
洛
申
洛
外
の
業
者

都
市
の
住
民
が
古
代
的
な
隷
属
関
係
を
離
れ
て
独
立
し
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
　
　
は
、
し
だ
い
に
山
門
の
支
配
を
離
れ
、
土
蔵
法
師
と
い
わ
れ
た
身
分
か
ら
（
俗

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
体
の
業
者
に
と
変
化
し
て
行
っ
た
蔽
躇
畑
本
。

　
鎌
倉
」
壼
町
時
代
、
都
市
の
住
民
、
と
く
に
商
工
業
者
は
多
く
神
人
や
供
御

人
の
身
分
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
古
代
的
な
荘
園
領
主
に
隷
属
し
て
、
種
々
の

奉
仕
を
な
す
こ
と
を
立
前
と
し
て
い
た
。
し
か
し
室
町
も
中
期
以
降
に
な
る
と
、

こ
れ
ら
の
商
工
業
者
は
し
だ
い
に
荘
園
領
主
の
も
と
を
離
れ
、
或
は
幕
府
に
属

し
て
そ
の
政
所
の
公
人
や
侍
所
の
小
舎
人
雑
色
な
ど
に
な
り
、
或
は
そ
の
と
き

ど
き
の
婁
力
者
の
家
来
ど
な
っ
て
、
営
業
の
保
瞳
　
を
得
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向

　
一
方
、
地
子
銭
の
請
負
い
や
自
衛
の
必
要
か
ら
、
都
市
住
民
の
間
に
自
治
の

気
運
が
見
ら
れ
、
惣
的
結
合
の
傾
向
が
著
し
く
な
っ
て
来
た
が
、
こ
の
よ
う
な

情
勢
の
う
ち
に
都
市
の
住
民
は
し
だ
い
に
そ
の
自
立
的
結
合
を
強
め
、
都
市
の

領
主
と
の
戦
い
の
う
ち
に
そ
の
自
由
を
確
保
し
て
行
っ
た
。
神
宮
の
門
前
町
宇

治
山
田
に
お
け
る
神
人
対
神
役
人
の
争
い
は
そ
れ
で
あ
り
、
奈
良
で
は
、
天
文

一
揆
に
富
有
な
町
人
衆
の
反
抗
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
億
ど
く
に
京
都
の
場
令
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を
と
り
あ
げ
、
京
都
の
惣
的
結
合
が
天
文
初
年
の
法
葦
一
揆
を
通
し
て
、

よ
う
に
進
展
し
て
行
っ
た
か
を
、
考
え
て
見
た
い
。

ど
の

　
京
都
の
町
が
惣
町
と
し
て
の
実
躰
を
と
と
の
え
ば
じ
め
た
の
は
、
応
仁
の
乱

後
、
幕
府
の
権
威
が
お
と
ろ
え
て
、
都
市
の
秩
序
が
幕
府
の
手
で
守
り
き
れ
な

く
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
に
永
正
四
年
六
月
、
管
領
の
細
川
政
元
が
殺
さ

れ
、
そ
の
あ
と
両
細
川
氏
が
争
い
を
こ
と
と
し
、
実
権
が
三
好
氏
に
移
っ
て
か

ら
は
、
京
都
の
政
権
を
め
ぐ
っ
て
争
い
が
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
京

都
の
住
民
も
、
互
に
団
結
し
て
町
と
し
て
の
防
衛
力
を
強
め
る
こ
と
が
急
務
と

な
っ
て
来
た
。
こ
の
時
代
と
な
れ
ば
、
都
市
の
住
民
の
富
の
力
も
増
大
し
、
領

主
の
支
配
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
に
わ
か
に
高
ま
っ
て
来
た
。

　
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
も
つ
と
も
よ
く
示
す
の
が
、
地
下
に
よ
る
半
済
の
強
行

で
あ
る
。
半
済
は
も
と
も
と
室
町
幕
府
が
論
功
行
賞
と
し
て
、
荘
園
領
主
の
収

納
す
べ
き
年
貢
の
半
分
を
部
将
に
あ
た
え
た
と
こ
ろ
に
発
す
る
が
、
応
仁
の
乱

後
、
と
く
に
永
正
・
大
永
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
力
者
が
勝
手
に

半
済
を
強
行
し
て
2
、
荘
園
領
主
を
苦
し
め
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
こ
と
に
京

都
や
そ
の
近
郊
で
は
そ
の
傾
向
が
著
し
い
。
永
正
元
年
九
月
、
管
領
細
川
政
元

が
叛
将
を
淀
に
改
め
た
と
き
、
部
将
の
香
西
又
六
等
は
、
半
済
を
約
束
し
て
近

郷
の
土
畏
を
悉
く
狩
り
集
め
、
近
郷
の
土
一
揆
数
千
人
を
楓
従
え
た
が
、
こ
の

と
き
下
京
の
衆
は
、
地
子
の
免
除
を
目
的
と
し
て
み
な
出
陣
し
た
灘
凱
脚
天
皇
謙
。

細
川
政
元
は
そ
の
功
と
し
て
部
将
に
山
城
・
摂
津
の
寺
社
本
所
領
の
半
済
を
あ

た
え
る
こ
と
と
な
り
、
翌
月
香
西
は
山
城
国
を
申
立
て
て
、
二
年
九
月
ま
で
押

し
て
こ
れ
を
知
行
、
そ
の
間
半
済
に
反
抗
し
た
一
乗
寺
・
高
野
・
山
科
郷
に
発

向
、
山
科
郷
で
は
郷
人
の
抵
抗
を
受
け
て
い
る
彫
灘
媚
掛
盤
法
。

　
つ
い
で
享
禄
二
年
正
月
十
日
に
は
、
時
の
権
力
者
三
好
元
長
の
一
党
柳
本
賢

治
の
手
の
も
の
両
人
が
、
一
字
目
の
地
へ
地
墨
銭
を
と
る
た
め
に
押
か
け
、
妻

子
ま
で
人
質
に
と
っ
て
い
る
が
編
灘
、
翌
三
年
十
二
月
廿
五
日
に
は
、
同
じ
く

木
沢
長
政
が
正
親
町
の
地
子
を
半
済
に
す
べ
き
由
を
三
条
西
実
隆
の
も
と
に
暑

き
送
っ
て
い
る
蕪
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
に
実
力
者
が
代
る
毎
に
ひ
ん
ぱ
ん
に
地
子
銭
を
と
ら
れ
る

