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量
約
】
わ
が
都
馨
分
に
農
村
陰
萎
を
・
つ
．
そ
の
統
塩
害
は
む
つ
か
・
い
．
蓬
政
権
に
お
い
て
は
、
萎
配
て
っ
て
い
の
た
め
∴

　
は
、
農
村
的
要
素
と
の
分
離
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。
封
建
支
配
権
力
が
、
人
工
都
市
と
し
て
建
設
し
た
城
下
町
に
お
い
て
は
、
そ
の
分
離
が
比
較
的
可
能
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へ
お
そ
れ
も
あ
。
．
、
芝
過
大
視
墨
。
、
う
．
、
も
か
く
、
．
」
れ
ら
の
難
占
羅
臼
て
、
遅
都
市
の
劃
期
、
し
て
の
難
時
代
の
都
市
寛
、
う
．

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

信
長
の
都
市
支
配

　
織
田
信
長
が
入
京
に
成
功
し
た
さ
い
、
足
利
義
昭
か
ら
分
国
擾
与
の
恩
賞
を

辞
退
し
、
近
江
の
大
津
・
草
津
お
よ
び
和
泉
の
堺
に
代
官
を
置
く
こ
と
を
請
う

た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
都
市
を
確
保
す
る
こ
と
が
政
権
樹
立
の
た
め
に
要
須
で

　
こ
の
代
官
設
置
請
願
と
前
後
し
て
、
摂
津
和
泉
に
三
山
を
賦
課
し
た
り
、
本

願
寺
・
堺
∵
奈
良
・
法
隆
寺
等
に
銭
貨
を
要
求
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
都
市
に

対
す
る
軍
事
費
の
課
税
で
あ
る
。
奈
良
で
は
制
札
銭
、
法
隆
寺
で
は
防
築
銭
と

号
し
て
賦
課
し
た
も
の
だ
が
、
家
（
屋
）
銭
と
呼
ば
れ
た
例
も
見
え
る
。
堺
で
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も
家
銭
と
い
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
矢
銭
と
い
う
の
も
家
銭
で
あ
ろ
う
と
い
ヲ
豊

田
武
氏
の
説
に
従
う
べ
き
だ
し
、
摂
津
和
泉
の
矢
銭
は
家
銭
で
あ
っ
て
、
と
く

に
摂
津
な
ど
に
は
都
市
が
多
く
な
っ
て
い
た
か
ら
狙
わ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
本
願
専
の
富
裕
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
に
は
石
山

寺
内
町
が
あ
る
し
、
天
王
寺
・
住
吉
な
ど
に
も
勢
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
奈
良
で
は
町
中
の
み
な
ら
ず
、
院
家
僧
坊
に
も
賦
課
さ
れ
た
か
ら
、

あ
え
て
東
大
寺
・
興
福
寺
に
働
き
か
け
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
、

法
隆
寺
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
奈
良
・
堺
の
申
継
都
市
と
し
て
栄

え
た
龍
田
を
門
前
町
と
し
て
い
た
。
し
か
も
法
隆
寺
で
は
こ
の
家
銭
の
上
納
に

は
、
堺
で
米
穀
を
売
却
し
て
い
る
ほ
ど
で
、
堺
の
貸
間
に
属
し
て
い
た
こ
と
も

知
ら
れ
る
。

　
と
も
か
く
家
銭
の
賦
課
は
、
軍
事
費
の
微
収
で
は
あ
っ
た
が
、
信
長
の
都
市

支
配
の
意
欲
を
示
す
も
の
で
あ
る
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
都
市
領
主
や
都
市
の
忠

誠
度
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
た
。
信
長
に
お
け
る
と
同
様
、
大
小
名
が
都
市
を

握
る
こ
と
は
そ
の
勢
力
増
大
に
役
立
つ
か
ら
、
信
長
は
敵
大
小
名
を
都
市
か
ら

断
ち
切
ろ
う
と
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
奈
良
に
拠
っ
た
松
永

久
秀
の
処
遇
な
ど
で
も
明
か
に
さ
れ
る
。
久
秀
に
大
和
を
与
え
て
こ
れ
を
平
定

せ
し
め
た
が
、
奈
良
で
は
社
寺
の
領
主
的
地
位
を
い
ぜ
ん
認
め
た
か
ら
、
久
秀

に
は
奈
良
代
官
の
地
位
が
与
え
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
信
長
は
公
家
勢
力
の
一

環
を
な
す
社
寺
と
の
摩
擦
は
さ
け
た
が
、
奈
良
町
へ
は
直
接
支
配
を
及
ぼ
そ
う

と
し
た
。
ま
た
信
長
の
部
将
を
援
軍
と
い
う
こ
と
で
差
し
そ
え
、
い
は
ば
督
戦

隊
的
の
も
の
と
し
た
。
と
く
に
堺
・
奈
良
・
京
都
の
三
大
都
市
を
握
る
こ
と
で

畿
内
覇
権
を
獲
得
し
た
久
秀
に
と
っ
て
、
堺
・
京
都
を
失
な
い
、
最
後
の
頼
み

と
す
る
奈
良
の
絶
対
的
支
配
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
の
前
途

は
暗
い
も
の
だ
っ
た
。
信
長
は
祉
寺
の
支
配
権
は
む
し
ろ
温
存
し
、
町
民
に
は

鷹
接
威
圧
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
い
ち
め
ん
久
秀
と
奈
良
中
と
の
連
な
り
を
断

つ
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

　
信
長
の
都
市
支
配
は
威
圧
に
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
農
村
に
対
し
て
も
同

様
だ
が
、
都
市
へ
の
強
権
発
動
は
、
そ
の
財
源
を
失
な
う
こ
と
に
な
る
し
、
さ

ら
に
社
会
的
影
響
も
考
慮
し
て
こ
れ
を
避
け
た
の
で
あ
る
。
堺
の
家
運
拒
否
と

い
う
よ
う
な
反
抗
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
の
攻
略
を
始
め
は
避
け
た
。
す
で
に
今

井
宗
久
ら
の
都
布
貴
族
と
も
い
う
べ
き
有
力
者
が
欺
を
通
じ
た
の
だ
か
ら
、
こ

の
宗
久
を
利
用
し
て
も
堺
の
軟
化
は
時
の
問
題
と
感
じ
た
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
堺
が
三
好
三
人
衆
を
た
す
け
、
そ
の
蜂
起
に
助
力
す
る
に
至
っ
て
憶
、

遂
に
攻
略
を
決
意
し
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
急
に
兵
を
動
か
さ
な
か
っ
た
こ
と

に
は
注
目
す
る
要
が
あ
る
。
と
く
に
堺
の
政
情
の
複
雑
さ
を
観
取
し
て
い
た
こ

と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
堺
の
都
市
肉
治
は
発
達
し
、
町
民
の
「
惣
」
が
支
配
権
力
を
排
撃
し
て
い
た

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
支
配
権
力
は
絶
無
と
い
う
の
で
は
な
く
、

京
都
の
幕
府
領
と
い
う
既
定
事
実
を
承
認
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
し
、
管
領
細
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川
氏
の
代
官
酌
支
配
に
は
服
し
た
。
し
か
し
細
現
氏
の
勢
力
衰
退
に
よ
り
、
際

衛
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
し
、
武
力
支
配
の
排
除
さ
え
も
見
え
た
。
こ
こ
に
都

市
貴
族
の
発
生
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
都
市
貴
族
は
同
族
団
の
組
織
を
持
っ
て
家

業
を
推
進
し
た
。
あ
る
い
は
武
力
を
も
有
し
た
が
、
そ
れ
は
冑
籍
の
た
め
で
あ

り
、
布
政
を
牛
耳
る
と
い
う
方
向
は
と
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
中
央
・
地
方
へ

の
商
圏
の
拡
大
を
期
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
富
力
武
力
に
よ
る
市
政
三
三

な
ど
は
、
自
ら
の
存
在
を
危
く
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ

に
い
わ
ゆ
る
堺
の
平
和
環
境
が
生
ま
れ
た
も
の
、
で
あ
る
。
　
「
惣
」
は
た
し
か
に

有
力
町
人
の
組
織
体
だ
が
、
都
市
貴
族
が
こ
れ
を
支
配
す
る
に
至
っ
た
と
は
簡

単
に
は
い
え
な
い
。
し
か
も
都
市
貴
族
が
大
を
な
し
た
の
は
、
そ
の
軍
需
産
業

に
た
ず
さ
わ
っ
た
こ
と
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
は
武
塚
と
迎
合
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
「
惣
」
と
は
遊
離
す
る
存
在
と
な
っ
た
。
生
活
で
は
市
民

と
し
て
「
惣
」
に
属
す
る
が
、
い
ち
め
ん
こ
れ
を
超
克
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。

近
代
的
市
民
生
活
の
状
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
惣
」
ほ
こ
の
矛
盾
を
内
包

し
な
が
ら
も
、
周
辺
の
武
家
支
配
権
力
の
弱
体
に
幸
い
さ
れ
て
、
発
展
を
つ
づ

け
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
惣
」
の
性
格
が
こ
こ
に
示
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
な
お
港
湾
交
通
都
市
’
門
前
町
お
よ
び
城
下
町
と
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
性
格

が
あ
る
が
、
こ
れ
が
港
町
堺
の
特
質
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
信
長
の
よ
う
な
新

勢
力
の
出
現
に
は
そ
の
矛
盾
を
ば
く
ろ
し
た
。
今
井
宗
久
ら
は
い
ち
早
く
こ
れ

を
迎
え
た
が
、
同
列
の
都
市
貴
族
の
う
ち
に
も
、
ま
し
て
惣
町
は
本
願
寺
や
三

好
三
人
衆
ら
の
濫
立
ヵ
を
過
信
し
、
信
長
に
従
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
惣
町
の
中

心
人
物
は
能
登
屋
・
ペ
ニ
屋
と
い
わ
れ
る
が
、
能
登
屋
は
野
直
屋
で
あ
っ
て
、

古
く
か
ら
見
え
る
。
こ
の
惣
中
の
分
析
は
な
お
で
き
て
い
な
い
。
今
井
宗
久
の

信
長
通
好
に
は
、
宗
久
が
近
江
の
出
身
で
あ
り
、
な
お
そ
の
｝
族
が
郷
里
に
奮

っ
た
関
係
か
ら
も
信
長
の
実
力
を
正
し
く
観
破
し
た
と
も
い
え
る
し
、
堺
に
お

い
て
は
新
興
勢
力
だ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
三
三
す
れ
ば
、
松
永
久
秀

が
三
代
宮
で
あ
っ
た
関
係
も
あ
る
し
、
久
秀
が
三
好
三
人
衆
と
対
立
し
、
窮
地

に
陥
っ
て
い
た
の
で
信
長
に
帰
順
し
た
の
と
関
連
し
、
宗
久
も
信
長
に
参
じ
た

の
か
も
知
れ
ぬ
。
と
も
か
く
堺
の
反
抗
と
し
て
称
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
応

も
萌
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
堺
の
宿
命
が
あ
っ
た
。
信
長
は
こ
の
宗
久

の
線
か
ら
堺
の
三
跡
し
に
か
か
っ
た
わ
け
だ
し
、
他
で
戦
果
を
あ
げ
て
威
力
を

示
せ
ば
、
堺
の
従
属
は
必
至
と
見
た
に
相
違
な
い
。

　
　
（
纏
書
略
す
）

　
一
両
日
已
前
三
帰
津
候
、
佃
当
津
一
儀
、
御
気
色
以
外
御
座
候
而
迷
惑
引
回
、

　
錐
然
南
庄
之
儀
、
有
様
二
二
依
申
上
、
無
力
別
条
旧
聞
召
分
、
一
代
井
面
々

　
被
御
一
覧
畑
刷
溶
旧
滋
以
帰
瀧
　
候
、
誠
都
郷
外
聞
三
儀
蘇
岬
有
回
禾
黒
二
一
、
臼
†
々
其
表
へ
参

　
可
申
入
処
、
南
庄
丼
三
元
三
共
召
連
参
度
三
一
申
候
、
又
々
路
次
之
儀
も
不

　
三
期
故
、
労
致
延
引
候
、
一
両
日
中
二
参
可
御
意
候
、
先
以
山
田
申
上
候
、

　
恐
線
謹
需
、

　
　
　
　
十
月
廿
七
臼
　
　
　
　
　
　
　
三
三
斎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
久
（
花
押
）

