
惣
村
の
起
源
と

そ
の
役
割

（
上
）

三

巨、
涯

圭

羅
氏
藤
織
繍
難
難
妙
鮭
嬉
嬉
笈
騙
蝦
無
価
諜
吐
擁
繊
麗
馴
無
職
無
二
熱
麓
…

　
荘
中
村
の
惣
村
を
素
材
と
し
て
、
お
よ
そ
そ
の
落
年
間
に
ど
の
よ
う
な
惣
村
の
歴
史
が
展
開
し
た
か
を
、
土
地
所
有
・
商
品
流
通
．
高
利
貸
活
動
．
身
分

～
　
編
成
を
通
じ
て
、
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
そ
し
て
、
中
敗
農
民
が
獲
得
し
た
歴
史
的
成
果
と
、
な
お
克
服
す
べ
き
課
題
と
し
て
近
陀
農
民
が
背
負
っ

…
卵
・
聞
響
璽
曲
疲
民
の
轟
払
場
・
立
・
て
一
ゆ
き
払
・
い
，
　
　
　
　
罧
五
。
套
一
穴
葦
三
月
…

玉村の起源とその役割（上）　（三浦）

は
　
じ
　
め
　
に

　
わ
が
国
中
世
に
お
け
る
村
落
は
、
鎌
倉
時
代
中
末
期
を
ひ
と
つ
の

画
期
と
し
て
、
内
部
的
構
造
と
そ
の
歴
史
的
役
割
を
異
に
す
る
。
声

田
芳
実
氏
は
、
律
令
制
の
物
質
的
基
礎
を
変
革
し
た
階
層
分
解
を
前

提
と
し
、
そ
の
過
程
で
形
成
さ
れ
た
家
父
長
美
的
で
階
層
的
な
中
世

前
期
の
村
落
共
同
体
を
第
一
次
的
村
落
共
同
体
と
み
、
中
世
後
期
に

村
落
が
法
的
主
体
と
し
て
独
臨
な
法
と
組
織
を
も
つ
、
主
と
し
て
畿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

内
的
な
惣
村
を
第
二
次
的
村
落
共
同
体
と
し
て
、
区
別
し
て
い
る
。

ま
た
石
田
善
人
氏
は
、
中
世
の
村
落
共
同
体
は
そ
の
全
過
程
を
通
じ

て
、
つ
ね
に
村
落
支
配
の
末
端
機
構
と
し
て
の
機
能
と
、
村
落
支
配

に
薄
抗
す
る
抵
抗
組
織
と
し
て
の
役
罰
を
に
な
っ
て
い
た
が
、
し
か

し
中
廉
前
期
の
村
落
共
同
体
は
支
配
機
構
の
末
端
組
織
と
し
て
の
側

面
を
強
く
も
ち
、
後
期
に
お
い
て
は
抵
抗
体
と
し
て
の
性
格
が
よ
り

強
い
と
み
、
す
ぐ
れ
て
制
度
的
・
政
治
的
観
点
に
立
っ
て
、
前
者
の

村
落
共
同
体
を
「
惣
庄
」
（
鎌
倉
的
惣
）
、
後
者
を
「
寒
村
」
（
室
町
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

惣
）
と
し
て
類
型
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
わ
が
羅
中
世
に
お
け

る
村
落
共
同
体
の
問
題
は
、
そ
の
構
造
と
歴
史
的
役
割
に
関
し
て
、
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第
一
次
、
第
二
次
ま
た
は
「
惣
庄
」
　
「
惣
村
」
と
区
劉
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
中
世
全
体
の
村
落

共
圃
体
の
全
般
的
な
問
題
で
は
な
く
、
中
世
後
期
と
く
に
十
六
世
紀

を
中
心
と
し
た
、
　
「
惣
村
」
が
ま
さ
に
権
力
支
配
に
た
い
し
て
抵
抗

組
織
と
し
て
活
躍
す
る
典
型
的
な
時
代
を
、
し
か
も
そ
の
闘
争
に
お

い
て
輝
や
か
し
い
歴
史
を
も
つ
主
と
し
て
和
泉
国
内
に
お
け
る
惣
村

を
素
材
し
て
分
析
を
お
こ
な
い
た
い
と
思
う
。

　
「
惣
村
」
の
歴
史
が
輝
や
か
し
い
の
は
「
土
一
揆
」
と
の
関
連
に

お
い
て
で
あ
る
。
「
土
一
揆
」
の
研
究
に
つ
い
て
い
え
ば
「
惣
村
」
の

研
究
よ
り
も
さ
ら
に
古
く
、
そ
し
て
む
し
ろ
苦
し
い
研
究
史
を
も
っ

て
い
る
。
戦
後
に
お
け
る
目
本
封
建
糊
研
究
に
お
け
る
動
向
を
、
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

原
慶
工
氏
は
三
つ
の
段
階
に
血
管
し
、
そ
の
第
一
期
を
一
九
四
五
年

か
ら
一
九
五
〇
年
頃
ま
で
と
し
、
研
究
の
基
本
が
「
克
服
す
べ
き
対

象
」
　
「
悪
し
き
も
の
」
翻
封
建
社
会
と
い
う
価
値
基
準
に
従
っ
て
展

開
さ
れ
、
こ
の
研
究
は
国
民
の
「
反
封
建
」
実
践
の
た
め
の
知
的
武

器
と
し
て
利
用
さ
れ
、
い
わ
ば
国
民
的
実
践
に
直
結
し
て
い
た
と
特

徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
土
一
揆
研
究
も
活
発
で
あ
り
、
寒
村

内
部
の
秩
序
、
階
層
の
問
題
、
土
一
揆
の
指
導
者
の
問
題
な
ど
実
証

的
な
面
、
さ
ら
に
土
一
揆
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
お
け
る
農
民
一
揆

（
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
）
と
の
対
比
に
関
す
る
理
論
閥
題
が
深