の
で
は
、
町
衆
も
た
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
町
衆
も
そ
の
度
毎
に
猛
烈
な
反
撃

に
田
た
。
享
禄
二
年
、
一
条
町
の
場
合
に
は
、
町
衆
は
そ
の
集
会
所
た
る
革
堂

の
鐘
を
つ
ぎ
鳴
ら
し
、
と
き
の
声
を
あ
げ
て
人
質
の
奪
還
に
つ
と
め
、
柳
本
新

三
郎
の
衆
七
八
人
に
傷
を
つ
け
、
三
人
を
倒
し
た
程
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
代
と
も
な
れ
ば
、
町
衆
も
そ
れ
ぞ
れ
に
団
、
結
し
、
武
力
を
も
つ
て
土
一

揆
と
戦
い
を
交
え
る
ほ
ど
に
成
長
し
て
い
た
。
香
西
又
六
が
淀
に
出
陣
し
た
と

き
、
下
京
の
衆
が
地
子
の
免
除
を
日
的
と
し
て
こ
れ
に
参
加
し
た
と
い
う
の
も
、

部
将
た
ち
が
武
力
集
団
と
し
て
の
下
京
衆
を
高
く
評
価
し
て
い
た
た
め
で
あ
り
、

こ
の
勢
い
が
進
め
ば
、
彼
ら
自
身
、
半
済
の
強
行
、
、
年
貢
の
免
除
に
向
っ
て
、
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そ
の
実
力
を
発
動
す
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
前
後
に
な
る
と
、

京
都
の
近
郊
到
る
と
こ
ろ
で
、
郷
民
た
ち
が
年
貢
半
済
の
た
め
に
、
郷
村
連
合

を
な
し
て
、
気
勢
を
あ
げ
て
い
る
。
明
応
頃
と
思
わ
れ
る
上
久
世
庄
沙
汰
人
連

署
の
注
進
状
に
、
西
陶
中
脈
斜
懸
の
一
揆
等
が
半
済
と
称
し
て
上
久
世
庄
に
触

れ
て
来
た
こ
と
が
見
え
る
類
欝
栢
合
。
永
正
八
年
の
秋
に
は
、
京
都
近
辺
に
土
一

揆
が
蜂
起
し
て
月
余
に
及
ん
で
い
る
が
慧
、
そ
の
＋
百
に
は
、
勧
修
寺
領

山
城
宇
治
郷
十
一
ケ
郷
と
山
科
七
整
序
所
々
敬
在
の
地
下
人
等
が
、
半
済
と
号

し
て
年
貢
を
滞
納
、
幕
府
は
大
内
氏
に
そ
の
取
り
し
ま
り
か
た
を
命
じ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
同
十
七
年
十
月
に
も
、
勧
修
寺
境
内
な
ら
び
に
醍
醐
小
栗
梱
石
田
小

野
等
の
郷
民
が
散
在
の
田
畠
の
年
貢
を
、
宇
治
十
一
郷
の
百
姓
と
呼
応
し
て
、

半
済
の
企
て
を
な
し
、
す
で
に
勧
修
寺
八
幡
宮
の
祭
礼
…
料
を
半
済
に
し
た

勧
修
寺
・

文
書

　
こ
の
こ
ろ
に
な
れ
ば
、
酒
屋
土
倉
を
襲
う
と
い
う
よ
う
な
暴
発
的
な
蜂
起
は

比
較
的
少
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
郷
村
の
連
合
は
い
っ
そ
う
緊
密
と
な
り
、
半

済
の
要
求
等
継
続
的
に
、
ま
た
効
果
的
な
方
法
が
到
る
と
こ
ろ
で
お
こ
な
わ
れ

て
を
り
、
そ
れ
だ
け
荘
園
領
主
と
し
て
の
打
撃
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
傾
向
は
さ
ら
に
都
市
に
も
波
及
し
、
郷
村
と
一
体
の
半
済
の
要
求
の

お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
も
珍
ら
し
く
な
く
な
っ
た
。
永
正
十
七
年
五
月
に
は
、
折

か
ら
の
徳
政
の
騒
ぎ
に
便
乗
し
て
、
東
寺
の
境
内
の
連
中
が
一
揆
し
、
年
貢
の

半
済
を
企
て
よ
う
と
し
て
、
張
本
人
の
つ
か
ま
っ
た
こ
と
も
あ
る
麟
か
脚
肪
。

　
大
永
五
年
（
？
）
四
月
、
洛
申
の
等
持
院
は
、
院
号
た
る
西
京
四
町
及
び
七

条
朱
雀
の
土
地
が
、
　
「
十
一
ケ
郷
之
組
」
と
号
し
、
半
済
年
貢
等
を
抑
留
し
、

上
納
し
な
い
の
を
訴
え
て
い
る
献
燃
囎
鞭
舶
蠕
融
曙
滞
潮
。
実
隆
公
記
大
永
八
年
二

月
十
七
日
の
紙
背
に
は
ま
た
次
の
よ
う
な
交
書
が
あ
る
。

．
洛
中
洛
外
半
済
土
民
配
当
由
候
。
此
儀
者
歎
入
候
事
理
、
少
下
京
地
子
そ
れ

　
さ
へ
半
済
候
て
は
一
向
事
候
。

　
こ
の
文
書
は
前
後
の
事
情
よ
り
し
て
、
大
永
六
年
十
二
月
ご
ろ
の
史
料
と
考

え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
実
隆
公
記
十
二
月
三
日
の
条
に
、
「
徳
政
所
々
難
事
」

と
あ
る
に
対
比
さ
れ
る
事
実
か
と
思
わ
れ
る
が
、
と
に
か
く
洛
中
洛
外
に
わ
た

っ
て
土
民
が
半
済
を
配
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
事
実

だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二

　
こ
の
よ
う
な
町
衆
の
意
気
の
最
高
潮
に
達
し
た
の
が
、
天
文
初
年
に
お
け
る

法
華
一
揆
の
洛
中
支
配
で
あ
る
。
洛
中
に
あ
っ
て
は
、
す
で
に
応
仁
の
乱
前
か

ら
日
蓮
宗
の
信
者
が
増
大
し
、
応
仁
二
年
七
月
の
奥
書
の
あ
る
諌
暁
始
末
記
に

は
榊
耀
観
舐
る
の
、
近
頃
山
門
が
理
不
尽
に
法
華
一
宗
を
破
却
す
べ
き
風
聞
が
あ
る

が
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
京
都
の
半
分
は
法
華
宗
で
あ
り
、
信
心
の
檀
那
は
身