　
　
明
十
兵
様

　
　
　
　
　
　
参
人
六
御
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
期
文
諮
）
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こ
の
宗
久
書
状
は
、
豊
田
氏
に
随
伴
し
て
今
井
家
交
書
採
訪
に
さ
い
し
て
新

た
に
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
花
押
は
あ
る
が
宗
久
の
控
で
あ
る
。
し
か
し
自

筆
で
あ
る
。
こ
の
書
状
は
永
禄
十
一
年
、
あ
る
い
は
元
亀
元
年
の
い
ず
れ
に
取

る
か
確
信
は
な
い
が
、
後
者
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
堺
五
力
庄
（
園
郡
）
の

代
官
職
が
宗
久
に
与
え
ら
れ
た
永
禄
十
二
年
以
後
で
あ
ろ
う
し
、
堺
が
屈
服
し

て
浪
人
な
ど
を
召
し
概
か
ざ
る
旨
を
誓
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
堺
が
そ
れ
で

も
反
信
長
の
気
配
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
こ
の
書
状
で
も
分
る
が
、
そ
れ
に
は

反
信
長
の
本
願
寺
や
こ
れ
に
診
る
三
好
三
人
衆
と
気
脈
を
通
じ
て
い
た
た
め
で

あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
信
長
の
勢
威
は
堺
に
及
ん
で
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
る
。

本
願
寺
に
好
を
通
じ
て
い
た
天
王
寺
屋
宗
及
も
信
長
に
参
ず
る
に
至
っ
た
し
、

こ
こ
に
至
っ
て
松
井
友
閑
が
堺
政
所
と
し
て
下
向
す
る
の
で
あ
る
。

　
信
長
は
宗
久
を
起
用
し
て
、
三
好
氏
が
支
配
し
て
い
た
闘
郡
を
支
配
さ
せ
た

の
だ
し
、
そ
の
塩
座
な
ど
も
与
え
た
ほ
か
、
但
馬
生
野
銀
山
の
経
営
に
当
ら
せ

よ
う
と
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
姶
辮
。
と
く
に
閾
郡
の
代
官
に
起
用
し
た
こ

と
は
、
そ
の
財
力
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
都
市
が
近
郊
農
村
を
従
属
せ
し
め
て
い

た
関
係
か
ら
と
も
い
え
よ
う
。
な
お
都
市
の
発
達
は
市
域
の
発
展
の
か
た
ち
に

も
な
る
が
、
む
し
ろ
都
市
は
農
村
の
集
落
が
町
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

綴
業
的
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
た
。
南
荘
と
北
部
と
で
は
差
も
あ
る
。
し
か

も
、
都
衛
は
町
の
複
合
体
で
あ
る
が
、
都
市
連
合
も
見
ら
れ
た
。
天
王
寺
と
住

吉
な
ど
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
ら
と
堺
な
ど
、
あ
と
一
歩
発
展
す
れ
ば
、
一
体

化
へ
進
む
可
能
性
も
あ
っ
た
。
そ
の
中
間
に
あ
た
る
闘
二
五
力
庄
な
ど
は
、
農

村
と
は
い
え
、
堺
の
一
部
を
形
成
す
る
感
が
あ
り
、
従
属
農
村
と
い
う
よ
り
以

上
の
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
宗
久
が
代
官
と
な
る
こ
と
も
恰
好
の
も
の
で
あ

っ
た
。
も
と
よ
り
堺
の
都
市
貴
族
な
ど
は
武
士
的
性
格
を
具
え
て
い
た
が
、
前

代
と
く
ら
べ
て
多
分
に
町
人
化
し
て
い
る
。

　
堺
で
宗
久
を
政
所
に
あ
て
ず
、
悲
心
が
そ
の
家
臣
松
井
友
閑
を
派
し
た
こ
と

は
、
こ
れ
も
宗
久
ら
の
目
付
役
と
し
た
ま
で
で
あ
り
、
交
感
的
官
僚
と
し
て
の

起
用
で
あ
っ
た
。
武
断
派
は
こ
れ
を
避
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
都
市
に
は
い
ち
お
う
帰
慰
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
い
た
．
ず
ら
に
弾
圧
は
加
え

な
い
と
い
う
方
針
を
信
長
は
と
っ
た
。
威
圧
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
政

権
下
に
あ
っ
て
忠
誠
を
示
せ
ば
、
旧
来
の
商
工
業
的
活
動
は
む
し
ろ
助
長
し
た

し
、
都
市
貴
族
の
利
用
を
も
は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
在
郷
町
の
城
下
町
化
を

は
か
っ
た
り
す
る
な
ど
し
、
さ
か
ん
に
発
生
し
て
く
る
在
郷
町
に
対
し
て
、
そ

の
芽
生
え
を
摘
み
と
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
都
市
の
勃
興
を

助
長
し
た
感
が
あ
る
。

　
信
長
政
権
が
な
お
戦
時
政
権
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
都
市
か
ら
旧
勢

力
の
一
掃
を
は
か
っ
て
い
な
い
。
い
わ
ば
旧
瓠
力
と
の
妥
協
利
用
と
い
う
方
針

で
あ
り
、
わ
ず
か
に
そ
の
支
配
権
力
の
浸
透
を
は
か
っ
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。

都
市
の
封
建
化
の
遙
展
な
ど
は
遅
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
過
渡
的
戦
時
政
権

に
終
っ
た
た
め
で
あ
る
。
有
名
な
大
和
に
お
け
る
指
禺
徴
収
も
、
そ
の
指
禺
徴
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収
の
効
果
を
得
た
の
み
で
終
わ
り
、
そ
の
対
策
も
発
し
得
ず
に
終
わ
っ
た
こ
と

も
同
軌
で
あ
る
。
社
専
領
の
奈
良
の
接
収
も
し
て
い
な
い
。

　
註
　
本
節
の
史
料
は
大
日
本
史
料
第
十
編
、
参
考
論
説
は
豊
田
武
「
封
建
都

　
　
市
」
　
「
堺
」
、
原
賑
伴
彦
「
日
本
封
建
都
市
の
研
究
」
に
よ
る
。

二
　
秀
吉
の
都
市
支
配

　
信
長
は
永
禄
十
二
年
に
摂
津
尼
崎
を
焼
餅
し
た
し
、
元
亀
四
年
忌
は
京
都
上

京
を
焼
い
た
。
こ
の
上
京
焼
掠
後
、
直
ち
に
地
子
の
免
許
を
な
し
、
家
屋
新
築

中
は
人
足
を
免
除
す
る
と
し
て
市
民
の
還
住
を
勧
め
て
い
る
嚇
㈱
鮎
。
下
京
は

地
子
の
免
許
は
し
な
い
が
、
新
儀
諸
役
の
悼
止
を
令
し
た
亦
駄
。
こ
れ
ら
か
ら

い
っ
て
、
上
京
の
地
子
免
除
も
し
ば
ら
く
し
て
停
止
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
天

正
八
年
正
月
、
木
下
秀
吉
も
播
磨
三
木
の
焼
掠
後
、
　
「
当
町
に
於
打
越
者
ハ
諸

役
あ
る
へ
か
ら
さ
る
事
」
　
「
先
年
之
通
地
子
取
ま
し
き
事
」
と
令
し
て
町
民
の

還
住
を
は
か
っ
た
証
心
懸
訂
。
信
長
の
例
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
し
、
そ
の
命

を
う
け
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
地
子
諸
役
免
許
が
信
長
の
都
市
政
策
と
し
て

示
さ
れ
る
が
、
戦
国
大
名
に
お
い
て
す
で
に
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
中

世
都
市
に
お
い
て
も
、
天
災
等
の
ば
あ
い
、
一
定
の
年
限
を
以
て
地
子
免
許
が

あ
っ
た
し
、
塚
屋
新
築
に
あ
た
っ
て
は
諸
役
免
除
の
例
が
多
い
。
無
年
号
で
は

あ
る
が
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
　
　
）
と
推
定
で
き
る
大
乗
院
文
書
に
、

　
制
札
　
当
門
跡
御
領
内
灘
盤
渓
再
興
付
碇
監
事

　
一
寺
門
諸
公
事
儀
従
壬
申
年
十
ケ
年
間
被
免
許
畢
、
但
二
季
之
高
山
之
八
講

　
　
井
雨
乞
義
可
致
其
沙
汰
事

と
あ
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
農
村
に
お
け
る
開
墾
の
ば
あ
い
に
な
ら
っ
た

も
の
で
あ
る
。
地
子
諸
役
免
許
は
、
こ
の
の
ち
な
が
く
領
主
の
画
布
政
策
と
し

て
承
継
さ
れ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
領
主
が
与
え
る
恩
典
で
あ
っ
て
、
随
時
的
の
も

の
で
あ
る
。
政
権
の
交
代
に
よ
っ
て
無
効
と
な
る
し
、
随
時
に
停
止
も
あ
っ
た
。

　
信
長
の
後
継
者
で
あ
っ
た
秀
吉
の
都
市
政
策
も
信
長
と
始
め
は
ほ
と
ん
ど
変

り
は
な
い
。
し
か
し
、
ほ
ぼ
天
正
十
五
年
か
ら
同
十
八
年
に
か
け
て
、
若
干
の

変
化
が
あ
っ
た
。
そ
の
戦
時
政
権
の
安
定
政
権
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
関
連
す
る

と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
秀
吉
は
信
長
時
代
以
上
に
重
用
し
た
堺
衆
の
今
井
宗
久

や
津
田
宗
及
ら
を
疎
ん
じ
出
し
た
。
宗
久
の
闘
郡
五
力
士
代
官
職
は
変
り
は
な

か
っ
た
が
、
そ
の
側
近
者
と
し
て
の
地
位
に
は
変
化
が
あ
る
し
、
そ
の
息
の
宗

薫
に
家
督
さ
せ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
津
田
宗
及
に
し
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
宗

及
自
筆
茶
会
記
が
天
正
十
六
年
を
以
て
終
わ
っ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
以
後
の
茶

会
記
が
紛
失
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
身
上
の
変
化
と
見
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
、
秀
吉
は
堺
衆
の
小
西
立
佐
を
政
所
に
起
用
し
て
い
る
。

信
長
以
来
の
政
所
松
井
友
閑
は
天
正
十
四
年
六
月
に
私
曲
に
よ
っ
て
罷
免
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
代
っ
た
も
の
か
否
か
分
ら
な
い
。
堺
衆
を
政
所
に
起
用
し
た

の
は
始
め
て
の
こ
と
だ
し
、
立
佐
は
な
お
秀
吉
の
財
政
奉
行
に
出
世
す
る
も
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
小
西
氏
は
、
む
し
ろ
宗
久
・
宗
及
な
ど
以
上
に
古
い
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堺
の
都
市
貴
族
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
佐
の
予
が
小
西
行
長
と
い
わ
れ
る
が
、
立

佐
が
宗
久
・
宗
及
を
さ
し
お
い
て
重
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る

識
獺
鴫
。
　
秀
吉
は
今
井
宗
久
・
津
田
宗
匠
を
用
い
た
が
、
両
人
は
早
く
信
長
に

朋
い
ら
れ
て
い
た
の
で
、
秀
吉
に
は
そ
れ
ら
の
旧
訳
が
｝
種
の
圧
迫
感
と
な
っ

た
ろ
う
し
、
天
正
十
三
年
の
根
来
一
揆
の
堺
侵
入
な
ど
に
対
す
る
処
置
に
慷
た

ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
七
て
両
人
が
老
境
に
達
し
、
茶
技
が
世

に
称
さ
れ
る
反
面
、
商
人
と
し
て
の
果
断
さ
な
ど
が
失
わ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
こ
れ
に
対
し
て
小
西
立
佐
は
同
年
配
で
は
あ
る
が
、
早
く
備
前
の
宇
喜

多
野
に
結
ん
で
中
国
地
方
に
進
出
し
、
秀
吉
の
中
国
征
伐
に
は
秀
吉
の
軍
に
参

じ
、
い
わ
ば
そ
の
譜
代
の
臣
と
な
っ
た
。
そ
し
て
財
政
官
僚
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
財
政
通
た
る
こ
と
で
堺
の
政
所
に
起
用
さ
れ
た
も

の
と
兇
た
い
。
す
で
に
堺
は
武
断
的
制
圧
を
こ
う
む
っ
て
封
建
都
市
化
を
進
め

た
し
、
大
阪
の
繁
栄
も
期
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
、
町
人
財
政
家
と
し
て
の

立
命
を
起
用
し
、
文
治
的
に
堺
の
新
把
握
を
期
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
京
都
に
対
し
て
は
、
明
智
光
秀
が
洛
中
の
地
子
免
許
を
し
て
い
る
。
信
長
が