　
　
　
④

め
ら
れ
た
。
し
か
し
一
九
五
〇
年
頃
か
ら
一
九
六
か
年
頃
ま
で
の
第

二
期
で
は
、
「
『
な
お
悪
し
き
封
建
』
と
い
う
実
践
的
問
題
意
識
は
残

っ
て
い
た
が
、
農
業
経
営
と
農
民
の
存
在
形
態
、
往
会
的
分
業
と
流

通
の
問
題
、
領
主
制
支
配
の
問
題
等
、
社
会
構
成
の
全
体
を
統
一
的

に
把
握
し
よ
う
と
す
る
方
向
」
に
む
か
い
、
一
面
で
は
ア
カ
デ
、
ミ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ク
な
傾
向
を
強
め
、
現
実
と
の
直
結
性
は
稀
薄
化
し
た
。
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
土
一
揆
を
ぬ
き
に
し
た
惣
村
の
経
済
構
造
が
独
自
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

課
題
と
し
て
追
究
さ
れ
る
傾
向
を
お
び
た
。
し
か
し
一
九
六
〇
年
頃

か
ら
以
降
今
日
ま
で
の
第
三
期
は
、
　
「
従
来
の
封
建
制
研
究
が
積
極

的
、
消
極
的
の
差
こ
そ
あ
れ
、
西
欧
封
建
密
な
い
し
は
そ
れ
か
ら
抽

象
さ
れ
る
理
念
型
を
一
つ
の
基
準
と
し
て
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
そ
れ

と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
日
本
封
建
制
の
姿
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る

方
法
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
、
根
本
的
な
批
判
に
向
っ
て
い

る
。
」
　
そ
し
て
、
　
「
日
本
封
建
祉
会
の
歴
史
を
東
ア
ジ
ア
史
全
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

展
開
の
な
か
で
み
な
お
そ
う
と
い
う
試
が
あ
る
。
脇
　
と
い
う
時
期
を

迎
え
た
。

　
そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
た
「
惣
村
獄
の
評
餌
を
村
田
修
三
氏
は

次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
中
末
期
か
ら
の
社
会
的
生
産
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惣村の起源とその役劉（上）　（三浦）

諸
力
の
発
展
に
よ
っ
て
、
従
来
在
地
領
主
の
家
父
長
的
奴
隷
制
の
隷

属
下
に
あ
っ
た
農
奴
的
農
民
が
、
個
溺
小
経
営
を
成
立
さ
せ
る
と
と

も
に
、
小
農
奴
主
－
地
主
を
中
心
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
た
特
権
的

村
落
秩
序
か
ら
体
制
的
に
疎
外
さ
れ
て
い
た
広
汎
な
小
農
飯
釜
が
土

地
保
有
権
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
活
動
を
進
め
る
中
核

的
な
小
経
営
農
民
に
成
長
し
た
。
そ
し
て
小
農
読
捨
は
い
ぜ
ん
再
生

産
さ
れ
、
小
農
民
の
小
経
営
が
完
全
に
肖
立
再
生
産
を
お
こ
な
い
う

る
生
産
力
の
段
階
を
む
か
え
て
は
い
な
い
が
、
惣
乱
序
村
落
共
同
体

の
成
員
た
る
地
位
を
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
小
経
営
農
民
は
そ
の

再
生
産
を
維
持
し
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
　
「
惣
村
」
は
基
本
的
に
は
小
経
営
農
民
が
構
成
す
る
政

治
的
・
経
済
的
共
同
組
織
の
性
格
を
強
め
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
に
対
し
て
、
峰
岸
純
夫
氏
は
批
判
を
加
え
た
。
す
な
わ
ち

「
室
町
・
戦
国
時
代
に
お
け
る
村
落
内
部
で
の
階
級
矛
庸
（
基
本
矛

盾
）
は
、
蒲
芽
的
で
あ
れ
、
顕
在
的
で
あ
れ
、
地
主
と
農
奴
的
農
民
と

の
聞
で
設
定
で
き
る
が
、
こ
の
時
期
の
主
要
矛
盾
は
荘
園
領
主
・
国

人
領
主
階
級
連
合
と
、
地
主
、
平
百
姓
の
惣
百
姓
的
農
民
統
一
戦
線

の
間
に
設
定
し
う
る
」
と
し
、
そ
の
段
階
で
の
歴
史
過
程
と
し
て
、

下
人
、
藤
従
な
ど
、
家
父
長
制
的
に
農
奴
主
に
隷
属
す
る
農
奴
が
部

分
的
に
自
立
し
解
放
す
る
こ
と
は
み
ら
れ
る
が
、
自
立
再
生
産
の
困

難
な
小
経
営
農
民
の
下
人
化
、
隷
属
化
、
い
わ
ば
農
奴
化
の
方
向
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

基
本
的
で
あ
っ
た
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
両
者
の
業
績
を
こ
の
点
に
だ

け
凝
集
し
て
頬
比
さ
せ
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
が
、
当
時
の
勤
労
人

民
に
と
っ
て
、
惣
村
や
土
…
揆
が
ど
の
よ
う
な
意
昧
を
も
っ
た
か
と

い
う
点
で
は
見
解
に
相
違
が
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
す
ぐ
れ
て
、
現

実
的
な
思
想
情
況
の
も
と
で
、
人
民
に
依
拠
し
た
人
民
の
歴
史
を
ど

う
叙
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
現
実
的
な
課
題
と
も
か
か

わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
戦
後
土
一
揆
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
』
と
の
対
比

で
問
題
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
八
四
八
年
の
ド
イ
ツ
革
命
が
反
革

命
に
終
っ
た
後
で
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
革
命
の
歴
史
的
前

提
を
一
六
世
紀
の
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
の
な
か
に
み
よ
う
と
し
た
も
の

を
、
一
九
六
七
年
の
日
本
に
お
い
て
一
六
世
紀
の
土
一
揆
問
題
を
明

ら
か
に
す
る
う
え
で
ど
う
適
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
ら
ず

し
も
解
決
さ
れ
た
閥
題
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、

こ
こ
で
私
は
「
惣
村
の
起
源
と
そ
の
役
割
」
と
い
う
小
稿
を
草
し
た

が
、
そ
れ
は
、
惣
村
の
経
済
的
実
態
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
惣
村