命
を
捨
て
て
防
ぐ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
洛
中
は
も
っ
て
の
外
乱
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
後
慈
限
院
殿
記
明
応
一
二
年
十
月
十
ご
一
日
の

72　（512）



都布｝こおける惣的結合の発殿（豊田）

条
に
ほ
、
「
交
明
の
乱
以
後
法
華
宗
京
中
に
充
満
す
」
と
あ
り
、
天
文
の
頃
に

は
、
　
「
京
都
に
日
蓮
宗
繁
昌
し
て
、
毎
月
ニ
ケ
寺
、
三
ケ
寺
宛
等
院
出
来
し
、

京
中
大
方
警
の
奮
と
な
る
有
様
で
あ
っ
た
寒
詣
欝
。
。
と
り
わ
け
酒
屋

土
倉
の
中
に
は
、
洛
中
第
一
の
酒
屋
と
し
て
知
ら
れ
た
柳
の
酒
屋
を
は
じ
め
と

し
て
、
日
蓮
宗
の
信
者
と
な
る
も
の
が
多
く
、
蔭
涼
軒
日
録
文
正
元
年
閨
二
月

の
記
事
な
ど
も
、
日
蓮
宗
と
酒
屋
と
の
間
に
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ

る
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
酒
屋
土
倉
は
、
応
仁
の
乱
後
立
一
揆
や
足
軽
の
襲

撃
に
備
え
る
た
め
、
し
だ
い
に
武
装
を
強
化
し
は
じ
め
た
。
細
倉
と
号
す
る
沢

村
平
左
衛
門
は
、
明
応
三
年
正
月
に
は
、
赤
松
方
と
戦
い
齢
擬
社
、
九
年
十
月

に
は
、
細
川
玄
蕃
守
の
兵
と
争
っ
て
、
細
川
方
の
者
を
若
干
負
傷
さ
せ
て
い
る

仁
水
。
ま
た
同
四
年
十
月
、
町
人
と
土
蔵
方
衆
が
土
一
揆
と
戦
っ
て
数
十
人
を
打

誉
鱈と

つ
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
の
蔵
方
の
大
将
も
沢
村
す
な
わ
ち
細
倉
で
あ
っ
た
。

こ
の
沢
村
の
一
家
と
覚
し
い
千
松
が
天
文
十
四
年
八
月
十
日
、
本
能
寺
に
下
京

六
角
附
近
の
土
地
四
町
を
売
渡
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
騨
惣
、
沢
村
と
本

能
寺
と
の
間
に
深
い
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
天
工
法
華
の
乱
の
と
き
、

京
都
の
豪
商
の
後
藤
・
本
阿
弥
・
茶
屋
・
野
本
な
ど
が
日
蓮
宗
の
信
者
と
し
て

活
躍
し
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
彼
等
は
何
れ
も
武
士
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で

あ
り
、
粟
原
柳
篭
の
所
記
に
も
、
　
「
応
仁
兵
乱
の
後
、
商
人
み
な
潜
上
し
て
兵

士
の
如
く
太
刀
を
偲
び
、
弓
箭
を
握
り
、
軍
役
に
従
う
こ
と
堺
の
茶
屋
・
京
の

茶
屋
の
如
し
」
と
あ
る
。

　
六
条
の
本
国
寺
を
中
心
と
し
て
、
・
本
能
寺
・
妙
顕
寺
な
ど
の
日
蓮
宗
寺
院
ほ

そ
の
拠
点
で
あ
り
、
と
く
に
堀
を
め
ぐ
ら
し
た
本
国
寺
の
要
害
は
堅
く
、
三
好

氏
も
し
ば
し
ば
こ
こ
を
宿
駈
と
し
て
お
り
、
山
科
の
本
願
寺
と
対
立
す
る
一
向

宗
徒
と
、
本
国
寺
を
拠
点
と
す
る
日
蓮
宗
徒
の
争
い
は
、
早
晩
さ
け
ら
れ
な
い

運
命
と
な
っ
て
い
た
。

　
た
藷
ま
た
ま
吾
人
文
一
兀
年
心
門
月
、
細
川
晴
一
兀
は
、
河
内
飯
豊
中
城
に
こ
も
る
木
鵜
供
長

政
を
援
け
る
た
め
、
本
願
寺
の
御
坊
に
い
た
中
鷺
に
援
兵
を
求
め
た
。
証
如
は
、

門
徒
を
召
集
し
て
、
飯
盛
城
を
か
こ
む
畠
山
義
宣
を
打
ち
破
り
、
勢
に
乗
じ
て
、

六
月
義
宣
の
背
後
勢
力
な
る
三
好
元
長
を
堺
の
南
荘
に
攻
め
立
て
、
こ
れ
を
自

殺
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
一
向
一
揆
は
そ
の
後
ま
す
ま
す
勢
を
振
い
、
奈
良
に
あ

っ
て
も
興
福
寺
の
焼
打
を
お
こ
な
う
な
ど
、
本
願
寺
の
一
揆
は
「
諸
国
に
充
満

し
、
天
下
一
揆
の
世
た
る
べ
き
」
有
様
と
な
っ
た
仁
水
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
署
、
μ

　
こ
こ
に
細
川
晴
元
の
軍
勢
も
よ
う
や
く
一
向
一
揆
と
対
立
を
は
じ
め
た
た
め
、

当
時
一
向
一
揆
と
な
ら
ぶ
勢
の
あ
っ
た
法
華
宗
徒
を
利
用
し
て
、
一
向
一
揆
を

抑
え
よ
う
と
し
、
天
文
元
年
八
月
以
降
、
法
華
宗
徒
と
と
も
に
洛
中
到
る
と
こ

ろ
に
一
向
一
揆
を
攻
撃
し
た
。
た
と
え
ば
八
月
七
日
に
は
、
橡
本
の
徒
党
其
外

京
中
の
町
人
等
は
三
四
千
ば
か
り
、
六
条
本
国
寺
・
に
集
り
、
さ
か
ん
な
示
威
運

動
を
試
み
た
。
つ
い
で
十
五
・
十
六
日
に
も
、
京
勢
の
一
万
人
ば
か
り
が
打
寄

せ
て
来
た
本
願
寺
の
衆
望
・
五
千
と
戦
い
を
交
え
て
い
る
。
樹
勢
は
過
分
に
法

華
宗
で
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
廿
三
日
、
細
川
晴
元
の
部
将
は
法
華
宗
徒
と
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と
も
に
山
科
本
願
寺
を
四
方
か
ら
か
こ
ん
だ
が
、
こ
の
と
き
も
京
勢
三
・
四
万