上
京
の
地
子
免
許
を
行
な
っ
た
が
、
下
京
へ
は
及
ぼ
な
か
っ
た
し
、
上
京
も
復

興
と
と
も
に
免
許
は
停
止
さ
れ
た
ろ
う
。
こ
の
地
子
免
許
と
い
う
の
は
ど
こ
へ

も
地
子
を
出
さ
な
い
と
い
5
こ
と
だ
か
ら
、
旧
領
主
か
ら
は
没
収
す
る
か
捕

償
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
明
智
光
秀
の
地
子
免
許
に
よ
っ
て
こ
れ
を
失
な
っ
た

四
座
雑
色
に
対
し
て
は
、
秀
吉
は
退
院
村
八
七
石
を
替
り
と
し
て
与
え
て
い
る

隙草

R。

G
色
は
犬
神
人
ら
の
転
化
で
祇
園
お
よ
び
京
の
町
中
の
地
子
（
一
部
の

も
の
で
あ
ろ
い
）
）
を
得
分
と
し
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
雑
色
は
賎
民
頭
と
し
て

下
級
警
察
的
存
在
と
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
支
配
権
力
の
末
端
に
編
入
さ
れ
た

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
替
地
の
宛
行
に
つ
い
て
の
年
代
は
分
ら
な

い
が
、
洛
中
の
地
子
免
許
と
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
秀
吉
の
洛
中
の
地

子
免
許
は
京
都
古
町
覚
書
に
は
天
正
十
九
年
九
月
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
前
々

年
の
十
二
月
に
は
、
所
司
代
前
田
玄
以
の
地
子
収
納
の
不
正
が
惣
町
か
ら
暴
か

れ
て
い
る
か
ら
移
瀾
院
、
光
秀
の
地
子
免
許
は
秀
吉
に
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
十
九
年
の
地
子
免
許
に
つ
い
て
は
、
多
聞
院
日
記
の
十
二
年

廿
八
日
の
条
に
、
秀
吉
が
末
代
に
名
を
の
こ
る
事
業
と
し
て
「
屋
地
子
人
夫
以

下
諸
公
事
商
売
詳
悉
以
免
除
了
」
と
見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
京
都
に
対
し
て
で

あ
る
が
、
大
阪
や
大
学
郡
山
も
地
子
免
許
は
さ
れ
て
い
る
。
大
和
郡
山
は
秀
吉

の
弟
秀
長
の
城
下
町
で
あ
り
、
十
九
年
正
月
に
秀
長
が
死
去
し
、
そ
の
養
子
秀

保
が
そ
の
跡
を
つ
い
だ
が
、
そ
れ
は
少
年
で
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
秀
吉
の
直
轄
地
と

い
う
べ
ぎ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
八
月
廿
三
日
に
町
中
の
地
子
免
許
が
な
さ
れ

た
齢
院
。
大
阪
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地
子
免
許
は
、
い
ち
め
ん
そ
の

支
配
確
立
を
意
味
す
る
。
こ
の
十
九
年
に
京
都
・
大
阪
な
ど
に
地
子
免
許
が
行

わ
れ
た
こ
と
に
は
、
ま
さ
し
く
叙
上
の
秀
吉
政
権
の
転
機
と
い
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
よ
う
。
秀
吉
が
関
白
を
秀
次
に
譲
っ
た
の
も
こ
の
年
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ

の
記
念
の
恩
典
と
感
じ
た
輩
も
あ
っ
た
懸
院
。
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こ
の
と
き
甕
に
対
し
て
蟻
子
免
許
は
な
諺
欄
院
。
わ
ず
か
に
徳
政
令
を

発
布
し
た
が
、
こ
れ
に
は
故
秀
長
の
奈
良
町
中
に
貸
付
け
た
金
銀
も
棄
破
さ
れ

る
と
い
う
善
政
で
あ
っ
た
。
八
月
廿
五
日
付
の
秀
吉
の
朱
印
状
が
多
賀
文
書
に

見
え
る
。
こ
の
徳
政
は
な
お
奈
良
の
金
商
人
に
苦
し
め
ら
れ
た
町
民
を
救
う
た

め
に
執
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
金
商
人
ら
は
金
札
を
発
行
し
て
い
た
し
、
金
銀

の
吹
替
え
を
行
な
っ
て
利
得
を
貧
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
徳
政
発
布
後

に
そ
の
九
人
が
逮
捕
さ
れ
て
お
る
。
こ
の
金
商
人
の
逮
捕
に
勢
い
を
得
た
町
人

は
、
奈
良
岸
谷
中
坊
井
上
源
五
の
非
曲
を
秀
吉
に
直
訴
し
た
。
ま
た
堺
衆
か
ら

奈
良
金
商
人
を
訴
え
た
の
で
、
翌
廿
年
に
は
京
都
・
大
阪
・
堺
に
も
出
て
い
た

奈
良
金
商
人
も
す
べ
て
逮
捕
さ
れ
る
し
、
奈
良
に
秀
吉
か
ら
奉
行
が
派
遣
さ
れ
、

井
上
源
五
も
金
商
人
も
す
べ
て
京
都
に
護
送
さ
れ
る
と
い
う
大
事
件
と
な
っ
た
。

　
奈
良
代
官
井
上
源
五
は
艶
言
の
入
国
と
と
も
に
任
命
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

中
世
に
お
い
て
奈
良
市
中
の
検
断
権
を
興
福
寺
の
衆
徒
が
握
っ
て
お
り
、
そ
の

衆
徒
の
沙
汰
衆
と
し
て
中
坊
・
竹
坊
・
水
坊
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
中
坊
が
衆

徒
の
糠
梁
筒
井
氏
と
結
ん
で
勢
威
を
張
っ
た
。
松
永
久
秀
の
奈
良
在
城
当
時
は

や
や
衰
え
た
が
、
筒
井
順
慶
が
こ
れ
に
代
っ
た
の
で
再
び
勢
力
を
持
つ
た
。
天

正
十
二
年
、
順
優
の
死
後
、
そ
の
商
業
の
定
次
は
こ
れ
を
改
め
よ
う
と
し
た
が
、

翌
年
に
は
秀
長
が
入
国
し
て
し
ま
い
、
改
め
て
秀
長
が
そ
の
家
臣
の
井
上
源
五

を
椿
井
町
の
中
坊
石
敷
に
入
れ
て
奈
良
代
官
ζ
し
た
も
の
で
あ
る
。
衆
徒
の
検

断
権
行
使
に
田
発
し
た
職
だ
が
、
衆
徒
の
武
士
化
と
と
輸
に
市
中
の
支
配
権
が

撫
わ
っ
た
し
、
久
秀
・
順
慶
時
代
に
ぽ
い
っ
そ
う
進
み
、
番
長
の
入
国
に
さ
い

す
る
社
寺
領
の
逓
減
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
直
轄
地
が
増
え
る
し
、
代
官
の
行

政
権
も
拡
充
し
た
。
興
福
寺
が
奈
良
町
に
賦
課
し
て
い
た
地
口
・
棟
別
・
袈
裟

銭
・
高
山
八
景
銭
ま
で
も
豊
臣
氏
が
徴
発
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
か
ら
、
奈
良

町
は
一
部
の
境
内
郷
を
除
い
て
そ
の
領
有
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
脇
醐
院
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
讐
面

し
た
が
っ
て
奈
良
町
の
直
轄
地
化
が
進
ん
だ
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
奈
良
代
官
は

徳
川
幕
府
で
は
奈
良
奉
行
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
井
上
源
五
は
奈
良
代
官
と
し
て
か
な
り
苛
政
を
実
施
し
た
ら
し
い
。
こ
れ
は

郡
出
城
下
町
振
興
策
を
執
る
秀
長
の
旨
を
体
し
た
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
豊

臣
氏
と
し
て
は
、
い
っ
た
ん
威
圧
に
服
す
れ
ば
、
そ
の
後
は
優
遇
も
す
る
と
い

5
恩
威
並
び
行
な
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
奈
良
に
対
す
る
弾
道
も
、
社
寺

の
手
か
ら
商
工
業
を
奪
う
た
め
だ
っ
た
し
、
む
し
ろ
社
寺
の
衰
退
か
ら
自
立
し

て
し
ま
っ
た
商
工
業
者
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
井

上
源
五
は
盤
臣
権
力
を
背
景
と
し
て
か
な
り
私
曲
を
行
な
っ
た
し
、
と
く
に
秀

長
の
死
後
は
甚
だ
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
よ
う
に
金
商
人
と

結
托
し
た
感
が
あ
る
し
、
町
民
か
ら
十
ニ
カ
条
の
私
曲
を
上
訴
さ
れ
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
十
三
二
条
の
上
訴
文
は
か
つ
て
紹
介
し
た
。

　
井
上
源
五
を
上
訴
し
た
奈
良
町
民
は
「
奈
良
不
全
」
の
名
を
用
い
て
い
る
。

こ
の
奈
良
惣
中
は
、
　
「
金
商
卜
者
に
て
は
無
御
座
候
、
平
之
町
人
叉
者
蔵
方
選

者
に
て
御
座
候
」
と
い
い
、
町
人
又
は
蔵
方
の
者
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
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知
れ
る
。
蔵
方
の
者
は
蔵
元
で
あ
り
、
秀
長
の
蔵
元
と
し
て
蔵
米
の
売
却
等
に

当
る
も
の
で
あ
っ
た
。
蔵
元
の
成
立
し
て
い
た
こ
と
な
ど
そ
の
支
配
権
力
の
浸

透
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
金
商
人
た
ち
は
一
両
年
は
禁
獄
さ
れ
た
が
、

期
首
等
の
こ
と
は
な
く
許
さ
れ
た
し
、
井
上
源
五
も
釈
明
が
で
き
て
そ
の
職
を

免
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
の
金
商
人
た
ち
か
ら
金
融
を
う
け
て
い
た

大
小
名
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
て
っ
て
い
し
た
断
罪
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

当
代
の
貸
幣
経
済
発
展
の
波
に
の
っ
て
、
金
融
業
者
が
増
大
し
、
し
か
も
通
貨
・

発
行
な
ど
し
て
脛
済
境
撹
行
為
に
及
ん
だ
の
で
、
そ
の
増
長
を
戒
め
た
と
見
て

よ
い
。
支
配
組
織
か
ら
の
逸
脱
を
糾
弾
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
町
民
た

ち
の
願
望
も
い
ち
お
う
達
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
究
極
の
目
的
で
あ
っ
た
「
奈

良
町
重
事
、
京
大
坂
な
み
に
諸
事
被
仰
付
被
下
」
れ
ん
こ
ど
は
聞
届
け
ら
れ
ず
、

地
子
免
許
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
奈
良
町
に
は
櫃
本
制
が
し
か
れ
た
。

こ
れ
は
十
二
町
一
ヵ
月
頭
役
と
定
め
、
こ
の
十
二
町
を
親
町
と
し
、
惣
町
組
織
の

強
化
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
断
鱒
。
郡
山
に
天
正
十
九
年
に
し
か
れ
た
が
、

こ
れ
に
な
ら
っ
て
奈
是
も
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
翻
院
。
市
政
の
自
治
的

運
営
を
は
か
っ
た
と
は
い
え
る
が
、
こ
れ
も
支
配
組
織
の
強
化
の
た
め
に
こ
れ

を
与
え
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
惣
町
に
対
す
る
支
配
の
強
化
で
あ
っ
た
。
こ
の

の
ち
丈
禄
四
年
に
大
和
検
地
が
あ
る
が
、
奈
良
町
も
こ
れ
を
実
施
さ
れ
た
。
こ

こ
で
改
め
て
社
寺
支
配
町
と
直
轄
町
と
を
定
め
、
直
轄
町
で
は
寺
社
公
人
の
麗

地
子
を
免
許
し
た
縁
か
は
、
社
寺
の
領
有
権
は
全
く
否
定
し
た
。
す
で
に
再
三

に
わ
た
る
弾
圧
と
支
配
権
力
の
浸
透
が
あ
っ
た
か
ら
、
抵
抗
は
全
く
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
検
地
に
至
る
ま
で
、
奈
良
の
旧
領
主
た
る
社
寺
の
若
干
の
権
利

が
残
存
し
て
い
た
と
い
・
）
こ
と
は
、
織
豊
両
氏
が
旧
勢
力
と
の
摩
擦
を
さ
け
て

こ
れ
と
妥
協
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
土
地
所
有
の
近
世
化
が