内
部
の
階
級
関
係
を
開
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
側
面
を
「
起
源
」
と
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表
現
し
、
ま
た
一
定
の
経
済
的
土
台
を

も
っ
て
成
立
し
、
そ
の
階
級
関
係
を
反

映
す
る
上
部
構
…
造
た
る
惣
村
の
制
度
的
、

法
的
な
側
面
を
「
役
割
」
と
し
て
表
現

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
惣
村
を

め
ぐ
る
階
級
と
身
分
の
閥
題
を
閣
ら
か

に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

①
戸
田
芳
実
氏
門
由
野
の
貴
族
的
領
有
と
中

　
世
初
期
の
村
落
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
九
号
）

②
　
聡
田
善
入
氏
讐
惣
に
つ
い
て
」
　
（
『
史
林
』

　
一
二
八
巻
六
琴
）

③
⑤
⑦
　
永
原
慶
二
氏
「
戦
後
に
お
け
る
覇
本

　
封
建
舗
研
究
の
思
想
約
膏
崇
偏
　
（
鱒
麗
史
評

　
論
』
一
八
濁
号
）

④
⑥
木
村
礎
氏
編
『
臼
本
封
建
祉
会
研
究
史
』

　
（
第
二
章
第
三
節
謙
郷
村
舗
と
土
一
揆
）

⑧
　
村
田
修
三
氏
「
日
本
封
建
時
代
の
土
地
鋼

　
度
と
階
級
構
成
」
（
そ
の
中
の
節
四
章
）
（
歴

　
央
学
研
究
会
・
京
那
地
区
歴
史
部
門
研
究
連

　
絡
協
議
会
編
『
一
九
六
四
年
、
北
東
科
学
シ

　
ソ
ポ
ジ
ユ
ゥ
ム
賑
鵬
申
盆
ゆ
門
ロ
参
纐
娠
欄
文
集
隠
所

　
収
）

⑨
　
蜂
泓
灘
縄
夫
氏
「
中
世
拙
会
の
階
級
溝
成
…
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惣村の起源とその役罰（上）　（三浦）

；
と
く
に
『
下
人
を
』
中
心
に
i
」
　
「
室
町
・
戦
国
晦
代
の
階
級
構
戒
一
と
く

に
糊
地
主
臨
を
中
心
に
1
扁
（
『
歴
史
学
研
究
』
三
＝
一
∴
工
一
五
ロ
万
）

一
、
惣
村
の
起
源

A
　
土
地
所
有
に
か
か
わ
る
問
題

　
畿
内
地
方
に
お
い
て
は
、
す
で
に
中
世
の
全
過
程
を
通
じ
て
、
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

産
力
の
基
本
的
な
発
展
方
向
は
集
約
化
に
あ
っ
た
。
封
建
的
土
地
所

有
諸
形
態
の
落
体
が
形
成
展
開
さ
れ
る
段
階
で
は
、
在
地
領
主
の
も

と
で
の
家
父
長
制
的
な
農
奴
主
経
営
が
、
生
産
力
を
高
め
る
歴
史
的

　
　
　
　
　
　
　
　
②

役
割
を
担
っ
て
い
た
が
、
鎌
倉
時
代
中
末
期
を
画
期
と
し
て
、
在
地

領
主
の
も
と
で
の
農
奴
主
経
営
が
生
産
力
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
期

待
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
農
奴
主
経
営
を
墓
礎
と
し
て
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

領
主
が
所
領
詠
振
を
貫
面
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
り
、
在
地
領
主
は

一
般
的
に
、
勧
農
領
主
か
ら
流
逓
領
主
え
と
変
質
し
、
ま
た
勧
農
の

面
か
ら
み
れ
ば
、
領
主
的
勧
農
か
ら
農
罠
的
勧
農
に
向
っ
て
変
化
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
ゆ
く
こ
と
は
既
に
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
農
民
的
勧
農
の

実
現
は
主
と
し
て
畿
内
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
集
約
経
営
の
発

展
、
小
経
営
農
民
の
優
生
、
ひ
い
て
は
惣
村
的
村
落
共
同
体
の
形
成

の
基
盤
と
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
石
田

善
人
氏
が
そ
の
村
落
共
同
体
が
「
三
下
」
で
あ
る
か
な
い
か
を
検
証

す
る
た
め
の
尺
度
と
し
て
示
し
た
惣
有
財
産
の
有
無
と
次
の
様
な
点

で
か
か
わ
り
を
も
つ
。
氏
は
惣
有
財
産
が
成
立
す
る
過
程
と
し
て
、

売
得
や
地
下
預
り
な
ど
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
売
得
や
地
下

預
り
の
方
法
を
通
じ
て
、
そ
れ
が
惣
有
財
産
と
な
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
そ
れ
が
農
民
的
剰
余
と
な
る
た
め
に
は
、
勤
労
に
も
と
づ
い
た
農

民
的
土
地
保
有
権
が
確
保
さ
れ
て
、
農
民
的
剰
余
が
す
ぐ
れ
て
歴
史

的
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
一
般
的
に
認
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
一
般
的
な
農
民
剰
余
の
成
立
を
、
和
泉
国
日
根
郡
態
取
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
具
体
的
分
祈
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

ω
本
年
貢
（
公
方
年
貢
）
腱
荘
園
領
主
的
・
国
人
領
主
的
土
地
所
有

　
中
世
の
売
券
類
に
「
上
米
・
公
方
何
斗
何
升
」
と
詠
い
て
、
売
買

さ
れ
た
田
畠
に
た
い
す
る
上
級
の
土
地
所
腐
者
の
収
取
を
明
示
す
る

も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
上
米
・
公
方
㎏
と
は
、
本
来
、
荘
園