の
う
ち
多
分
は
法
華
衆
で
あ
り
、
武
士
の
衆
は
小
勢
で
あ
っ
た
と
い
う
に
水
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飾
石

晴
元
の
舅
江
州
の
六
角
定
頼
や
延
暦
寺
の
衆
徒
も
こ
れ
に
協
力
、
廿
四
日
つ
い

に
壮
麗
の
殿
堂
に
火
を
放
っ
て
こ
れ
を
焼
き
つ
く
し
た
。
山
科
の
没
落
に
憤
激

し
た
一
向
一
揆
は
京
都
を
襲
撃
し
よ
う
と
す
る
風
聞
が
あ
っ
た
た
め
、
京
都
は

混
乱
を
き
わ
め
、
上
京
の
革
堂
と
下
京
の
六
角
堂
は
鐘
を
打
っ
て
不
穏
を
告
げ
、

、
市
民
は
連
日
集
会
を
開
い
た
に
水
。
法
華
宗
を
中
心
と
す
る
町
衆
は
そ
の
後
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脅
口

一
向
宗
徒
の
根
拠
地
に
対
し
て
貝
を
吹
き
、
鐘
を
突
き
、
と
き
の
声
を
あ
げ
て

出
陣
、
戦
い
は
翌
年
に
及
ん
だ
稚
霧
耀
仏
足
。
こ
の
間
、
京
都
も
物
騒
を
き
わ
め
、

「
昨
・
今
法
華
衆
同
檀
那
等
諸
道
呉
羅
持
運
び
」
、
甚
だ
物
騒
な
様
梱
を
呈
し
た

二
水
。

記　
や
が
て
二
年
三
月
、
木
沢
長
政
は
、
摂
津
伊
丹
城
の
援
兵
に
法
華
門
徒
を
引

き
つ
れ
て
出
陣
し
た
が
、
そ
の
折
の
手
廻
り
は
、
総
勢
一
万
ば
か
り
、
乗
馬
四

百
余
騎
、
こ
と
ご
と
く
地
下
人
で
あ
り
、
兵
具
以
下
目
を
驚
か
す
ぽ
か
り
で
あ

っ
た
と
い
う
に
水
。
宗
徒
た
ち
は
、
法
蓮
華
経
を
旗
の
面
に
大
文
字
に
書
き
、

　
　
　
　
　
讐
、
闘

さ
し
つ
れ
て
、
城
を
か
こ
む
一
向
宗
徒
を
攻
め
た
た
め
、
つ
い
に
こ
れ
を
四
散

さ
せ
た
捉
酬
季
。
　
一
向
一
揆
に
占
拠
さ
れ
た
堺
も
恢
復
し
た
の
で
、
五
月
、
晴

　
　
　
t
蔀
一
」
“

元
衆
の
三
好
、
木
津
長
政
は
、
廿
一
碧
寺
の
法
華
宗
徒
と
一
味
同
心
し
て
石
山

本
願
寺
を
攻
め
た
て
た
が
、
容
易
に
摂
州
第
一
の
名
城
を
お
と
す
こ
と
が
で
き

ず
、
そ
の
5
ち
京
の
様
子
が
あ
ぶ
な
く
な
っ
た
の
で
、
本
願
寺
と
和
陸
し
て
引

上
げ
た
。

　
こ
う
し
て
法
華
一
揆
は
天
文
元
年
八
月
以
降
五
年
七
月
ま
で
約
五
ケ
年
の
間

ほ
ぼ
洛
中
洛
外
の
支
配
権
を
に
ぎ
り
、
法
華
衆
の
黄
金
時
代
を
築
き
上
げ
た
。

天
文
五
年
、
山
門
が
法
華
衆
征
伐
の
ど
き
に
数
え
上
げ
た
罪
状
の
中
に
、
　
「
今

般
日
蓮
党
京
都
に
充
満
し
、
悪
逆
を
致
す
こ
と
言
語
道
断
の
次
第
で
あ
る
。
風

聞
の
如
く
ん
ば
、
洛
中
処
々
に
堀
を
掘
り
、
ほ
し
い
ま
ま
に
予
察
を
裁
許
し
、

下
人
等
を
そ
の
党
に
引
入
れ
、
　
諸
宗
に
対
し
て
狼
籍
す
」
と
あ
り
帽
淋
雛
㍊
糠

鵠
篠
麟
譲
、
ま
た
「
今
般
日
蓮
党
類
の
働
き
、
悪
逆
頗
る
前
徒
に
超
え
た
り
。

そ
の
間
或
は
公
武
御
願
の
寺
塔
を
断
絶
せ
し
め
、
或
は
押
し
て
主
あ
る
田
畠
を

堀
り
破
り
、
或
は
非
分
の
梅
醤
を
没
収
し
、
或
は
専
ら
人
を
職
き
闘
殺
、
土
壇

の
雑
人
と
絹
談
し
て
、
　
ほ
し
い
ま
ま
に
畿
内
の
諸
公
事
を
評
判
す
」
と
あ
る

両
型
翻
。
土
壇
の
導
入
と
い
う
の
は
、
或
は
日
蓮
宗
の
檀
家
の
も
の
を
さ
す
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
座
中
天
文
物
語
に
は
ま
た
、
　
「
其
比
京
申
に
法
花
宗
権
柄

を
執
事
あ
り
、
公
方
管
領
母
御
成
敗
を
も
と
き
、
洛
中
洛
外
之
政
道
只
一
向
法

花
宗
之
ま
ま
也
」
と
見
え
、
山
門
の
会
議
と
同
様
、
法
華
宗
が
洛
中
洛
外
を
一

時
的
に
も
支
配
し
て
い
た
事
実
を
語
っ
て
い
る
。
同
じ
く
座
中
天
文
物
語
に
よ

る
と
、
　
「
法
花
宗
之
諸
且
方
之
中
に
は
、
衆
会
之
衆
と
て
別
し
て
権
柄
を
と
る

も
の
」
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
こ
の
行
致
は
、
合
議
制
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

い
た
も
の
ら
し
い
。
林
屋
辰
三
郎
氏
の
紹
介
さ
れ
た
嵯
餓
宝
憧
寺
塔
頭
鹿
王
院

の
文
書
に
よ
る
と
、
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都布における惣酌結合の発展（豊田）