進
ん
で
い
た
た
め
、
そ
の
権
利
の
没
収
な
ど
あ
え
て
強
行
す
る
必
要
は
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
文
禄
検
地
で
も
奈
良
町
の
地
子
免
許
は
な
い
。

　
註
　
本
節
に
σ
い
て
は
拙
稿
「
豊
臣
秀
吉
の
都
市
政
策
一
斑
」
　
（
史
学
雑
誌

　
　
五
九
之
四
）
参
看
。
そ
こ
に
奈
良
惣
申
の
上
訴
の
全
文
も
掲
げ
た
。

三
　
奈
良
町
の
検
地

　
奈
良
町
は
、
奈
良
領
の
う
ち
興
福
寺
東
大
寺
両
寺
領
お
よ
び
一
乗
院
大
乗
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

両
門
跡
領
の
境
論
が
あ
っ
た
が
、
諸
々
の
町
化
と
と
も
に
惣
町
が
成
立
し
た
。

住
民
の
自
立
に
と
も
な
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
地
主
権
の
獲
得
に
あ
っ
た
。
中

世
に
お
い
て
、
大
乗
院
尋
尊
の
筆
に
成
る
「
大
乗
院
門
跡
領
目
録
」
に
は
、
大

乗
院
が
門
跡
領
郷
の
在
家
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
諸
郷
領

有
は
在
家
支
配
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
。
門
跡
領
郷
以
外
で
は
地
主
権
を
持
つ
も

の
で
あ
っ
た
。
同
様
に
寺
僧
社
人
も
地
主
権
は
持
つ
し
、
住
民
も
こ
れ
を
持
つ

た
。
こ
こ
へ
武
士
が
入
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
ら
は
地
主
権
を
持
つ
た
も
の
も
あ

る
が
、
主
と
し
て
領
主
権
の
一
部
の
代
行
を
な
す
か
た
ち
で
、
侵
害
を
な
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
領
主
権
力
に
対
応
し
て
、
地
主
権
を
持
つ
住
民
た
ち
の
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「
藩
中
」
が
成
立
し
た
。
領
主
の
社
寺
は
そ
の
翌
冬
の
在
家
か
ら
公
事
（
諸
役
）

を
徴
し
た
が
、
住
民
の
地
主
権
確
立
に
と
も
な
い
、
屋
地
子
を
も
徴
し
た
。
こ

の
屋
地
子
は
年
貢
化
す
る
し
、
武
士
の
入
部
に
よ
っ
て
こ
れ
が
武
士
の
手
に
移

っ
た
。
こ
の
ば
あ
い
、
社
寺
は
そ
の
領
郷
に
お
け
る
在
家
の
所
有
を
主
張
し
て

免
課
を
は
か
っ
た
の
で
、
そ
の
地
主
権
は
確
保
で
き
た
し
、
武
士
の
承
認
を
得

れ
ば
、
、
領
主
権
の
発
動
で
あ
る
公
事
の
催
徴
も
で
き
た
。

　
天
正
八
年
に
織
田
信
長
が
大
和
一
国
の
編
出
を
徴
し
た
（
検
地
）
と
き
、
例

え
ば
興
福
寺
で
は
一
八
、
二
〇
九
石
余
を
遺
出
し
す
る
が
、
そ
の
領
主
権
の
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
あ
る
公
事
を
も
こ
れ
を
計
上
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
国
中
主
門
段
銭
段
米
・

国
中
棟
別
並
地
口
・
奈
良
中
棟
別
同
地
口
・
両
市
整
序
・
高
山
八
講
・
唯
識
講
・

同
御
願
米
・
佐
保
田
庄
段
銭
を
掲
げ
た
。
な
お
領
内
知
行
分
一
一
ヵ
所
と
し
て
、

田
地
の
ほ
か
畠
屋
敷
一
五
四
ヵ
所
お
よ
び
由
ニ
ヵ
所
と
し
て
い
る
の
は
、
書
中

黒
黒
の
荘
園
と
奈
良
町
の
居
屋
敷
の
地
主
権
を
有
し
た
も
の
を
さ
す
。
田
地
は

荘
園
に
多
か
っ
た
ろ
う
し
、
居
屋
敷
は
奈
良
隣
中
に
多
か
っ
た
ろ
う
。
こ
の
ぽ

か
、
春
日
社
領
お
よ
び
門
跡
を
除
い
た
諸
悪
諸
恐
気
の
分
を
興
福
寺
領
と
し
て

提
出
し
て
る
。
大
乗
院
門
跡
で
は
、
九
五
〇
石
の
脚
韻
の
う
ち
、
奈
良
領
に
お

い
て
惣
田
尊
高
町
余
と
居
屋
敷
五
町
五
歩
（
あ
わ
せ
て
一
〇
六
石
余
）
と
を
あ

げ
た
ほ
か
、
御
屋
敷
と
し
て
畠
お
よ
び
屋
敷
を
八
二
ヵ
所
あ
げ
て
い
る
鰍
王
難
家
。

前
者
は
奈
良
在
郷
分
だ
し
、
後
者
は
町
中
で
あ
り
、
東
大
寺
傾
内
に
も
及
ん
で

い
る
。
こ
れ
ら
は
興
福
寺
領
の
領
内
知
行
分
と
い
う
の
に
対
応
す
る
も
の
で
、

地
主
権
を
所
有
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
実
体
を
い
え
ば
、
興
福
寺
の

い
う
国
鳥
段
銭
給
米
・
棟
別
地
口
銭
な
ど
は
毎
年
徴
饗
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ

し
、
奈
良
中
棟
別
地
口
銭
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
興
福
寺
の
衰
退
が

あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
奈
良
の
地
下
中
は
「
三
千
石
八
百
石
也
」
と

指
出
を
し
て
い
る
。
こ
の
三
千
石
に
対
し
て
八
百
石
の
注
記
は
疑
問
だ
が
、
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

方
八
百
石
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
奈
良
町
の
自
立
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
秀
出
に
対
す
る
信
長
の
罫
書
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
大
乗
院
が
な
お
小

青
銭
を
徴
し
て
い
た
こ
と
で
も
知
れ
よ
う
難
聾
。

　
天
正
十
三
年
九
月
、
豊
臣
丁
寧
の
入
国
に
よ
っ
て
大
湘
は
再
び
指
出
を
徴
せ

ら
れ
た
。
興
福
寺
で
は
二
五
、
六
九
三
石
余
、
大
乗
院
で
は
一
、
七
四
七
石
塔
の

指
出
を
提
出
し
た
。
こ
の
う
ち
興
福
寺
の
指
嵐
は
秀
長
の
彫
る
る
と
こ
ろ
と
な

ら
ず
、
一
万
石
が
直
ち
に
剥
減
さ
れ
た
し
、
翌
十
四
年
に
続
出
の
再
徴
と
な
っ
た
。

こ
の
早
出
に
は
、
秀
吉
の
社
寺
政
策
が
寛
宥
と
な
っ
た
の
を
見
た
寺
僧
ら
の
妊

謀
と
見
る
ほ
か
は
な
い
。
な
お
寺
領
等
の
問
題
は
、
秀
吉
と
の
交
渉
が
主
で
、

寒
九
は
そ
の
介
在
者
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
飛
出
に
は
弾
圧
が
加
え
ら
れ
h

一
万
石
の
累
減
の
ほ
か
、
同
十
五
年
に
は
寺
領
は
八
千
右
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
に
は
信
長
の
と
き
の
指
南
が
一
万
八
千
石
で
あ
り
、
区
長
入
国
の
さ
い
は

二
万
五
千
石
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
秀
長
は
一
万
石
を
剥
減
し
た
一
万
五
千
石
が

至
当
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
す
で
に
天
正
十
三
・
四
両
年
は
、
二
万
五
千
石
を

徴
納
し
た
と
見
な
す
と
、
七
千
石
ず
つ
を
余
分
に
と
っ
た
わ
け
に
な
る
。
だ
か
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ら
天
正
十
三
年
分
は
免
除
ダ
る
と
し
て
、
天
正
十
四
年
分
の
七
千
石
を
一
万
五

千
石
か
ら
引
い
た
八
千
石
を
天
正
十
五
年
分
と
す
る
し
、
こ
れ
を
将
来
の
寺
領

と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
八
千
石
で
は
興
福
寺
の
存
立
は
不
可

能
で
あ
る
こ
と
は
秀
長
は
知
っ
て
い
た
。
寺
僧
が
非
を
悟
れ
ば
増
額
を
考
え
て

い
た
し
、
修
理
な
ど
は
別
途
に
こ
れ
を
施
工
し
て
や
る
と
い
う
ぐ
あ
い
で
あ
っ

た
。
そ
の
優
賞
の
疇
期
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
同
十
七
年
に

秀
長
が
病
ん
だ
さ
い
の
祈
薦
の
賞
と
し
て
、
翌
十
八
年
か
ら
七
千
石
を
返
付
し
、

都
合
一
万
五
千
石
と
し
た
の
で
あ
る
。
秀
長
が
当
面
者
だ
が
、
す
べ
て
秀
吉
の

意
中
に
発
し
た
も
の
で
、
す
で
に
秀
吉
は
信
長
時
代
の
指
出
か
ら
興
福
寺
領
一

万
五
千
石
と
勘
考
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
し
、
弾
圧
の
う
え
、
機
会
を
と

ら
え
て
こ
れ
を
優
免
す
る
と
い
う
方
針
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
大
乗
院
領
に

対
す
る
処
置
は
不
詳
で
あ
る
。
一
乗
院
領
の
経
過
も
わ
か
ら
な
い
。
な
お
東
大

寺
に
も
剥
減
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
詳
し
く
は
分
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
文
禄
四
年

の
検
地
に
お
い
て
興
福
寺
領
一
五
、
〇
三
三
石
余
、
一
乗
院
領
一
、
四
九
九
石
余
、

大
乗
院
領
九
五
〇
石
余
が
宛
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
天
正
十
九
年
に
成
立
し
た

　
　
　
　
④

も
の
で
あ
る
。

　
奈
良
中
に
対
し
て
も
、
秀
長
は
指
出
を
微
し
た
。
一
例
と
し
て
垂
井
郷
の
指

出
を
あ
げ
る
。

　
　
奈
良
垂
井
郷
家
屋
敷
地
子
指
出
癖
事

　
　
　
　
A
二
四
榊
貝
七
百
廿
六
文
者

響
所
四
百
骨
三
文
（
琶
地
主
灘
羅
娠
辮
院
ぶ
四
郎

　
　
　
　
　
此
内
背
三
丈
　
明
星
院
　
　
　
　
　
　
　
　
興
補
寺

同
心
所
　
　
百
五
十
文
　
　
　
地
主
談
儀
田
納
所
明
王
院
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
　
　
　
此
内
骨
三
丈
　
ミ
ヤ
ウ
ワ
ウ
ヰ
ン
　
（
納
）

　
一
所
康
敷
四
百
廿
三
文
　
談
義
田
四
所
興
禅
院
　
　

与
四
郎

二
所
屋
敷
禰
五
十
文
　
談
義
田
四
所
明
王
院
　
小
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
　
六

　
一
所
屋
敷
　

六
一
白
六
十
七
文
　

春
日
無
事
神
炉
塞
方
　
　
　
　
　
　
　
又
五
郎

　
一
所
屋
敷
五
百
八
十
七
文
同
春
日
社
御
神
楽
方
　
　

新
九
郎

露
敷
三
百
辮
二
文
・
つ
ま
屋
　
へ
論
誌

　
一
所
畠
　
　
弐
百
六
十
七
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
郎
次
郎

　
一
所
屋
敷
百
四
十
文
　
　
　
西
金
堂
下
地
　
　
　
　
　
　
弥
三
郎

　
一
所
屋
敷
参
百
文
　
談
義
田
四
所
惣
珠
院
　
四
郎

　
一
所
屋
敷
弐
百
五
十
文
　
今
御
門
文
円
方
　
　
r
　
助
四
郎

　
一
断
屋
敷
参
百
文
　
　

木
津
屋
　
　
　
　

弥
二
郎

　
一
所
屋
敷
　
七
十
五
文
　
　
　
西
金
堂
下
地
　
　
　
　
　
　
　
源
二
郎

　
此
内
二
枚
ハ
畠
也
、

　
一
所
屋
敷
　
但
五
十
文
　
　
　
今
辻
子
賞
屋
敷
　
　
　
　
　
　
源
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ウ
エ
ン
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
郎
三
郎