領
主
や
半
済
法
な
ど
を
通
じ
て
荘
園
を
事
実
上
分
割
領
有
し
た
守
護

や
在
地
領
主
に
納
入
す
る
本
年
鐵
を
農
厩
的
立
場
か
ら
表
現
し
た
も

の
で
あ
る
。
荘
園
領
主
的
・
傭
人
領
主
（
在
地
領
主
を
意
味
す
る
）

的
土
地
所
有
に
も
と
つ
く
現
物
・
貨
幣
地
代
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。

い
ま
中
家
文
素
を
中
心
と
し
て
、
十
五
、
十
六
世
紀
段
階
で
本
年
貢
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の
収
取
者
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

守
護
・
守
護
給
人
　
中
家
文
書
で
は
「
公
方
中
沢
殿
方
」
「
公
方
行
松

給
分
」
　
「
上
米
行
松
方
知
行
㎏
　
「
公
方
ハ
国
方
』
な
ど
が
拾
い
あ
げ

ら
れ
る
。
「
国
方
」
が
守
護
方
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
『
政
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

公
演
引
付
』
に
も
散
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
「
中
沢
殿
」
と
い

う
の
は
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
十
月
九
番
の
乙
丸
働
地
券
な
ど
に
み

え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
和
泉
上
守
護
代
中
沢
新
兵
衛
尉
重
貞

か
そ
の
一
族
で
あ
ろ
う
ど
思
わ
れ
、
熊
取
荘
に
在
地
す
る
の
で
は
な

一
調
に
居
満
し
て
い
⑰
・
行
松
氏
は
叢
宇
内
に
館
を
構
え
る
守
護

　
　
　
　
　
⑧

被
官
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
在
照
す
る
か
し
な
い
か
に
か
か
わ

ら
ず
、
公
方
年
貢
と
は
ま
ず
そ
の
一
つ
は
守
護
家
臣
、
被
告
に
納
入

す
べ
き
年
貢
を
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

村
落
内
外
の
神
社
仏
寺
　
「
公
方
大
宮
免
」
　
「
公
方
大
宮
節
句
免
し
「
公

方
大
宮
三
月
三
日
免
」
　
「
公
方
野
田
宮
」
　
「
公
方
岡
本
地
下
堂
免
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
⑨

な
ど
と
み
え
る
一
群
が
あ
る
。
大
宮
、
野
田
宮
は
熊
取
所
内
の
神
社

で
あ
り
、
岡
本
堂
は
現
在
泉
佐
野
市
内
羽
倉
崎
器
量
の
岡
本
に
あ
っ

た
寺
社
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
「
免
」
は
荘
園
領
主
・
守

護
か
ら
仏
神
免
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
社
寺
の
仏
事

神
事
の
費
用
に
あ
て
ら
れ
る
と
同
時
に
、
社
殿
堂
寺
の
修
理
料
に
も

充
影
さ
れ
る
し
、
三
月
三
日
な
ど
節
句
な
ど
特
定
な
使
用
目
的
を
も

っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。

　
池
　
「
公
方
道
立
ノ
池
」
　
「
公
方
向
代
池
」
　
「
公
方
池
領
」
　
「
公

方
ヲ
中
ノ
池
免
脇
な
ど
と
記
載
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
「
道
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ノ
池
偏
　
「
越
中
池
」
は
熊
取
荘
内
の
池
で
あ
る
。
こ
の
他
の
諸
説
が

現
在
確
認
さ
れ
る
も
の
は
多
く
な
い
が
、
か
つ
て
荘
園
領
主
・
在
地

領
主
が
勧
農
権
を
掌
握
し
て
い
た
段
階
で
、
与
え
ら
れ
て
い
た
池
免

が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
当
時
農
民
自
身

が
築
い
た
新
池
に
対
し
て
も
、
論
賛
を
獲
得
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

そ
の
点
で
池
免
獲
得
は
荘
園
的
法
体
系
内
で
の
合
法
的
な
手
段
を
残

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二
時
、
和
泉
国
に
お
い
て
領
主
的
勧

農
の
事
実
は
殆
ん
ど
な
く
、
大
部
分
が
農
民
的
勧
農
に
与
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
は
、
犬
鳴
川
か
ら
の
用
水
樋
修
理
が
、
β
根
野
荘
・
入
山

田
村
さ
ら
に
は
隣
接
す
る
上
郷
・
長
滝
荘
な
ど
の
農
民
の
美
事
な
協

同
作
業
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
『
政
基
公
旅
引
付
』
文
亀

二
年
九
月
一
落
条
の
記
録
に
明
ら
か
な
と
こ
ろ
う
で
あ
る
。

番
頭
　
「
中
家
文
書
」
享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）
十
月
「
長
松
庵
田
地

売
券
」
に
よ
れ
ば
「
上
米
ハ
神
領
方
四
人
番
頭
之
衆
の
酒
に
て
候
」

と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
番
頭
給
は
本
来
荘
園
支
配
の
末
端
に
つ
ら
な
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惣村の起源とその役割（上）　（三三浦）

る
番
頭
の
役
務
給
と
し
て
与
え
ら
れ
、
も
と
も
と
そ
の
笹
分
は
荘
園

調
支
配
に
実
質
的
な
効
果
を
与
え
て
い
た
が
、
十
六
世
紀
当
時
の
番

頭
給
は
、
　
面
で
上
層
農
民
の
頽
廃
性
を
与
え
て
い
た
こ
と
に
注
目

さ
れ
る
。
近
江
堅
田
の
「
本
福
寺
跡
書
」
の
次
の
よ
う
な
記
録
は
そ

の
よ
う
な
傾
向
の
あ
っ
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ト
ナ

　
隣
郷
イ
カ
ナ
ル
里
ニ
モ
、
老
二
成
テ
得
分
ア
リ
、
堅
田
ニ
モ
浦
々
ヨ
リ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
船
）