　
公
方
様
桑
実
御
座
以
来
日
建
宗
時
、
洛
中
地
子
銭
依
不
嫁
沙
汰
、
有
名
無
実

と
あ
り
、
将
軍
義
晴
が
近
江
に
出
奔
し
て
桑
実
寺
に
あ
り
、
「
日
蓮
宗
時
」
す

な
わ
ち
法
華
一
揆
が
京
都
を
支
配
し
て
い
た
間
、
洛
中
地
子
銭
が
惣
じ
て
沙
汰

せ
ら
れ
ず
、
天
文
六
年
、
日
蓮
宗
の
退
転
と
共
に
、
諸
本
所
え
元
の
如
く
返
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
子
支
配
の
蔭
に
は
、
さ
き
に
享
禄

三
年
正
親
町
の
地
子
を
半
済
に
し
た
木
沢
の
力
が
働
い
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

天
文
二
年
三
月
十
六
日
、
日
蓮
宗
は
、
木
沢
を
通
し
て
幕
府
に
対
し
、
本
願
寺

の
も
っ
て
い
た
宇
治
郡
十
一
ケ
郷
・
山
科
七
郷
・
策
山
眉
郷
散
在
一
円
の
支
配

を
申
魅
し
て
来
た
。
幕
府
も
日
蓮
宗
徒
に
対
し
負
う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
た
め
、

こ
れ
を
許
そ
う
と
し
た
が
、
山
科
家
の
反
対
で
実
現
し
な
か
っ
た
卿
醗
。
こ
の
、

事
実
も
日
蓮
宗
の
徒
が
、
洛
中
は
も
と
よ
り
洛
外
に
ま
で
一
時
的
に
地
子
収
納

の
手
を
の
ば
そ
う
と
し
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
日
蓮
宗
の
徒
の
勢
を
ふ
る
い
は
じ
め
た
天
文
元
年
十
二
月
八
日
、
両
宗

の
徒
の
争
い
の
間
隙
に
乗
じ
て
、
土
一
揆
蜂
起
の
こ
と
が
あ
り
、
京
中
騒
動
と

な
っ
た
が
、
京
衆
土
蔵
衆
上
下
二
万
人
ば
か
り
は
、
相
率
い
て
土
一
揆
張
本
の

在
所
た
る
西
京
・
太
秦
・
北
山
に
向
い
、
そ
の
在
家
に
放
火
し
た
に
水
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勢
口

京
衆
土
蔵
衆
の
大
部
分
が
日
蓮
宗
の
徒
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
翌

二
年
十
二
月
甘
五
日
に
は
、
日
蓮
宗
の
徒
が
西
辺
土
す
な
わ
ち
京
都
の
西
郊
西

院
・
山
の
中
・
郡
・
梅
津
・
河
端
其
外
の
十
一
村
に
放
火
し
た
。
こ
の
村
も
や

は
り
土
一
揆
の
根
拠
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
鰐
灘
。
土
一
揆
と
土
倉
を
主
体

と
す
る
町
衆
と
の
対
立
は
し
だ
い
に
は
げ
し
く
な
っ
て
来
て
い
る
が
、
こ
の
よ

う
に
土
倉
が
軍
隊
を
組
織
し
て
土
一
揆
の
根
拠
地
を
進
ん
で
攻
め
た
て
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
ら
を
主
力
と
す
る
法
華
一
揆
の
根

強
さ
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
法
華
一
揆
の
さ
か
ん
な
と
き
で
あ
る
か
ら
、

土
倉
の
意
気
も
ま
た
大
い
に
あ
が
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
天
文
二
年
六
月
七
日
、
一
向
一
揆
の
襲
来
で
京
中
が
不
穏
で
あ
っ
た
と
き
、

祇
園
の
神
事
を
停
止
し
た
と
こ
ろ
、
下
京
六
十
六
ケ
所
の
月
行
事
等
は
打
揃
っ

て
、
神
導
は
な
く
と
も
、
山
鉾
は
渡
し
た
い
と
請
願
し
て
い
る
寒
露
鞠
。
　
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
　
　
　
「
冤
口

は
林
屋
氏
や
原
田
氏
の
よ
く
引
用
さ
れ
る
史
料
で
あ
り
、
下
京
町
衆
の
意
気
を

ま
こ
と
に
よ
く
示
し
て
い
る
。
法
華
一
揆
の
勢
の
さ
か
ん
な
蔭
に
、
こ
の
よ
う

な
惣
町
の
結
成
の
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
其
後
、
天
文
二
年
五
月
、
細
川
晴
元
の
敵
手
晴
国
が
丹
波
よ
り
兵
を
進
め
て

京
都
を
窺
は
ん
と
し
た
た
め
、
論
告
や
日
蓮
宗
の
徒
は
そ
の
根
拠
地
を
つ
か
れ

る
こ
と
を
恐
れ
て
、
本
願
寺
と
和
睦
し
た
が
、
そ
の
後
、
晴
元
の
部
下
の
木
沢

長
政
が
石
山
を
攻
め
て
こ
れ
を
破
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
し

ば
ら
く
法
華
一
揆
の
洛
中
支
配
は
続
い
た
が
、
そ
の
後
法
華
一
揆
の
勢
は
、
一

向
一
揆
の
勢
に
押
さ
れ
気
味
と
な
っ
た
。
こ
と
に
法
華
一
揆
は
、
足
利
季
世
記

に
、
　
コ
一
一
好
一
家
言
日
日
ノ
折
ヲ
得
テ
、
彼
椿
…
那
寺
法
“
準
宗
ア
マ
リ
ニ
オ
ゴ
リ
」
、

云
々
と
あ
る
よ
・
）
に
、
三
好
の
一
党
の
支
持
に
よ
っ
て
そ
の
勢
を
維
持
し
て
い

た
の
で
あ
る
か
ら
、
三
好
充
長
が
青
め
抵
ろ
嶽
さ
れ
て
以
後
、
そ
の
勢
が
そ
れ
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．
ほ
ど
永
続
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
南
都
北
嶺
の
日
蓮
宗
迫
害
は
す
で
に
そ
の

前
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
文
明
二
年
十
二
月
に
は
、
奈
良
の
興
福
寺
衆
徒
が

奈
良
の
法
華
宗
徒
を
討
っ
て
い
る
し
歓
蘇
糀
欝
、
山
門
も
大
永
四
年
七
月
坂
本
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ズ

お
け
る
日
蓮
の
党
を
追
放
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
鰻
罷
。
法
華
一
揆
の
隆
昌
は
、