一
所
屋
敷
六
百
＋
五
姦
商
富
鑑

　
　
　
合
四
轟
貝
七
百
”
廿
六
文
以
上

　
　
天
正
＋
三
七
九
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
こ
れ
は
写
本
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
、
雷
式
に
も
若
干
の
疑
点
が
あ
る
。

ミ
・
や
篇
煮
」
㌔
　
勢
郎
し
の
雷
識
霜
融
が
あ
・
か
否
か
・
い

う
よ
う
な
点
で
あ
る
。
こ
の
新
九
郎
・
新
二
郎
は
薩
摩
屋
兄
弟
で
あ
る
こ
と
は
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他
に
傍
証
が
あ
る
。
し
か
し
、
家
（
屋
敷
）
と
屋
敷
と
が
別
個
に
登
録
さ
れ
て
い

る
の
は
誤
写
で
は
な
い
ら
し
い
。
と
も
か
く
、
い
か
に
社
寺
が
地
主
権
を
持
っ

て
い
た
か
が
分
る
し
、
地
作
一
円
は
薩
摩
屋
・
紅
屋
・
木
津
屋
な
ど
の
有
力
町

人
だ
け
と
い
う
こ
と
が
知
れ
る
。
こ
の
三
人
は
、
茶
会
等
に
も
し
ば
し
ば
出
席

し
て
い
る
鰍
趨
。
と
こ
ろ
で
こ
の
垂
井
郷
で
も
、
同
年
宋
に
再
度
の
指
出
を
徴

せ
ら
れ
て
い
る
。

　
本
地
子

四
菖
廿
薫
文

琶
ハ
わ
り

営
六
＋
九
文

本
地
子

否
五
十
文

わ
り六

十
文

本
地
子

六
百
穴
十
七
交

ワ
リ

弐
百
六
十
六
文

本
地
子

五
百
八
十
七
文

ワ
リ

弐
百
冊
四
文

本
地
子

三
百
冊
交

ワ
リ

百
帯
三
文

本
地
子

善
四
十
交

わ
り五

十
六
文

本
地
子

三
否
七
十
文

わ
り

百
四
十
八
文

合
五
百
九
十
二
文
野

合
二
百
十
文
者

合
九
百
計
三
文
考

合
八
百
廿
一
文
者

合
四
百
六
十
二
文
者

A
旦
臼
九
十
穴
三
者

合
五
百
十
八
文
者

与
四
郎

小
　
　
六

又
五
郎

新
九
郎

新
二
郎

弥
三
郎

四
　
　
郎

本
地
子

二
百
五
＋
文

わ
り

百
文

本
地
子

三
遷
文

わ
り百

廿
文

本
地
子

二
百
五
十
文

わ
り

百
文

本
地
子

九
十
交

わ
り

冊
六
文

本
地
子

五
百
廿
交

わ
りニ

菅
八
文

本
地
子

弐
百
六
十
七
文

わ
り

百
八
交

本
地
子

三
百
文

わ
り

百
工
交

　
本
地
子

　
わ
り

合
三
百
十
交
者

合
四
百
廿
文
者

　
　
　
　
是
ハ
畠
也
、

合
三
百
五
十
文
者

合
百
廿
六
文
者

合
七
百
十
八
交
番

合
三
百
七
十
五
文
潮

合
四
百
廿
文
者

　
合
四
貫
六
百
四
十
四
文
者

　
合
壱
貫
八
百
五
十
七
文
者

物
心
ム
偶
六
貫
五
百
士
信
文
者

　
天
正
十
三
年
配
十
二
月
五
日

　
　
　
此
表
一
粒
も
ち
か
い
無
御
座
候
、

助
四
郎

源
五
郎

二
郎
三
郎

二
、
　
郎

源
九
郎

三
郎
二
郎

弥
二
郎

小
六
〇
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織豊両氏の都市支配（永島）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
四
郎
○

　
こ
こ
に
地
主
の
登
録
は
な
い
。
屋
敷
の
作
人
（
腸
住
者
）
に
九
月
の
そ
れ
と

僅
か
の
相
違
が
あ
る
が
大
体
は
同
じ
い
。
こ
れ
ら
の
登
録
に
何
筆
か
を
一
つ
に

．
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
の
正
確
を
期
し
た
こ
と
や
、
指
墨
の
結
果
の

修
正
な
ど
で
こ
れ
だ
け
の
差
が
出
て
き
た
も
の
だ
ろ
う
。
地
子
に
対
し
て
附
加

税
的
な
屋
敷
口
割
を
計
上
さ
せ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
地
主

の
登
録
が
な
か
っ
た
こ
と
が
考
慮
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
私

は
こ
の
ば
あ
い
地
主
権
は
排
除
さ
れ
た
と
見
る
。
す
な
わ
ち
興
福
寺
領
に
対
す

る
処
罰
的
剥
減
に
関
連
す
る
も
の
と
考
え
た
い
。
し
か
も
そ
れ
は
作
人
に
与
え

ら
れ
る
か
た
ち
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
口
割
に
つ
い
て
は
、
そ
の
た
め

に
附
加
さ
れ
た
と
解
し
た
い
が
、
こ
れ
は
な
お
不
明
と
し
て
お
く
。
こ
の
地
主

権
没
収
は
、
多
聞
院
日
記
羅
墨
壷
に
嚢
が
「
地
・
欝
ヶ
サ
・
代
高
山

ノ
八
講
迄
取
之
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
興
福
寺
の
領
主
権
の
発
動
で
あ
る
公
事

を
没
収
し
て
い
る
が
、
そ
の
上
に
奈
良
中
に
お
け
る
屋
敷
地
主
権
は
没
収
し
た

と
考
え
る
。
但
し
奈
良
申
と
奈
良
領
と
は
別
個
で
あ
ろ
う
。
い
う
な
れ
ば
、
奈

良
町
に
お
け
る
も
の
で
、
天
正
八
年
の
指
禺
に
八
窪
石
と
登
録
し
た
屋
敷
の
ば

あ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
奈
良
町
は
地
下
惣
中
支
配
の
も
の
だ
が
、
そ

の
及
ば
ぬ
奈
良
領
に
お
け
る
社
寺
の
地
主
権
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
明

証
を
欠
く
が
、
こ
の
の
ち
寺
社
支
配
町
の
成
立
が
あ
る
か
ら
、
な
お
存
続
と
見

た
い
。
そ
こ
で
町
人
の
奈
良
町
に
お
け
る
地
主
権
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
没
収
と

見
た
い
。
と
も
か
く
、
こ
の
地
主
権
没
収
に
つ
い
て
は
、
社
寺
に
対
す
る
処
罰

的
意
義
も
あ
る
が
、
奈
良
町
惣
中
の
支
配
地
に
も
及
ん
だ
と
す
れ
ば
、
豊
臣
政

権
は
一
入
一
作
主
義
を
そ
の
甚
本
方
針
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
地

主
権
の
全
面
的
排
除
は
、
地
主
に
他
の
補
償
を
考
え
ぬ
限
り
、
実
行
は
で
き
な

か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
こ
と
は
、
各
地
に
お
い
て
も
、
地
主
権
の

存
否
あ
る
い
は
強
弱
が
あ
り
、
支
配
権
力
に
そ
の
認
否
の
相
違
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
太
閤
検
地
に
お
い
て
も
、
在
地
の
動
向
に
よ
，

つ
て
、
地
主
も
作
職
所
有
者
と
し
て
登
録
さ
れ
た
も
の
が
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、

奈
良
町
に
お
い
て
は
、
興
福
寺
処
罰
と
関
連
は
す
る
が
、
こ
こ
で
封
建
支
配
の

て
っ
て
い
が
は
か
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
指
出
に
署
名
し
た

助
四
郎
と
小
六
と
は
月
行
事
で
あ
る
。
こ
の
町
で
は
年
寄
の
存
在
は
な
か
っ
た

ら
し
い
。
か
り
に
覆
審
が
あ
る
と
曇
れ
ば
、
薩
摩
屋
・
紅
屋
・
木
津
屋
な
ど
の

有
力
町
勢
が
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
事
例
は
見
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

「
惣
」
の
性
格
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
、
富
商
が
必
ら
ず
し
も
惣
を
支
配
す
る

と
は
限
ら
ぬ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
や
が
て
は
富
商
な
ど
は
封
建
権
力
を
背

景
と
し
て
「
惣
」
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
奈
良
町
に
対
す
る
地
子
夫

役
の
免
除
は
な
い
。
次
ぎ
の
文
書
で
も
知
れ
よ
う
。

　
且
請
取
画
塾
銭
重
事
　
　
た
る
井
尊
上

　
　
合
九
斗
九
升
者
　
於
角
振
五
趣
之
脚
魍

　
　
　
但
艮
九
匁
也

　
右
御
爺
な
ご
や
御
壷
夫
壱
人
別
同
前
御
中
出
直
也
、
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「
文
三
午
十
二
月
十
七
間
　
月
行
事
孫
四
郎
上

　
且
請
取
申
　
夫
妻
妻
事

　
　
　
　
　
（
鵡
）

　
　
合
門
馬
弐
升
者
　
於
角
振
堂
納
之
、

　
　
　
　
　
　
［

　
右
御
強
者
、
名
護
や
御
越
夫
之
内
、
な
ら
・
へ
御
免
之
内
、
壱
人
別
日
別
御
中

　
へ
出
分
、
請
取
申
所
一
件
、

　
　
　
文
禄
四
駅
正
月
廿
八
日
・
上

　
　
　
　
　
た
る
井
町
月
行
事
源
右
衛
門
上

　
そ
の
夫
銭
の
う
ち
、
奈
良
惣
中
に
免
許
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。

な
お
次
ぎ
の
二
二
は
、
奈
良
代
嘗
中
坊
井
上
源
五
に
出
し
た
夫
役
で
あ
る
。

　
　
　
（
已
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
柏
　
　
原
）

　
文
禄
弐
ニ
ノ
正
月
七
日
よ
り
同
十
七
臼
迄
出
入
八
日
、
丹
波
か
い
ば
ら
へ
申

　
坊
之
内
平
三
郎
殿
御
と
も
申
候
人
足
、
此
日
別

　
　
　
合
四
百
四
十
文
但
一
周
二
五
十
五
文
出
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弛
る
（
弁
脱
）

　
　
　
巳
十
二
月
廿
一
日
　
　
月
行
事
新
二
郎

　
　
　
な
ら
　
　
（
右
脱
）

　
　
　
　
惣
中
新
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
又
五
郎
　
　
渡

　
こ
の
新
右
衛
門
は
東
城
戸
の
綱
屋
新
右
衛
門
で
あ
り
、
の
ち
惣
年
寄
と
な
る

絹
屋
寿
閑
だ
し
、
又
五
郎
は
不
明
で
あ
る
。
天
正
十
九
年
に
十
二
町
の
植
本
制

が
し
か
れ
た
後
の
こ
と
で
あ
り
、
奈
良
野
中
の
封
建
的
発
展
が
知
ら
れ
る
。

　
文
禄
検
地
は
、
も
ち
ろ
ん
奈
良
町
中
に
実
施
さ
れ
た
。
文
禄
四
年
十
月
八
日

の
こ
と
で
、
豊
臣
氏
五
奉
行
の
一
で
郡
山
城
主
で
あ
る
増
田
長
編
が
検
地
奉
行

で
あ
り
、
福
西
源
次
が
下
代
で
あ
っ
た
。
　
「
奈
良
之
内
樽
井
御
検
地
翠
帳
」
も

見
え
る
。
指
幽
と
比
較
の
た
め
略
表
を
掲
げ
て
見
よ
う
鑛
鯉
雛
黎
ぴ
。

　
　
夫
門
人
郎
郎
鄭
門
郎
郎
郎
郎
郎
次
鄭
七
か
門
郎
郎
郎
郎
郎
郎

　　

月
沂
纉
�
ﾙ
茜
五
三
三
二
　
罷
五
三
二
四
四

　
　
三
又
同
弥
赫
新
藤
二
又
与
甚
助
与
与
又
か
源
算
勘
弥
弥
助
又

居屋敷
　tt
畠

居屋敷
　tl

　n
　n
　ll
　rr

　n
　tl
　lt
　tt
居屋敷

　n相

傘屋敷
　tl
　tt
　It
　tl
　x！

　計

11（こうや分）8

畝歩　石斗升食
227　1503
　12．5　412
1　幽　940
　24　649
2　19　221　rt－

1　29　1249
　22　265
　23　265
　18　400
　19　400
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こ
の
検
地
の
前
月
で
あ
る
九
月
に
、
樽
井
町
の
月
行
事
は
、
　
「
本
地
子
二
二