　
河
役
ヲ
ト
リ
テ
社
中
ユ
食
八
コ
ト
ア
リ
、
ナ
ク
サ
ミ
ア
リ
、
番
頭
キ
ウ
ア
リ
、

　
御
門
砕
使
ノ
老
ハ
ナ
ニ
ヲ
カ
フ
リ
テ
ナ
ク
サ
マ
ソ
ヤ
、
道
場
ノ
モ
ノ
ヲ
ク
ウ

　
タ
コ
ソ
ト
ク
ヨ
、
ツ
カ
フ
タ
コ
ソ
得
ナ
レ
ト
、
ア
レ
ニ
カ
ク
シ
、
コ
レ
ニ

　
カ
ク
シ
、
ク
イ
ッ
ヤ
ス
ハ
カ
リ
ナ
リ
、
是
カ
ス
イ
フ
ン
ノ
老
ソ
ト
心
得
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
リ
、
永
正
七
ヨ
リ
天
文
七
年
二
翼
テ
、
サ
イ
ハ
ソ
ノ
老
カ
ク
ノ
コ
ト
シ

　
以
上
の
例
示
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
こ
の
場
合
の
本
年
貢
、
公
方

年
貢
は
、
本
来
、
荘
園
領
主
さ
ら
に
在
地
領
主
の
封
建
的
土
地
所
有

の
も
と
で
、
い
わ
ゆ
る
職
の
秩
序
の
も
と
に
そ
の
分
割
所
有
を
許
さ

れ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
鎌
倉
時
代
中
期
以
後
、
そ

の
職
の
秩
序
は
次
第
に
崩
れ
は
じ
め
、
中
世
末
に
な
る
と
そ
れ
は
き

わ
め
て
糊
限
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
本
年
貢
を

寺
社
免
・
池
免
な
ど
と
し
て
で
は
な
く
、
売
買
を
通
じ
て
農
民
が
合

法
的
に
獲
得
す
る
事
態
が
広
範
に
起
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
「
中
家

　
　
　
　
　
　
⑫

文
盤
田
」
の
な
か
に
、

　
（
上
略
）

　
合
三
斗
八
升

　
　
　
下
地
ハ
行
松
方
知
行
也
、
作
人
廿
シ
断
ノ

　
　
　
（
ヒ
）

　
右
か
の
う
わ
米
ハ
行
松
方
知
行
分

　
（
下
略
）

と
い
う
内
容
の
も
の
が
あ
り
、
守
護
給
人
行
松
盛
吉
が
、
守
護
給
分
乃

至
は
私
領
と
し
て
知
行
し
て
い
た
田
地
の
本
年
貢
部
分
を
中
家
に
売

却
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
売
得
し
た
中
家
が
守
護
給
人
と
し

て
守
護
領
国
支
配
の
統
治
権
の
末
端
の
一
部
を
分
球
し
た
り
、
在
地

領
主
と
し
て
の
一
つ
の
歩
を
進
め
た
か
と
い
う
と
か
な
ら
ず
し
も
そ

う
で
は
な
い
。
さ
ら
に
中
家
は
天
文
二
十
四
年
（
一
五
五
五
）
二
月
に
、

根
来
寺
松
室
坊
内
大
弐
公
が
買
得
相
伝
し
て
い
た
紀
伊
国
名
草
郡
岩

橋
荘
の
半
分
を
薩
銭
｛
三
八
貫
文
で
買
得
し
て
い
る
（
質
流
れ
の
可

能
性
も
あ
る
）
。
こ
こ
で
中
家
が
荘
園
を
買
得
し
、
本
年
貢
を
収
取

す
る
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
り
、
形
式
的
に
は
他
方
の
小
荘
園
領
主

と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
彼
が
荘
園
領
主
階
級
か
と
い
う
と

そ
う
で
は
な
い
。
中
家
は
あ
い
か
わ
ら
ず
農
民
身
分
の
家
で
あ
る
。

　
荘
園
領
主
的
諸
職
が
な
お
存
続
し
、
荘
園
領
主
的
・
国
人
領
主
的
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土
地
駈
有
が
、
十
六
世
紀
段
階
ま
た
残
存
し
て
い
た
と
は
い
え
、
農

民
的
剰
余
は
右
の
よ
う
な
形
で
、
荘
園
法
的
合
法
性
を
利
用
し
、
し

か
も
荘
園
法
的
秩
序
を
実
質
上
破
壊
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
き
て
い

た
の
で
あ
る
。

②
加
地
子
（
作
問
）
臆
地
主
的
土
地
所
有

　
い
か
に
荘
園
領
主
的
・
愚
人
領
主
的
土
地
所
有
の
変
容
過
程
を
論

じ
て
も
、
そ
れ
が
自
か
ら
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
惣
村
の
「
起

源
」
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
は
、
副
次
的
な
側
面
を
示
す
に
す
ぎ

な
い
。
中
心
は
や
は
り
加
地
子
の
問
題
に
あ
る
。
宮
川
満
氏
は
、
加

地
子
取
取
春
醒
地
主
的
占
有
と
作
人
的
占
有
と
い
う
占
有
形
態
の
分

化
と
、
そ
れ
を
反
映
す
る
職
が
加
地
干
名
主
職
と
作
職
に
分
解
し
て

い
る
よ
う
な
構
造
を
も
っ
た
村
落
を
、
典
型
的
な
郷
村
共
同
体
と
み
、

先
進
地
帯
ほ
ど
、
ま
た
蒔
代
が
下
る
ほ
ど
そ
の
傾
向
が
強
い
こ
と
を

　
　
　
　
　
⑬

明
ら
か
に
し
た
。
宮
川
氏
の
い
う
郷
村
共
同
体
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ

る
惣
村
的
共
同
体
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
起
源
」
を
論
ず
に

当
っ
て
、
生
産
力
の
発
展
に
も
な
う
地
主
的
占
有
（
密
男
氏
は
こ
れ
を

繍
地
子
領
主
的
土
地
所
有
に
も
と
つ
く
占
有
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
）
の
．

形
成
、
す
な
わ
ち
地
主
的
剰
余
の
一
般
約
成
立
を
電
流
な
基
軸
に
す

え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
地
代
を
実
現
す
る
土

地
所
有
を
封
建
的
所
有
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
地
主
的
土
地
所
有
と