早
晩
山
門
と
の
全
癒
的
な
衝
突
を
来
す
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
天
文
五
年
の
春
、

叡
山
の
僧
某
が
京
都
で
法
華
宗
の
在
家
と
宗
論
を
た
た
か
わ
し
た
の
に
端
を
発

し
、
七
月
山
門
は
諸
国
末
寺
檀
徒
を
集
め
て
、
京
都
の
法
言
宗
徒
の
攻
撃
を
は

じ
め
た
。
近
江
か
ら
の
入
口
は
悉
く
と
ざ
さ
れ
、
米
穀
輪
送
の
道
は
ふ
さ
が
れ

た
。
戦
闘
は
一
時
法
華
宗
側
に
有
利
に
見
え
た
が
、
六
角
氏
の
軍
が
四
条
口
よ

り
攻
め
入
り
、
火
を
放
つ
に
及
ん
で
、
つ
い
に
法
華
宗
側
の
寺
院
は
ほ
と
ん
ど

没
落
し
、
最
後
に
残
っ
た
本
国
寺
の
要
害
も
翌
日
お
ち
い
っ
た
。

　
こ
こ
に
日
輩
宗
の
徒
は
悉
く
四
散
し
、
そ
の
た
め
大
多
数
の
僧
侶
は
、
堺
の

．
末
寺
に
逃
げ
去
り
、
し
ば
ら
く
京
都
に
お
け
る
日
蓮
宗
徒
の
勢
力
は
見
る
影
も

な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
天
文
十
六
年
、
法
華
衆
徒
は
条
件
を
付
し
て
そ
の
帰

京
を
許
さ
れ
た
が
、
日
吉
の
祭
礼
料
と
し
て
鉦
年
百
貫
文
を
納
め
る
な
ど
、
全

く
山
門
の
支
配
に
屈
服
し
た
形
で
あ
る
。

　
こ
の
弾
圧
は
、
表
向
き
は
山
門
の
日
干
宗
退
治
と
見
ら
れ
る
が
、
山
門
に
あ

っ
て
は
、
日
蓮
宗
で
あ
れ
、
一
向
宗
で
あ
れ
、
山
門
の
支
配
下
に
あ
っ
た
京
都

を
新
興
勢
力
の
も
と
に
委
ね
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
華
一
揆

が
か
く
ま
で
勢
力
を
振
い
得
た
の
は
、
堺
と
同
様
、
日
蓮
宗
を
信
ず
る
三
好
の

一
党
の
支
持
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
近
江
の
六
角
氏
は
そ
の

勢
力
を
駆
逐
し
て
京
都
の
実
権
を
握
ろ
う
と
し
、
こ
こ
に
山
門
を
助
け
て
日
蓮

宗
の
放
逐
に
つ
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
法
華
一
揆
の
力
の
弱
か
っ
た
こ
と
は
、
結
局
都
市
の
町
衆
の
権
力
が
な
お
荘

園
領
主
の
勢
力
を
徹
底
的
に
排
除
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
点
、
一
向
一
揆
の
郷
村
を
地
盤
と
し
た
勢
力
の
方
が
は
る
か
に
強
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
法
華
一
揆
の
社
会
的
地
盤
を
論
じ
て
、
そ
れ
が

都
市
に
お
い
て
富
裕
な
商
工
人
、
農
村
に
お
い
て
は
土
豪
的
地
侍
を
基
盤
と
す

る
説
も
あ
る
が
、
少
く
と
も
京
都
に
お
け
る
天
文
の
法
華
一
揆
に
あ
っ
て
は
、

史
料
の
上
か
ら
見
て
、
農
村
の
土
豪
が
こ
れ
に
協
力
し
た
と
す
る
例
は
少
な
い

よ
う
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
法
華
一
揆
の
行
動
が
郷
村
に
お
け
る
半
済
強
行

の
気
運
に
相
呼
応
し
て
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
法
輩
一
揆
の
主
体
と
な
る
下

京
の
上
層
町
衆
、
と
く
に
酒
屋
土
倉
が
京
都
近
郊
に
多
く
の
土
地
を
も
つ
て
い

る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
や
は
り
こ
の
一
揆
は
、
都
市
の
有
力
な
町
人
が
、

封
建
領
主
間
の
対
立
抗
争
に
引
き
入
れ
ら
れ
な
が
ら
、
な
お
自
ら
結
束
し
て
自

立
の
機
会
を
求
め
て
立
ち
上
っ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
都
市
住

人
の
実
力
と
組
織
が
な
お
郷
村
を
圧
倒
し
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
敗
北
に
至
る

事
情
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
都
市
の
富
力
が
郷
村
を
圧
倒
し

て
く
る
た
め
に
は
、
な
お
都
市
の
い
っ
そ
う
の
発
展
を
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
の
法
華
一
揆
の
活
動
の
後
に
及
ぼ
し
た
影
響
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は
き
わ
め
て
大
き
い
。
庄
園
領
主
は
幸
に
し
て
、
日
蓮
宗
の
徒
を
追
放
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
寺
社
本
所
領
の
地
子
を
も
と
に
戻
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し

そ
れ
は
一
時
的
な
こ
と
で
あ
り
、
上
京
及
び
下
京
の
洋
々
結
合
は
、
こ
の
法
華

一
揆
を
契
機
と
し
て
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
、
地
子
銭
の
納
入
は
ま
っ
た
く
思
わ

し
く
な
く
な
っ
た
。
天
文
八
年
室
町
土
御
門
三
福
寺
地
子
銭
未
進
に
よ
り
、
大

館
兵
庫
の
中
間
が
催
促
に
行
ぎ
、
六
十
交
と
る
べ
き
も
の
を
法
度
に
よ
り
一
貫

二
百
文
出
せ
と
い
っ
た
の
に
対
し
、
そ
の
家
の
亭
主
は
こ
れ
を
拒
み
、
つ
い
に
町

人
等
が
集
ま
り
来
っ
て
中
聞
を
打
郷
追
出
し
た
襯
駿
焔
瀧
駅
丈
。
天
文
十
年
十
二

月
十
三
日
、
幕
府
は
上
下
京
に
対
し
、
地
子
の
催
促
を
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
下

京
の
町
人
は
、
幕
府
の
沙
汰
に
従
わ
ず
、
社
寺
本
所
の
地
子
銭
の
納
入
を
渋
っ

て
幕
府
を
こ
ま
ら
せ
て
い
る
澗
罐
館
。
三
箋
慶
は
、
弘
治
二
年
、
上
京
洛

中
洛
外
惣
中
宛
に
、
地
子
銭
の
納
入
お
よ
び
牢
人
取
締
等
を
命
じ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
臨
写
の
納
税
及
び
治
安
を
町
の
自
治
に
委
ね
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
頃