石
二
斗
七
升
三
合
、
内
二
斗
四
升
会
所
」
と
し
て
検
地
役
人
の
福
西
源
次
に
注

進
し
て
い
る
。
恐
ら
く
地
子
帳
も
提
出
さ
れ
た
ろ
う
。
こ
の
文
禄
検
地
で
二
石

の
三
目
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
之
の
町
で
は
、
も
と
郷
と
称
し
て

い
た
の
が
そ
の
こ
ろ
で
は
町
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
交
禄
検
地
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
は
郷
と
も
町
．
と
も
な
い
。
文
禄
検
地
帳
の
類
例
は
少
い
が
、
慶
長
三
年
に
文

禄
検
地
帳
を
書
写
し
た
餅
飯
殿
町
で
は
、
　
「
屋
地
子
之
帳
」
と
し
、
離
離
殿
郷

と
見
え
る
鰍
樹
齢
書
・
な
お
文
禄
当
時
に
は
、
郷
と
い
う
称
も
用
い
ら
れ
℃
い
た
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こ
と
が
知
れ
る
。
し
た
が
っ
て
奈
良
町
に
齢
い
て
ば
、
た
と
え
田
畑
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
文
禄
検
地
で
・
は
こ
れ
を
町
と
し
て
取
扱
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

や
が
て
慶
長
七
一
八
年
に
な
る
と
、
町
の
名
が
も
つ
ば
ら
使
わ
れ
た
屋
地
子
帳

が
見
え
る
。
慶
長
七
・
八
年
に
屋
地
子
帳
が
見
え
る
の
は
、
奈
良
町
が
徳
川
氏

薩
盤
領
と
な
つ
だ
た
め
、
改
め
て
屋
地
子
帳
を
徴
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
七
年

に
惣
年
寄
制
が
し
か
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
奈
良
町
と
い
う
の
は
、
社
寺
領
の
郷
が
自
治
的
共
同
体
化
を
進

め
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
も
の
だ
が
、
し
ぜ
ん
そ
こ
に
境
域
が
で
き
た
。
奈
良

町
生
埋
と
い
う
名
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
文
禄
検
地
で
は
そ
の
ま
ま
認

め
た
が
、
畠
屋
敷
の
み
の
郷
で
は
銀
地
子
、
田
地
を
含
む
郷
で
は
銀
地
子
と
米

地
予
と
が
並
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま
だ
そ
れ
ぞ
れ
に
町
あ
る
い
は
村

の
称
を
明
確
に
は
与
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
検
地
帳
に
は
町
村
の
名
を
用

い
ず
、
　
「
奈
良
町
何
」
と
し
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
郷
と
い
う
称
を

用
い
た
町
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
奈
良
惣
町
に
入
ら
な
い
郷

は
村
と
し
た
。
こ
れ
は
短
長
治
下
に
種
々
の
変
遷
が
あ
ろ
う
が
、
詳
細
は
不
明

で
あ
る
。
天
正
十
九
年
の
櫃
本
島
施
行
の
と
き
は
整
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

い
わ
ば
奈
良
惣
町
は
こ
こ
に
再
出
発
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
徳
川
政
権
と
な
り
、

郡
山
城
に
大
久
保
長
安
を
大
和
代
宮
と
し
て
入
れ
て
直
轄
領
の
収
捻
を
は
か
っ

た
と
き
、
奈
良
町
は
特
別
思
し
て
こ
こ
に
惣
年
寄
制
を
し
て
い
た
。
こ
の
と
き
、

す
べ
て
町
名
を
用
い
る
が
、
田
地
を
含
む
町
は
地
方
町
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
文
禄
検
地
で
粒
寺
領
と
な
っ
た
郷
は
村
と
さ
れ
た
し
、
地
方
町
は
村
の
処

遇
で
あ
り
、
村
と
称
し
た
が
そ
の
中
で
小
さ
な
町
名
は
許
さ
れ
て
い
た
。
慶
長

十
八
年
に
は
奈
良
町
奉
行
が
置
か
れ
、
こ
の
地
方
町
も
同
じ
く
支
配
し
た
。
し

か
も
各
町
で
は
田
地
を
消
滅
し
て
し
ま
い
、
畠
屋
敷
の
み
の
も
の
が
で
き
た
し
、

町
内
の
各
家
に
お
い
て
商
工
業
に
従
う
も
の
は
、
奈
良
町
方
と
同
じ
く
奈
良
町

役
を
負
担
し
た
。
銀
地
子
の
家
に
も
米
地
子
の
家
に
も
こ
れ
が
あ
る
。
覧
永
十

一
年
に
奈
良
町
の
地
子
免
許
が
あ
る
が
、
地
方
町
で
は
町
役
を
負
担
す
る
も
の

だ
け
に
及
ん
だ
。
奈
良
町
の
地
子
免
許
は
四
五
〇
石
畳
斗
六
升
一
合
と
い
「
わ
れ

⑦る
。
と
こ
ろ
で
地
方
町
で
は
こ
れ
を
不
満
と
し
て
上
訴
し
、
翌
十
一
一
年
に
地
墨

四
五
〇
石
地
斗
三
升
六
合
八
夕
を
免
許
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
田
地
の
多
い
町

は
村
と
し
た
し
、
田
地
の
な
い
と
こ
ろ
は
町
に
編
入
し
た
。
田
地
を
切
離
し
た

町
に
お
い
て
、
そ
の
田
地
に
町
名
に
加
え
て
地
方
と
名
を
つ
け
た
。
高
天
市
町

と
高
天
市
地
方
町
と
が
こ
の
の
ち
見
ら
れ
る
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
で
あ
り
、
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

町
は
年
貢
の
か
か
る
町
で
あ
る
。

　
文
禄
検
地
に
よ
り
、
社
寺
に
も
改
め
て
所
領
を
与
え
た
。
春
日
社
・
興
福
寺
や

両
門
跡
で
は
天
正
十
九
年
の
一
万
五
チ
石
を
以
て
、
近
郊
の
早
々
が
宛
て
ら
れ

た
。
も
ち
ろ
ん
境
内
地
は
除
地
と
さ
れ
た
し
、
境
内
町
的
な
村
も
与
え
ら
れ
た
。

こ
の
境
内
町
的
な
村
は
、
地
方
町
で
あ
り
、
奈
良
町
の
中
で
の
村
で
あ
る
し
、

そ
の
村
は
多
く
の
町
か
ら
成
っ
て
い
た
。
社
寺
支
配
の
町
で
あ
っ
た
。
な
お
社

寺
の
家
来
職
人
の
類
は
奈
良
町
に
お
い
て
も
諸
役
を
免
許
さ
れ
た
。
秀
告
の
朱
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ナ
ド
サ
れ

印
免
許
状
は
見
当
ら
ず
、
慶
長
七
年
の
家
康
朱
印
状
が
始
め
で
あ
る
裾
町
勘
。
文

禄
の
朱
印
を
徳
川
政
権
は
と
う
し
ゅ
う
す
る
例
だ
が
、
こ
れ
は
家
康
に
始
ま
っ

た
も
の
だ
ろ
5
。
こ
の
こ
と
は
、
有
力
な
町
寺
の
地
子
免
許
が
同
年
に
始
ま
っ

た
こ
と
と
考
え
あ
わ
さ
れ
る
。

　
社
寺
勢
力
と
絡
み
あ
っ
た
奈
良
町
に
対
す
る
封
建
支
配
の
完
成
は
徳
川
幕
府

に
お
い
て
で
あ
る
が
、
い
ち
お
・
）
文
禄
検
地
で
成
立
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
も
織
豊
政
権
の
強
力
支
配
が
及
ん
で
、
天
正
十
九
年
に
は
成
立
し
て
い
た

も
の
で
あ
る
。
奈
良
惣
中
も
こ
れ
に
対
応
し
て
封
建
都
市
化
を
進
め
た
し
、
封

建
的
「
惣
」
組
織
が
こ
れ
を
劃
期
と
し
て
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
社
寺
荘
園
領

主
都
市
の
変
貌
が
こ
こ
で
な
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
の
ち
、
徳
川
政
権
の
出
現

で
完
成
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
豊
臣
政
権
下
に
お
い
て
は
、
多
分
に
町
民

の
権
力
順
応
が
見
ら
れ
る
し
、
そ
の
収
拾
と
い
う
か
た
ち
で
支
配
組
織
化
が
行

わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
強
力
政
権
に
よ
る
権
力
浸
透
の
か
た
ち
で
あ
る
。
興

福
寺
が
盟
臣
氏
に
対
す
る
指
出
の
非
違
で
難
詰
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
一
寺

僧
は
「
自
滅
之
基
」
と
か
「
各
不
法
ノ
指
出
仕
段
中
々
不
及
是
非
、
自
業
自
得

果
ノ
処
、
武
家
ハ
只
仏
也
」
と
さ
え
い
う
て
お
る
肪
醐
院
。
こ
の
支
配
権
力
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
留
“

す
る
被
支
配
者
の
意
識
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
①
　
拙
稿
「
都
市
自
治
の
限
界
」
　
（
社
会
経
済
史
学
一
七
之
三
）
参
看
。

　
②
　
玉
出
の
全
文
は
、
拙
著
「
奈
良
文
化
の
伝
流
」
に
所
掲
。
唯
識
講
と
あ

　
　
る
の
は
、
前
節
の
史
料
多
聞
院
日
記
に
袈
裟
銭
と
あ
る
も
の
だ
ろ
う
。

　
③
多
聞
院
日
記
。
三
千
石
は
か
な
り
多
い
。
し
た
が
っ
て
奈
良
領
も
含
ま

　
れ
た
も
の
で
、
八
百
石
を
町
と
見
る
。
寛
永
十
一
年
の
奈
良
町
の
地
子
免

　
許
が
四
五
〇
石
、
奈
良
地
方
町
が
同
じ
く
四
五
〇
石
だ
か
ら
、
あ
わ
せ
て

　
九
〇
〇
石
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
も
う
な
づ
け
よ
う
。

④
前
掲
「
奈
良
交
化
の
伝
流
」

⑤
．
「
庁
中
漫
録
」
所
収
。
こ
れ
は
奈
良
奉
行
所
の
与
力
玉
井
氏
が
享
保
ご

　
ろ
に
奉
行
所
公
文
書
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
町
方
文
書
に
よ
っ
て

　
本
節
は
主
と
し
て
語
ら
れ
る
。

⑥
「
窒
参
年
戯
芳
吉
且
・
あ
っ
・
籍
・
誤
・
は
な
・
．
三
年
・

　
番
写
さ
れ
た
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
奈
良
代
官
井
上
源
五
が
徴
し
た
の

　
か
も
知
れ
な
い
。

⑦
地
方
町
の
高
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
は
疑
問
と
な
ろ
う
。
こ
の
額
は
、
諸
書

　
に
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
史
料
の
善
本
は
管
見
し
な
い
。
少
額
に
過
ぎ
は
し

　
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
地
方
町
の
方
は
赦
免
帳
が
「
忙
中
漫
録
」
に
見
え
、

　
内
訳
明
細
と
も
に
そ
の
記
載
が
正
し
い
。

⑧
地
方
町
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
町
方
と
地
方
」
（
圏
史
学
五
七
号
）
参

　
看
。

四
　
寺
内
町
の
復
興

　
織
豊
時
代
に
城
下
町
の
ほ
か
在
郷
町
の
発
生
も
多
か
っ
た
。
生
産
交
通
の
発

達
に
よ
る
も
の
で
あ
る
し
、
代
官
給
人
等
が
要
地
に
配
覆
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

豊
臣
氏
に
あ
っ
て
は
、
本
願
寺
の
再
興
も
許
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
御
坊
に
よ
る

寺
内
町
の
復
活
す
ら
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
寺
内
町
は
、
復
興
と
い
う
よ
り
か
、

新
生
し
た
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
寺
内
町
の
遺
構
と
し
て
指

116 （E56）



織豊両氏の都市支配（永島）

幽
す
る
も
の
ば
、
豊
臣
晦
代
か
与
江
戸
粉
期
に
か
け
て
発
達
し
た
も
の
と
い
ケ

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
本
願
寺
御
坊
の
境
内
町
と
し
て
で
ぎ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
奈
良
の
社
寺
支
配
町
と
等
し
い
。
し
か
し
、
寺
内
町
と
し
て
公
認