　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
て
と
ら
え
て
お
く
。

　
黒
川
事
象
氏
は
「
加
地
子
名
主
職
」
の
具
体
的
内
容
を
次
の
様
に

み
て
い
る
。
ω
ま
ず
得
分
権
を
あ
ら
わ
す
に
す
ぎ
ず
、
何
ん
ら
下
地

に
対
す
る
権
利
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
独
自
な
撫
地

子
微
収
の
体
制
や
作
人
に
対
し
て
耕
作
権
を
没
収
す
る
権
利
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。
②
加
地
予
名
主
と
作
人
の
閥
で
本
来
身
分
的
な
隷
属

関
係
は
と
も
な
わ
な
い
。
③
加
地
子
名
主
職
は
、
農
民
の
手
許
に
一

定
の
剰
余
生
産
物
を
う
み
だ
す
一
方
、
国
人
領
主
・
荘
園
領
主
が
そ

れ
ら
を
全
一
約
に
吸
収
し
え
な
い
よ
う
な
歴
史
的
段
階
に
お
い
て
形

威
さ
れ
る
。
ω
加
地
子
名
主
i
作
入
、
ま
た
作
人
一
…
下
作
人
と

い
う
関
係
は
契
約
売
買
関
係
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
上
級

領
主
権
の
承
認
を
必
要
と
し
な
い
。
以
上
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み

て
く
る
と
、
加
地
子
は
地
代
で
は
な
い
の
か
、
加
地
干
名
主
を
加
地

子
収
取
者
と
し
て
、
す
な
わ
ち
加
地
子
名
主
を
支
配
階
級
た
ら
し
め

て
い
る
も
の
は
、
な
ま
の
暴
力
な
の
か
と
い
う
も
っ
と
も
重
要
な
問

題
は
解
け
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
中
家
・
成

真
院
の
加
地
子
集
稜
の
状
態
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
中
家
・
成
真
心
の
加
地
子
集
積
に
投
じ
た
米
銭
を
表
に
し
て
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第1表　中象・根来寺成糞院　加地予集積関係表

筆数

【

3

米…
銭

　
　
　
　
破

【
　
［
脚

　
　
　
　
6

9
　
2
3
．

米・雑穀 筆数

鵬
霜
給
2
焉
．

34，500

7
　
　
　
　
1
　
　
　
　
4
　
　
　
　
1

1
　
　
　
　
4
　
　
　
4
　
　
　
ら
0

2，5E？

21．3

138 11e，30e

24

　7

　9

423，750

45，350

64．8

16，7

5．5

94，0

80 402，050

7，50037

2，0娯

　　O．55

　　2．00

　　1．8

　　1．25

　　1．0

　　8．5

　47．0

27石余
3石大！壽

銭
…

年三．i代
年
・

25，45G文

95，200

99

@
1
01e

10

10

109，600

62，350

362，260

255，800

254，450

14，300

22，000

10

@
1
0
　
1
0
　
1
0
　
　
1
1

1芯ラ｝（9～i羽1芯9

（1402一一150e）

文亀1～永正7
（1501tv　1510）

永正8～永正17
（1511一一1520）

プくう｝く1～署藍禄3

（1521一一1530）

三奔禄4～ヲミ文9

（1531N1540）

ヲξ文10～ヲミ文19

（1541一一1550）

天文20～永禄3
（1551N156e）

永禄4～元亀1
（1561一一1570）

ラ己証i2～ヲξ嚢三8

（1571N1580）

ヲミ聾三9～三尺三灘三19

（1581”v1591）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

か
か
げ
る
と
第
一
表
の
通
り
で
あ
る
。
売
券
の
な
か
か
ら
、

な
負
担
形
態
を
明
ら
か
に
し
う
る
史
料
を
二
例
抄
出
す
る
。

具
体
的

㈲
倉
五
十
歩
　
開
　
加
地
子
五
斗
五
升
　
此
内
一
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寄
）

　
　
　
　
　
　
　
温
升
〔
ハ
齎
圃
蔵
出
野
へ
血
叫
進

　
　
　
　
　
　
　
取
四
斗

㈲
含
一
反
　
公
方
一
石
七
斗
代

　
　
　
　
　
編
目
地
子
一
石
窪
村
へ
印
川

　
　
　
　
　
作
間
三
斗
代

な
ど
と
み
え
る
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
史
料
㈲
は
「
開
」
と
あ
る
と
こ

ろ
が
ら
、
新
開
田
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
十
六
世
紀
の
売
券

で
「
新
田
」
　
「
新
開
」
な
ど
と
註
記
さ
れ
た
売
券
は
か
な
り
あ
り
、

小
規
模
な
開
墾
を
想
定
さ
せ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
新
開
田
に
「
公
方

年
貢
」
す
な
わ
ち
本
年
貢
記
載
の
あ
る
も
の
が
比
較
的
少
な
い
こ
と

は
、
こ
の
よ
う
な
田
畠
が
、
荘
園
領
主
の
検
注
を
あ
ま
り
う
け
ず
、

荘
園
領
主
に
と
っ
て
は
「
高
羽
」
、
農
民
に
と
っ
て
は
保
有
権
の
き

わ
め
て
強
い
田
畠
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
生

産
物
は
農
民
的
剰
余
の
重
要
な
一
部
分
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
五
十
歩
の
新
田
の
加
地
子
は
合
計
五
斗
五
升
で
、
う
ち
一
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磯

五
升
分
は
す
で
に
高
蔵
寺
に
寄
進
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
売
一
町
さ
れ

た
の
は
四
斗
分
で
あ
る
。
⑤
は
、
本
年
貢
一
石
七
十
が
課
せ
ら
れ
て

い
る
ほ
か
、
　
一
石
は
窪
村
（
熊
取
荘
久
保
）
へ
、
そ
し
て
三
斗
が
こ
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の
売
買
の
対
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
一
反
の
濁
地
に
は
荘
園