に
は
、
地
子
銭
の
取
立
も
個
別
的
で
は
な
く
、
惣
町
の
責
任
で
お
さ
め
る
よ
5

に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
林
屋
氏
も
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
京
都
の
下
京
に
お
い
て
、
西
組
・
艮
組
・
中

組
・
巽
組
及
び
七
三
半
組
が
は
じ
め
て
史
料
の
上
に
姿
を
現
わ
す
の
は
、
法
華

一
揆
も
終
っ
た
一
五
三
七
年
厭
較
正
月
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
訟
姻
沿
。

も
と
よ
り
こ
れ
ら
の
組
の
結
成
は
そ
れ
よ
り
前
に
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

の
天
文
初
年
の
法
華
一
揆
が
京
都
に
お
け
る
惣
酌
結
合
の
発
展
に
、
魚
期
的
な

意
義
を
も
つ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

　
奈
良
の
場
合
、
天
文
元
年
一
向
一
揆
は
興
福
寺
を
攻
め
て
、
甚
大
な
被
害
を

あ
た
え
て
い
る
が
、
こ
の
折
、
奈
良
の
富
人
権
井
町
の
呑
屋
主
殿
・
蔵
屋
兵

衛
・
雁
金
屋
民
部
等
が
六
方
衆
の
悪
政
を
憎
み
、
大
い
に
一
揆
を
助
け
た
と
い

わ
れ
る
鋤
繍
論
。
こ
れ
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
宗
旨
こ
そ
ち
が
え
こ
の
こ
ろ
に
な

る
と
、
都
市
の
佐
民
が
そ
の
自
由
を
求
め
て
、
到
る
と
こ
ろ
で
領
主
と
の
戦
い

を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
都
市
の
住
民
の
実
力
は
な
お
弱
く
、
結
局

そ
の
反
抗
は
失
敗
に
終
っ
た
が
、
な
お
そ
れ
が
都
市
に
お
け
る
量
的
結
合
発
展

の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
、
都
市
の
歴
史
に
お
い
て
も
ま
た
大
き
く
評

価
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
三

　
こ
の
事
院
旧
は
、
法
華
一
揆
を
契
機
と
し
て
起
つ
た
盲
目
法
師
の
座
の
事
件
に

よ
っ
て
も
よ
く
窺
わ
れ
る
。

　
平
家
物
語
を
弾
ず
る
琵
琶
法
師
は
、
室
町
の
頃
京
都
に
五
・
穴
百
人
を
数
え

璽咽

?畷?

y
柾
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
当
道
座
を
組
織
し
、
久
我
家
を
本
所
と
し

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
天
文
年
問
に
至
り
、
新
座
が
起
り
、
本
座
と
の
間
に
猛
烈

な
争
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
こ
の
紛
争
を
記
し
た
「
座
中
天
交
物
語
」
は
、
天
文

九
年
三
月
、
本
座
方
の
倫
一
検
校
の
作
と
無
え
ら
れ
て
お
り
、
本
座
側
に
有
利

に
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
興
味
あ
る
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
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本
新
両
座
分
裂
の
直
接
の
原
因
は
、
天
網
三
年
、
久
我
家
が
座
中
に
廃
し
、
・

垂
検
校
囎
の
帰
座
を
命
じ
た
と
こ
ろ
に
あ
・
面
。
座
申
は
．
」
れ
に
対
し
、
福

一
の
罪
状
を
遂
一
の
べ
た
て
て
こ
れ
を
拒
否
し
た
の
で
、
久
我
家
は
こ
れ
を
大

い
に
怒
り
、
当
道
座
支
配
の
論
旨
を
申
下
し
、
こ
の
論
旨
に
背
く
と
き
は
、
惣

検
校
を
も
免
職
し
よ
う
と
ま
で
お
ど
か
し
た
。
そ
の
論
旨
に
は
、

　
当
道
盲
目
法
師
座
中
事
、
後
白
河
院
御
宇
以
来
御
管
領
云
々
　
弥
不
可
有
相

　
違
之
由
、
天
気
所
候
也
、
以
此
旨
可
令
洩
申
給
、
勿
言
上
如
件
、
兼
秀
頓
首

　
謬
冨

　
　
天
肯
入
江
舶
ヰ
十
一
月
〃
十
六
目

　
　
進
上
　
左
京
権
大
夫
殿

と
あ
り
、
こ
の
現
物
は
久
我
家
に
も
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
座
伽
は
あ
く
ま

で
久
我
家
の
支
配
権
を
否
認
し
、
久
我
家
は
、
「
光
孝
天
皇
以
来
そ
の
御
忌
の

二
月
十
六
日
、
河
原
で
積
塔
の
儀
を
お
こ
な
う
際
、
一
万
巻
の
心
経
の
巻
数
を

院
の
御
所
に
取
次
ぎ
す
る
だ
け
の
役
で
あ
っ
て
、
本
所
と
か
、
管
領
と
か
い
う

の
は
承
認
し
難
い
」
と
し
て
こ
れ
と
争
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
続
く
う
ち
、