童
る
こ
と
は
、
か
つ
て
武
家
支
配
権
力
に
反
抗
し
た
歴
史
も
あ
る
こ
と
ゆ
え
、

時
代
逆
行
の
感
が
あ
る
。
秀
吉
と
し
て
も
こ
れ
を
許
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
寺
内
町
の
発
達
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
例
を
見
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
②

い
ま
大
和
今
井
お
よ
び
和
泉
貝
塚
の
例
を
見
よ
う
。
今
井
で
は
今
井
宗
久
の
一

族
が
迎
え
ら
れ
て
今
井
兵
部
卿
の
名
跡
を
つ
ぎ
、
貝
塚
で
は
従
来
の
ト
半
斎
了

閑
が
御
坊
の
発
展
を
は
か
っ
た
。
と
も
に
秀
吉
か
ら
こ
れ
を
認
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
今
井
貝
塚
と
も
に
在
郷
町
と
し
て
の
発
達
も
著
る
し
か
っ
た
し
、
貝

塚
は
商
港
と
し
て
も
知
ら
れ
た
。
今
井
は
信
長
に
降
服
し
た
の
で
戦
火
は
及
ば

な
か
っ
た
が
、
貝
塚
は
天
正
五
年
に
焼
掠
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
復
興
で
あ
る
。

も
と
よ
り
両
郷
に
は
御
坊
所
持
の
家
屋
敷
が
多
く
あ
る
し
、
家
来
被
官
の
類
も

多
い
。
田
畑
も
多
く
所
有
し
た
。
し
た
が
っ
て
坊
主
は
武
士
化
の
要
素
が
あ
っ

た
。
し
か
し
秀
吉
は
、
坊
主
が
忠
誠
を
誓
っ
た
の
だ
し
、
そ
の
宗
教
界
に
賜
熱

す
る
こ
と
を
期
待
し
て
こ
れ
を
認
め
た
も
の
と
思
わ
れ
　
る
。
貝
塚
に
は
天
正
十

一
年
か
ら
十
三
年
ま
で
本
願
寺
が
移
住
し
て
い
る
が
、
そ
の
当
時
、
秀
吉
は
貝

塚
に
諸
役
免
許
を
行
な
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
貝
塚
は
本
願

寺
の
境
内
町
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
本
願
寺
の
大
阪
天
満
移
住
後
、
ト

半
斎
が
御
坊
を
ま
も
っ
た
が
、
こ
の
年
、
豊
随
秀
長
が
大
和
に
兼
ね
て
和
泉
も

謝
し
た
の
で
、
入
園
の
指
出
し
を
徴
し
、
貝
塚
御
坊
の
領
地
も
か
な
り
多
く
勘

弁
し
た
よ
う
で
あ
る
。
貝
塚
の
諸
役
免
許
も
停
め
ら
れ
た
ら
し
い
。
し
か
し
ト

半
斎
は
、
私
領
は
多
く
持
つ
し
、
い
わ
ゆ
る
庄
屋
的
存
在
と
し
て
こ
れ
を
免
許

地
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
代
官
と
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。
豊
臣
氏
に
お
い
て
も
、
そ
の
坊
主
と
し
て
の
特
性
も
あ
る
の
で
、
こ
れ

を
利
用
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
豊
臣
氏
で
は
旧
土
豪
的
勢
力
を
一

掃
す
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
こ
こ
で
も
知
れ
る
。
も
と
よ
り
貝
塚
は

町
場
を
な
す
の
で
町
年
寄
の
称
を
用
い
て
い
る
。
し
か
も
、
御
坊
を
中
心
と
し

た
「
惣
」
町
活
動
を
行
な
5
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
寺
内
町
と
称
し
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ト
半
張
に
は
、
豊
臣
政
権
の
代
宮
と
し
て
の
立
ち
場
と

本
願
寿
坊
主
と
し
て
の
立
ち
場
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
ト
半
斎
の
代
官
的
存
在
に

お
い
て
、
貝
塚
の
寺
内
町
と
し
て
の
復
興
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
か
た

ち
は
文
禄
検
地
に
お
い
て
も
変
り
は
な
い
。
も
と
も
と
寺
内
町
は
門
徒
の
町
で

あ
り
、
坊
主
も
同
行
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
変
質
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
今

井
に
お
い
て
郷
民
が
信
長
に
反
抗
し
た
ど
き
、
今
井
兵
部
は
今
井
に
お
ら
ず
、

郷
民
門
徒
の
反
抗
で
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
あ
わ
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
豊
臣
政
権

が
衰
退
す
る
し
、
戦
雲
が
動
い
た
こ
と
か
ら
ト
半
斎
は
武
士
的
領
主
と
し
て
聾

立
を
は
か
る
し
、
陣
内
衆
は
御
坊
中
心
の
惣
町
虜
治
を
考
え
て
お
り
、
卜
半
纏

個
人
の
領
主
化
は
認
め
な
い
。
や
が
て
慶
長
十
五
年
に
そ
の
衝
突
が
お
こ
る
の

で
あ
る
。
時
の
徳
川
幕
府
で
も
ト
半
斎
支
配
と
し
て
の
地
子
免
許
を
貝
塚
に
与
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え
る
が
、
こ
れ
は
社
寺
境
内
町
と
し
て
の
存
在
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
惣
町
が
か
か
る
ト
半
斎
の
代
宮
的
支
配
の
排
除
に
進
み
、
そ
れ
が
成
功
し
た

疇
に
は
、
寺
内
町
と
し
て
の
特
性
を
失
な
・
）
も
の
で
あ
っ
た
。
豊
臣
政
権
下
に

寺
内
町
復
活
の
徴
が
あ
っ
た
の
は
、
土
豪
的
坊
主
の
存
在
を
豊
臣
氏
が
利
用
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
館
内
町
の
復
興
が
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
中

世
末
の
寺
内
町
と
は
相
似
は
あ
る
が
、
同
種
の
も
の
で
は
な
い
。
中
世
の
よ
う

に
寺
内
衆
の
力
で
な
く
、
坊
人
個
人
と
し
て
の
活
動
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
今
井
郷
で
も
今
井
兵
部
卿
が
多
く
の
田
畑
屋
敷
を
持
ち
、
家
来
被
官
を
有
し

て
、
庄
屋
的
存
在
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
地
子
免
許
は
な
い
。
し
か
し
今
井
兵

部
卿
所
有
の
家
屋
敷
は
、
御
坊
称
念
柔
々
地
と
と
も
に
免
許
地
と
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
文
禄
検
地
に
お
い
て
今
井
郷
は
、
惣
高
二
七
二
石
鎌
に
対

し
て
居
屋
敷
は
一
二
二
石
余
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
今
井
村
と
称
せ
ら
れ
た
。
町

年
寄
制
を
し
い
て
お
り
、
今
井
町
と
い
う
私
謁
は
あ
る
が
、
公
称
は
今
井
村
と

さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
寺
内
町
の
形
成
は
あ
る
が
、
貝
塚
の
ば
あ
い
と
同
様
、
武

家
支
配
下
の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
今
井
兵
部
卿
は
、
た
ま
た
ま
堺
の
今
井
氏

の
一
族
と
い
う
こ
と
か
ら
、
文
禄
年
間
に
は
本
家
の
名
跡
を
継
ぎ
、
秀
吉
の
直

臣
と
し
て
武
士
と
な
り
、
武
釈
兼
帯
の
姿
と
な
っ
た
。
こ
の
今
井
町
で
も
代
官

的
存
在
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
ば
ら
く
し
て
帰
住
す
る
が
、
徳
川
幕
府
で

は
今
井
村
を
直
轄
領
と
し
、
代
官
を
派
遣
し
た
の
で
雌
伏
し
た
。
し
か
し
、
今

井
兵
部
卿
は
そ
の
旧
歴
も
あ
っ
た
の
で
、
幕
府
閣
老
に
も
接
近
し
、
ま
た
紀
州

家
玉
入
も
許
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
関
係
で
今
井
寺
内
町
支
配
は
許
さ
れ
て
い
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
5
5

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
元
和
五
年
置
今
井
村
が
郡
山
領
と
な
っ
た
さ
い
、
今
井
兵
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8

部
卿
は
そ
の
代
官
に
復
し
た
。
し
か
し
寺
内
町
と
し
て
の
一
面
を
有
し
た
今
井
　
1

村
も
郷
中
並
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
同
時
に
、
惣
町
組
織
も
確

立
し
、
寺
内
衆
の
う
ち
か
ら
惣
年
寄
が
任
命
さ
れ
る
し
、
今
井
兵
部
卿
の
支
配

権
の
排
除
を
進
め
た
。
寺
内
衆
と
兵
部
卿
と
の
対
立
が
生
ず
る
の
は
、
兵
部
卿

が
坊
主
で
あ
り
な
が
ら
封
建
的
代
官
化
へ
の
反
簸
だ
つ
た
ろ
う
。
こ
れ
を
ま
た

本
願
寺
に
訴
え
た
の
で
、
兵
部
卿
に
対
す
る
本
願
寺
の
圧
迫
が
あ
っ
た
。
し
か

し
寺
内
衆
が
惣
年
寄
を
押
し
立
て
て
団
結
を
は
か
っ
た
と
き
、
こ
の
惣
年
寄
も

封
建
支
配
権
力
の
末
端
に
位
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
封
建
権
力
の
浸
透
と
な

り
、
寺
内
町
の
性
格
も
消
え
た
。

　
豊
臣
政
権
で
は
、
発
達
し
く
る
都
市
に
対
し
て
も
、
こ
れ
を
抑
圧
す
る
よ
う

な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
都
市
の
発
展
は
助
長
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
支

配
権
力
に
随
順
す
る
も
の
に
限
ら
れ
た
。
し
か
も
そ
の
把
握
を
急
速
に
す
る
た

め
、
そ
の
在
地
勢
力
も
利
用
し
た
し
、
旧
来
の
特
権
は
こ
れ
を
認
め
た
。
恩
威

な
ら
び
行
な
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
在
地
勢
力
で
あ
る
都
市

貴
族
や
旧
土
豪
の
政
治
経
済
力
を
ま
ず
た
の
み
に
し
た
感
が
あ
る
。
奈
良
の
よ

う
に
郡
山
城
下
町
繁
栄
策
の
た
め
に
そ
の
商
工
業
の
弾
圧
が
加
え
ら
れ
た
し
、

大
阪
築
城
に
よ
っ
て
堺
も
若
干
の
弾
圧
を
こ
う
む
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、

い
ず
れ
も
一
括
の
業
種
か
一
時
的
の
も
の
で
あ
る
し
、
．
む
蔽
う
そ
の
支
祝
の
て
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つ
て
い
を
は
か
る
た
め
の
威
圧
と
解
し
て
よ
い
。
都
市
に
対
す
る
秀
吉
政
権
の

依
存
度
は
高
い
の
で
あ
り
、
そ
の
支
配
に
服
す
る
限
り
優
遇
も
講
じ
て
い
る
。

信
長
政
権
に
お
い
て
は
な
お
対
抗
勢
力
が
存
在
し
た
の
で
、
都
市
の
内
部
分
裂

も
あ
る
し
、
敵
対
行
動
も
生
ず
る
と
い
う
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
の
支
配
権
力
の

浸
透
の
た
め
に
は
、
強
圧
も
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
秀
吉
政
権
で
は
そ

の
お
そ
れ
が
な
い
。
在
地
勢
力
も
惣
町
民
も
こ
れ
に
帰
伏
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、

と
い
う
相
異
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
帰
伏
も
、
秀
吉
権
力
の
上
昇
と
安
定

と
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
秀
吉
政
権
の
全
国
統
一
敷
権
化
の
確
立
し
た
と
き
、
安
定
政
権
と
し
て
都
市

政
薙
も
輩
の
変
化
が
見
ら
れ
た
。
都
市
貴
族
を
代
官
と
し
て
（
の
ち
に
武
士
と
な
る
）
こ

れ
を
委
ね
た
り
、
都
市
の
惣
町
活
動
の
発
達
を
は
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
惣
町
の
忠
誠
に
対
す
る
反
対
給
付
で
あ
っ
た
し
、
支
配
組
織
の
枠
内
に
お

い
て
で
あ
っ
た
。
京
都
所
司
代
前
田
玄
以
が
地
子
収
納
に
あ
た
っ
て
量
日
の
不

正
を
惣
中
よ
り
訴
え
ら
れ
た
り
、
奈
良
代
官
井
上
源
五
が
私
曲
を
田
中
よ
り
上

訴
さ
れ
た
こ
と
な
ど
は
、
惣
町
の
発
達
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
上
訴