領
主
権
と
、
窪
村
と
い
う
垣
内
的
集
落
全
体
の
規
制
と
、
そ
し
て
新
し

い
加
地
子
名
主
の
支
配
と
い
う
三
者
の
規
制
を
う
け
王
者
の
認
識
に

属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
⑧
⑤
と
も
に
直
接
耕
作
者
に
た
い
し
て
加

地
子
名
主
が
排
他
的
な
家
父
長
点
隷
属
を
強
い
る
こ
と
は
困
難
な
よ

う
に
み
え
る
。
加
地
子
名
主
職
は
耕
作
権
を
聴
入
に
保
留
し
た
ま
ま
、

そ
の
余
剰
部
分
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
第
一
表
と
し
て
掲
げ
た
も
の
の
な
か
に
も
、
い
わ
ゆ
る
加
地
子

名
主
職
の
散
り
が
か
り
的
所
有
関
係
を
示
す
も
の
を
多
く
数
え
中
家

．
成
真
院
が
全
て
の
下
地
に
対
し
て
排
他
的
な
進
止
権
を
獲
得
し
た

も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
売
券
の
な
か
に
は
「
未
進
な
く
ば
作

末
代
」
と
睡
臥
す
る
も
の
が
あ
り
、
加
地
子
を
未
進
し
た
場
合
平
繍

没
収
の
法
的
主
体
を
加
地
子
名
主
が
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
さ
ら
に
こ
の
点
に
つ
い
て
具
体
的
な
史
料
歪
が
す
轡

　
（
上
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
）
（
中
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ

　
西
堂
ノ
上
田
儀
、
加
地
子
無
沙
汰
二
て
、
蜜
左
近
御
腹
立
託
て
、
彼
作
之

　
釣
魚
取
上
候
、
然
共
、
成
当
院
へ
色
≧
わ
ひ
事
申
候
て
、
彼
作
之
儀
請
込

　
候
、
重
而
無
沙
汰
佳
候
ハ
・
彼
作
御
上
可
給
候
（
中
略
）

　
　
永
禄
十
一
年
三
月
昔
日
　
　
大
二
郎
衛
門
大
郎
（
略
押
）

成
真
院

ま
い
る

熊
取
町
大
浦
村
衛
門
太
郎
が
酒
堂
の
上
に
あ
る
水
田
の
作
職
を
も
っ

て
耕
作
し
て
い
た
が
、
中
左
近
に
加
地
子
未
進
を
し
た
た
め
、
中
家
．

か
ら
作
職
を
没
収
さ
れ
た
。
し
か
し
中
家
氏
人
成
真
壁
に
詑
を
通
じ
、

作
職
還
付
を
う
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
後
加
地
子
未
進
の
な
い

こ
と
を
誓
い
、
未
進
し
た
際
に
鳶
職
を
没
収
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
受

け
る
べ
き
処
置
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
没
収
・
還
付
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
「
野
師
と
は
耕
作
権
と
は
別
な
作
職
で
あ
る
か
ら
耕
作
権

の
没
収
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
註
⑱
で

ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
「
作
」
は
耕
作
権
そ
の
も
の
の

没
収
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
さ
ら
に
加
地
子
未
進

に
よ
っ
て
加
地
子
名
主
に
首
を
切
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
地

主
－
作
人
関
係
の
な
か
で
合
法
と
認
め
ら
れ
て
い
る
史
料
も
あ
り
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
改
め
て
後
述
す
る
が
、
黒
川
氏
が
い
う
よ
う

に
加
地
子
名
主
の
権
利
が
弱
く
、
作
人
の
耕
作
権
が
強
く
て
、
両
者

の
関
係
が
契
約
売
買
関
係
だ
け
を
も
つ
、
温
和
な
関
係
で
あ
る
と
み

る
こ
と
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
こ
で
加
地
子
未
進
に
さ
い
し
て
、
加
地
子
名
主
が
ど
の
よ
う
な
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措
置
を
と
る
か
、
す
な
わ
ち
地
主
的
土
地
所
有
を
ど
の
よ
う
に
貫
徹

さ
せ
て
ゆ
く
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
ゆ
こ
う
。

　
　
　
　
　
「
禄
」
「
年
」

　
（
端
夷
陣
）
　
「
永
。
九
。
十
二
封
骨
四
日
二
き
わ
め
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
ノ

　
　
　
　
　
ツ
ボ
く
ノ
モ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
色
≧
佗
言
隔
て
相
果
候
文
書
窺

　
　
　
　
　
　
　
（
堂
）

　
八
坪
明
ノ
ハ
サ
マ
ト
ウ
ノ
ム
カ
井
此
一
二
坪
，
ノ
本
米
大
分
二
な
り
申
候
を

》
藷
誹
嘱
ジ
訪
…
ッ
・
・
サ
・
一
三
わ
・
議
候
・

　
絹
は
て
可
申
候
、

　
永
禄
十
年
ヨ
リ

　
　
九
石
ニ
テ
わ
ひ
き
り
候
て
永
禄
十
年
ヨ
リ
六
年
ノ
間
一
二
石
五
斗
ツ
・

　
　
ワ
タ
シ
可
申
候
、

　
　
万
一
徳
政
行
候
共
、
違
乱
不
申
候
、
サ
タ
マ
ル
分
米
下
可
申
候
、

　
永
禄
十
年
目
リ

酒
石
五
斗
ハ
ト
ウ
ノ
ム
カ
ヰ
ノ
田
地
衆
中
ヨ
リ
永
禄
十
年
ヨ
リ
五
年
ノ

内
二
五
斗
ツ
・
可
憐
可
申
候

　
　
　
　
　
、
、

　
　
　
　
　
ク
ホ
ノ
源
三
郎
（
略
押
）
　
チ
ャ
ノ
本
ワ
ラ
ノ
源
二
郎

あ
つ
か
い
衆
本
／
下
又
五
郎
　
　
、
、
、
や
ノ
か
い
と
の
与
七
（
略
押
）

　
　
　
　
　
大
ラ
ノ
衛
門
太
郎

永
禄
九
　
十
二
．
月
昔
五
日
二

　
成
真
院

　
　
　
ま
い
る

熊
取
仁
心
村
の
又
五
郎
と
ミ
ラ
カ
源
三
郎
の
二
人
が
堂
ノ
向
に
あ
る

　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

田
地
の
本
米
を
、
根
来
寺
成
真
西
に
未
進
し
て
い
た
の
で
、
垣
内
の

仰
に
し
た
が
っ
て
謝
罪
し
、
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
か
ら
未
進
を
返