座
衆
の
申
に
は
、
総
検
校
の
位
を
ね
ら
う
も
の
や
、
座
の
長
老
の
や
り
か
た
に

不
満
な
若
い
法
師
た
ち
が
、
つ
い
に
天
文
三
年
十
二
月
七
日
よ
り
新
座
を
組
織

し
た
。
そ
の
数
は
百
五
十
絵
人
、
追
て
同
心
す
る
も
の
を
あ
わ
せ
て
二
百
七
十

除
人
に
の
ぼ
っ
た
。
本
座
に
お
い
て
は
、
管
領
細
川
晴
元
よ
り
新
津
の
輩
を
停

止
す
る
意
味
の
命
令
を
も
ら
い
、
今
更
こ
の
命
令
を
反
古
に
す
れ
ば
、
衆
中
の

法
度
末
代
立
ち
難
し
と
て
、
南
御
所
を
頼
ん
で
、
反
対
運
動
を
な
し
た
。

　
新
座
の
輩
は
、
さ
ら
に
当
時
洛
中
に
権
柄
を
と
っ
て
い
た
法
華
宗
に
属
し
て
、

そ
の
勢
を
か
つ
て
本
座
を
圧
伏
し
よ
う
と
し
、
夫
婦
子
子
一
人
つ
つ
廿
一
ケ
所

の
寺
々
へ
手
分
を
な
し
て
、
師
旦
の
契
約
を
な
し
た
。
そ
し
て
法
華
僧
を
か
た

ら
い
、
伴
の
も
の
を
五
人
・
十
人
つ
つ
、
相
そ
え
て
、
大
津
・
山
中
其
外
の
関

所
へ
蹟
々
に
番
を
塾
し
、
上
下
の
当
道
法
師
を
理
不
尽
に
引
捕
え
た
。
本
座
方

も
こ
れ
に
対
抗
し
て
人
を
派
遺
す
る
な
ど
、
争
は
や
ま
な
か
っ
た
が
、
新
座
方

は
よ
う
や
く
そ
の
番
に
つ
か
れ
、
日
蓮
宗
の
諸
旦
方
中
に
設
け
ら
れ
た
衆
会
の

衆
に
依
頼
し
て
、
本
座
方
と
の
間
に
協
定
を
結
ん
だ
。
そ
の
後
【
も
、
積
塔
の
儀

に
つ
い
て
、
両
座
は
し
き
り
に
そ
の
主
導
権
を
争
っ
た
。
し
か
し
天
文
五
年
、

山
門
の
法
華
一
揆
退
治
に
よ
っ
て
、
日
蓮
宗
の
徒
が
離
散
し
た
た
め
、
新
座
の

輩
も
ま
っ
た
く
凋
落
し
、
西
岡
・
八
幡
辺
な
ど
方
々
に
散
在
し
、
後
に
四
条
の

道
場
に
寄
宿
し
た
が
、
こ
こ
に
も
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
、
悲
惨
な
有
様
と
な

っ
た
と
い
う
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
当
道
座
が
武
家
の
力
を
頼
っ
て
本
所
の
意
憲
を
無
視
し
て

ま
で
独
立
の
行
動
を
と
っ
た
こ
と
は
、
公
家
勢
力
の
減
退
を
如
実
に
示
す
も
の

と
し
て
興
味
を
ひ
か
れ
る
が
、
さ
ら
に
新
座
が
、
本
座
に
対
抗
す
る
た
め
、
天

文
の
法
華
一
揆
を
利
用
し
た
こ
と
は
、
こ
の
法
華
一
揆
が
、
革
新
的
な
勢
力
の

勃
興
に
ま
た
と
な
い
機
会
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

，
き
っ
か
け
さ
え
あ
れ
ば
、
京
都
の
商
工
業
者
は
、
古
い
権
威
を
は
な
れ
て
、
新
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座
を
た
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
法
華
一
揆
の
支
配
し
て
い
た
当
時
、
新
座

を
た
て
よ
う
と
す
る
も
の
、
さ
ら
に
座
そ
の
も
の
を
も
否
定
し
よ
う
と
す
る
傾

向
が
、
到
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
想
像
さ
れ
る
。

r
都
市
お
よ
び
農
村
に
お
け
る
惣
的
結
合
、
そ
れ
は
古
代
的
勢
力
と
の
対
決
と

撲
除
の
上
に
一
層
の
地
歩
を
か
た
め
る
こ
と
が
、
こ
の
天
文
法
華
乱
前
後
に
お

け
る
京
都
内
外
の
事
情
を
通
し
て
、
ま
こ
と
に
よ
く
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

付
寵
　
本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
は
、
辻
善
之
助
先
生
「
日
本
仏
教
史
中
世

　
篇
」
四
・
五
、
林
屋
辰
三
郎
氏
の
「
中
世
文
化
の
基
調
」
、
原
田
伴
彦
氏

　
の
「
日
本
封
建
都
市
研
究
」
、
村
山
修
一
氏
の
「
日
本
都
市
生
活
の
源
流
」
、

　
藤
井
学
氏
「
仏
教
史
学
六
ノ
一
、
西
国
を
中
心
と
し
た
室
町
期
法
華
教
団

　
の
発
展
」
を
参
考
に
し
た
点
が
少
な
く
な
い
。
あ
わ
せ
参
照
さ
れ
る
こ
と

　
を
望
む
。

　　　　　　　　　　ミ岡山矢永藤豊寺梅會　　｛
罪本磯賜田原田∴
＿　一一．、一　　隆　雄、．L。，．1
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　This　article　presents　an　aspect　of　outlined　histbry　and　contents　of

Che”n　（ifi．T，ll）　by　the　Sung　dynasty，　expecting　to　help　oUr　future　syste－

matic　study　of　the　relation　between　town　and　country．

　　　　On　Cotton　Merchants　of　Cities　in　the　Sec（蘇）and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sun8（松）District

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takanobu　Terada

　　In　the　delta　plain　around　Su－chou　（蘇州）　down　the　Ch’ang－chiang

（長江）river，　the　cotto亘industry　has　been　widely　developing　since　the

‘‘

ling”（明）dynasty，　in　which　poor　farmers　took　the　most　active

part　；　many　cities　grown　there　were　mainly　commercial．　This　article

realized　the　activities　of　these　cotton　merchants，　especially　the　mana－

gement　of　cottgn－cloth　dealers　who　seemed　to　be　puttipg－out　merchants，

in　cQnnection　with　the　character　of．“Tgi‘一hao”（字号）trading　outside

the　Ch’ang’一7η動（閻門）in　Su－chou（蘇州）which　seemed　to　have　the

largest　scale　of　cotton－wholesalers．

　　　　　　The　Development　of．．　Sδ（惣）So1idarity　in　Cities

　　　　　　especially　on　the　Holeke（法華）riot　in　the　TenT2ton（天文）era

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takeshi　Toyoda

　　Tbe　great　riot　of　K6］n　in　Germany　in　1074　is　1〈nown　as一　the　first

commune－movement　guided　by　the　group　of　wealthy　merchants．　ln

order　to　establish　commune　cities　had　to　repeatedly　make　terms

with　and　struggle　against　the　citylord．　Also　in　Japan　the　six．teenth

century　was　the　period　when　such　a　riot　was　predoininant　in　Kyoto，

Nara　or　other　places．

　　This　article　treats．the石。競6（法華）1’i　Ot　main／y　in　Kyoto　in　the

Tentrzon（天文）era，　expla三ning　i亡s　process　in　pre－rioむperiod　and　the

r61e　of砿αoん‘s瞬（町衆），　expecting　to　be　a　material　for　studying

the　characteristic　of　the　commune－movement　in　Japan．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（617　）