は
三
三
す
る
が
、
そ
の
団
結
に
対
す
る
支
配
の
強
化
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
秀
告
政
権
も
な
お
戦
時
政
権
か
ら
の
完
全
な
脱
皮
は
は

か
れ
ず
、
旧
勢
力
の
一
掃
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
進
ん
で
い
な
い
し
、
暫
定
と

い
う
感
が
あ
る
。
検
地
の
施
行
に
さ
い
し
て
も
、
都
市
と
農
村
と
を
土
地
的
に

分
離
≠
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。
町
方
と
地
方
と
の
分
離
は
後
世
に
お
い
て
で

あ
る
。
都
市
構
造
で
は
、
な
お
商
農
の
分
離
は
な
い
。
自
然
発
達
の
ま
ま
に
こ

れ
を
握
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
今
井
宗
久
雷
状
に
も
、

堺
南
庄
の
庄
代
そ
の
他
の
農
村
的
要
素
の
残
存
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

な
お
続
い
た
。

　
堺
之
庄
屋
如
前
期
申
付
候
、
柳
疎
略
存
間
敷
候
A
五
百
石
分
知
内
弐
捨
五
石

　
者
、
倶
出
米
也
、
是
を
免
不
引
定
物
成
也
、
自
然
生
無
沙
汰
者
、
可
為
曲
事

　
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
木
下
）

　
　
　
　
十
月
十
八
日
　
　
勝
俊
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
堺
錦
町

　
　
　
　
　
　
　
　
二
郎
兵
衛
　
　
　
　
（
錦
町
山
口
進
塁
所
蔵
）

　
こ
れ
は
徳
川
時
代
、
大
阪
役
前
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
農
村
優
先
策
へ
の

転
換
期
に
あ
た
っ
た
時
代
の
も
の
と
な
る
が
、
な
お
町
方
地
方
の
豪
分
化
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

　
①
「
今
井
町
史
」
。
こ
の
部
分
は
拙
稿
を
収
め
た
。

　
②
福
尾
猛
市
郎
「
封
建
再
編
成
期
に
お
け
る
集
落
自
治
の
一
様
根
と
そ
の

　
　
変
貌
に
つ
い
て
一
主
と
し
て
和
泉
貝
塚
寺
内
を
め
ぐ
る
考
察
」
　
（
史
学
研

　
　
究
五
八
）
。

五
　
む

す

び

　
織
豊
政
権
は
、
全
国
統
一
政
権
出
現
に
よ
る
平
和
到
来
を
要
望
す
る
風
潮
に

迎
え
ら
れ
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
精
神
酌
文
化
酌
権
威
に
化
し
た
と
は
い
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え
、
皇
窒
を
奉
戴
し
た
こ
と
が
そ
の
成
功
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
武
力
の
優
勢
は
、
そ
れ
へ
の
信
頼
感
を
増
さ
し
め
た
も
の

で
あ
り
、
都
市
に
つ
い
て
い
え
ば
、
都
市
貴
族
と
い
．
い
惣
中
と
い
い
、
こ
れ
へ

進
ん
で
従
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
信
長
の
入
京
差
し
ば
ら
く
は
、
反
抗
勢
力

が
あ
っ
た
た
め
に
反
抗
あ
る
い
は
中
立
的
態
度
を
と
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
信

長
政
権
の
成
長
に
つ
れ
て
そ
れ
も
消
え
た
し
、
秀
吉
政
権
に
至
っ
て
は
、
そ
の

全
園
平
定
を
庶
幾
す
る
ば
か
り
と
な
っ
た
。
畿
内
に
お
け
る
生
産
の
発
達
も
著

る
し
く
、
商
晶
経
済
の
発
達
は
都
市
を
発
展
せ
し
み
た
。
畿
内
の
経
済
力
は
織

豊
政
権
の
戦
争
遂
行
に
十
分
な
資
力
と
な
っ
た
し
、
　
「
都
」
の
文
化
力
も
戦
ヵ

と
し
て
作
用
し
た
。
も
ち
ろ
ん
戦
争
遂
行
に
忙
殺
さ
れ
た
と
は
い
え
る
が
、
遊

ん
で
そ
の
支
配
に
服
し
て
く
る
都
市
な
ど
の
新
処
置
を
考
え
る
必
要
は
な
か
っ

た
。
こ
れ
が
支
配
組
織
の
確
立
を
は
か
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
し
、
こ
れ
に
対

す
る
抵
抗
も
な
い
。
都
市
領
主
な
ど
は
弾
圧
さ
れ
た
感
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
す

で
に
そ
の
支
配
権
力
は
及
ば
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
さ
ほ
ど
反
抗
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
旧
秩
序
の
温
存
だ
し
、
旧
勢
力
と
の

妥
協
と
考
え
ら
れ
や
す
い
が
、
そ
の
旧
秩
序
も
進
化
す
る
し
、
旧
勢
力
も
支
配

組
織
に
入
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
排
除
す
る
要
も
な
く
、
こ
れ
を
利
用
し
た
も

の
で
あ
る
。
住
民
の
惣
的
団
結
に
し
て
も
、
自
衛
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
都

市
で
は
む
し
ろ
強
力
な
政
権
の
出
現
を
望
ん
で
い
た
し
、
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
は

そ
の
団
結
も
弱
ま
っ
て
い
た
。
農
村
の
未
分
離
や
都
市
貴
族
な
ど
の
輩
出
が
団

結
を
弱
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
強
力
な
権
力
を
示
せ
ば
、
こ
の
従
属
は
必
至

で
あ
っ
た
。
権
力
に
迎
合
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
都
市
の
宿
命
で
あ
っ
た
。

織
豊
政
権
が
い
ち
よ
う
に
こ
れ
を
弾
圧
し
た
と
は
い
い
切
れ
な
い
。
と
も
か
く
、

両
政
権
で
は
都
市
の
発
達
を
う
な
が
し
、
こ
れ
が
利
用
を
は
か
る
こ
と
を
急
務

と
し
た
。
秀
吉
政
権
が
安
定
政
権
化
す
る
に
及
ん
で
、
兵
商
の
分
離
を
は
か
っ

た
り
、
惣
の
健
実
な
発
展
さ
え
も
は
か
っ
て
い
る
。
や
が
て
農
商
の
分
離
へ
と

進
む
が
、
豊
臣
政
権
で
は
怨
お
そ
の
耳
底
は
な
い
。

　
織
豊
政
権
下
の
都
市
を
見
る
と
き
、
そ
の
封
建
支
配
に
多
分
に
都
市
側
よ
り

迎
合
し
た
感
が
あ
る
。
か
く
い
え
ば
、
織
豊
政
権
を
過
小
評
価
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
が
、
そ
の
権
力
の
強
大
な
る
が
ゆ
え
に
都
市
把
握
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
権
力
構
造
に
は
交
化
力
を
も
多
分
に
包
含
し
た
し
、
公
家
の
伝
統
的
権
威

を
背
景
と
し
て
い
た
。
も
と
よ
り
こ
れ
ら
は
利
用
で
あ
る
。
戦
国
時
代
に
新
興

の
地
方
大
小
名
や
町
人
た
ち
が
「
都
」
の
文
化
を
仰
ぎ
、
そ
の
普
及
の
あ
っ
た

時
期
に
そ
の
政
権
の
出
現
が
あ
っ
た
と
い
う
時
運
に
も
恵
ま
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
桃
山
文
化
の
興
隆
は
必
至
で
あ
っ
た
し
、
こ
こ
に
も
都
市
を
把
握
で
き
る
要

素
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
文
化
に
も
、
伝
統
文
化
の
と
う
し
ゅ
う
と
い
う

感
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
新
文
化
の
創
造
と
も
い
え
る
爾
が
加
わ
る
。
全
園
統
一

政
権
下
の
文
化
発
展
で
あ
っ
た
コ
同
じ
く
、
都
市
に
お
い
て
も
、
こ
の
統
一
政

権
下
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
封
建
都
市
化
へ
の
進
展
を
速
め
た

と
い
う
程
度
の
評
価
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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　　　　　　　　The　Holeke（法華）Faith　of　Maclaisyit（町衆）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　early　in　the　Edo　Era

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manabu　Fujii

　　This　article　explains　（1）　the　faith　form　of　the　Hofeke　（法華）　faith

of　I（yoto　Machisyit（町衆）early　in　the　Edo　era，（2）how　their　faith

connects　with　their　lives　and　senses；　as　examples　for　this　we　take

the　Hon－amis（本阿弥），　Kanos（狩野），σoオ6s（後藤），　Ogatas（尾形）

Chayαs（茶屋），　Sanos（佐野）and　so　on，　who　are　the　typical　upper

．Machisyit　in　Kyoto，　relatives　with　eaeh　other　under　the　influence　of

・sectarian　regulation，　and　their　families　have　faith　in　Hokke．　The

飾競召temples　existed　3s　a　spiritual　support　of　their‘‘S6go肋” D（血族）

solidarity，　stood　for　the　pattern　of　real　life，　understood　logically　its

doctrine　and　sent　higher　priests　within　their　families　；　whil．e　一71a7achispti“i

engaged　in　enlightening．

　　Tahαgamine（鷹峰）in　northern　K：yoto　ruled　and　managed　by　the

ffon－amis．（本阿弥）was　the　concourse　of　artists　and　Hofeke　devotees，

meaning．形質640（寂光土）（paradise　in　this　world）and　connoting　the

character　of　anti－Shogunate，　culminated　in　dissolving　into　the　Edo

era　because　of　the　social　and　eeonomic　conditions　under　whlch　it

existed　and　change　in　the　ffofefee・　creed．

　　　　　　　　　The　Oda一　Toツotomi’s（織・豊）Rule　of　Cities

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fukutaro　Nagashima

　　It　is　dithcult　for　us　to　understand　our　Japanese　cities，　for　they

have　very　much　of　rural　element．　　‘‘S6，’（惣）　as　a　autonomous

community　of　inhabitants　became‘t　S6”（惣）towns　under　the　in且u－

ence　of　common　sense　and　objective　in　cities，　though　their　contents
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
．are　considerablY　complex．　Such‘‘86”（惣），　under　the　light　of　feuda1

．a．　uthority，　did　not　unanimously　resist　it，　but　took　a　complicated　reac一
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tion，　resulted　in　feudalizftc　tion　of　“　S6”　and　purification　of　cities．　As

1ts　process，　however，　’ ?ａｓ　not　fully　been　cleared　for　lacl〈　of　its　origi－

nal　sources，　in　present　conditions　it　is　difficult　to　clearly　understand

the　purification　of　cities　by　the　Odα一Toyotomi（織・豊）administration，

　　In　this　artic1e　sttch　difficulties　are　to　be　overcome　by　using　some

new　sources　in　studying　cities　in　the　era　as　an　epoch　of　feudal　cities．

　　　　Development　Form　of　the　Castle－towns’　plan　in　the

　　　　　　　　　　　　　　　Edo　Era一；一一An　lntroduction

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuhiko　Yamori

　　It　is　true　that　studies　on．the　castle－town　have　been　said　to　be　in

the　stage　beyond　“morphology”，　but　its　systematic　research　seems

to　remain　unaccomplished；　for　instance，　to　tra；ce　back　the　lineage　of

the　castle－towns’　plans　is　at　the　very　beginning．

　　In　this　article，　we　will　set　five　styles　in　the　castle－towns’　plans　in

the　Eao　era　to　consider　the　series　of　their　development．　Tp　make

our　point　of　argument　sirnple，　in　the　first　chic　pter　is　“hypothesis”

as　ac　n　outline　for　the　time　being；　in　’ 狽?ｅ　second　chapter　it　will　be・

exemplified．

　　　　　On　the　Social　Organization　of　the　Temple　in　the

　　　　　　　　　　　　　　　City－state　of　Lagash　in　Sumer

　　　　　　　　　　　　around　the　problem　ef　the　allotment－holders

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shigeru　Yamamoto

　　Economy　of　the　Sumerian　temples　has　a　large　extent　of　influence

upon　the　economic　growth　of　ancient　western　Asia．　Manysided

details　of　the・temple　economy　is　to　be　found　only　in．those　records

of　the　Bau　temple，　thrOugh　the　analysis　of　which　we　are　going　to・

approach　to　societies　in　the　western　Asiic，　owing　to’the　fundamenta！

monographs　by　A　Schneider　ac　nd　P．　Anton　Deirnel．
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