済
す
る
方
法
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
は
未
進
し
た
う

ち
九
石
分
は
未
進
作
人
が
毎
年
一
石
五
斗
宛
六
ケ
年
間
に
返
還
す
る
。

ま
だ
な
お
そ
れ
で
も
足
り
な
い
二
石
五
斗
分
は
、
未
進
三
一
者
又
五

郎
と
源
三
郎
ら
と
と
も
に
、
堂
ノ
向
の
田
地
を
耕
作
す
る
農
民
が
田

地
衆
中
と
し
て
連
帯
責
任
を
も
っ
て
五
斗
宛
五
ヶ
年
間
に
返
済
す
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
島
崎
当
人
・
田
地
衆
中
の
又
五
郎
、
源
三
郎
、

与
七
、
衛
門
太
郎
が
居
住
す
る
の
は
窪
、
宮
垣
内
、
　
大
浦
、
木
ノ

下
と
い
う
垣
内
的
集
落
で
、
近
世
に
そ
れ
ら
は
久
保
村
と
い
う
行
政

　
　
　
　
⑳

村
と
な
っ
た
。
「
チ
ヤ
ノ
ワ
ラ
」
「
ミ
ラ
ヵ
〕
は
未
詳
で
あ
る
が
、

窪
な
ど
と
同
様
も
と
久
保
村
の
内
部
に
い
く
つ
か
点
在
す
る
垣
内
的

集
落
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
堂
ノ
向
の
成
真
丸
加
地
子
田
を
耕

作
す
る
者
の
連
帯
保
証
体
制
が
し
か
れ
て
い
た
こ
と
が
注
饅
さ
れ
る
。

そ
れ
が
共
同
耕
作
し
て
い
る
春
で
は
な
い
こ
と
は
、
又
五
郎
、
源
三

郎
と
二
人
だ
け
に
未
進
当
事
者
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て

も
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
当
事
老
二
人
の
複
合
経
営
の
可
能
性
は
あ

る
と
し
て
も
、
原
翔
と
し
て
倒
劉
経
営
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
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経
営
不
安
定
な
小
経
営
農
民
の
連
帯
保
証
体
調
、
い
い
か
え
る
な
ら

ば
壇
内
約
規
模
で
の
地
下
請
体
鋼
が
、
地
主
的
土
地
所
有
を
実
現
す

る
一
つ
の
制
度
的
構
造
で
あ
っ
た
。

　
加
地
子
分
の
二
重
、
三
重
の
売
却
に
よ
っ
て
加
地
子
名
主
職
所
有

者
が
横
へ
増
加
す
る
こ
と
が
み
ら
れ
、
地
主
的
土
地
所
有
者
内
部
で

の
利
害
の
対
立
が
深
ま
る
と
同
時
に
、
　
一
方
で
は
地
主
が
加
地
子
収

取
の
確
保
を
は
か
る
た
め
に
、
地
主
階
級
と
し
て
の
結
束
を
強
め
ざ

る
を
え
な
い
。
ま
た
こ
の
地
主
的
土
地
所
有
の
う
え
に
荘
園
領
主
・

国
人
領
主
的
土
地
駈
有
が
重
層
的
に
存
在
し
、
こ
の
領
主
階
級
が
本

年
貢
に
加
え
て
段
銭
な
ど
を
魚
苗
す
る
と
、
あ
く
ま
で
も
農
畏
身
分

で
あ
っ
て
村
落
の
代
表
考
た
る
地
主
階
級
と
の
対
立
を
深
め
地
主
階

級
相
互
の
結
集
を
強
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
増
徴
部
分
は
、
当
然
、

加
地
子
分
と
加
え
て
地
主
の
も
と
に
あ
る
作
入
、
耕
作
者
に
転
嫁
さ

れ
、
か
れ
ら
の
再
生
産
を
さ
ら
に
困
難
に
し
、
一
方
で
は
小
経
営
農

民
砂
摩
の
連
帯
保
証
体
制
を
政
治
的
に
強
め
て
、
応
仁
結
集
へ
の
傾

向
を
強
め
る
。
と
同
時
に
、
他
方
小
梅
営
農
艮
が
余
剰
部
分
を
更
に

売
却
し
て
、
小
作
人
に
転
落
し
、
地
主
の
も
と
へ
の
加
地
子
名
主
職

集
積
を
促
進
す
る
の
で
あ
る
。
地
主
階
級
が
な
お
農
民
身
分
と
し
て
、

惣
村
の
な
か
で
農
民
の
代
表
者
と
し
て
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
基

本
的
な
理
由
は
、
か
れ
ら
が
畏
奴
主
経
営
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
十
六
世
紀
の
中
家
の
経
営
実
態
を
示
す
史
料

が
な
い
の
で
江
戸
初
期
の
一
般
的
状
況
を
加
え
な
が
ら
、
少
し
ふ
れ

て
お
こ
う
。

　
江
戸
初
期
、
中
家
が
熊
取
谷
の
農
罠
一
同
か
ら
訴
え
ら
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
非
法
条
々
が
対
象
と

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
条
を
み
る
と
、

　
一
、
谷
ノ
象
よ
ミ
の
事
わ
れ
の
ほ
し
き
ま
Σ
に
御
よ
ミ
被
一
気
て
、
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
さ
）

　
　
わ
れ
迷
惑
仕
候
、
か
た
ね
て
家
よ
ミ
被
成
聖
運
、
中
左
近
・
左
右
衛
門

　
　
御
出
被
成
要
事
い
や
二
て
候
、
（
中
略
）
野
中
左
近
・
左
右
衛
門
内
ノ
者

　
　
共
も
家
を
も
ち
た
る
も
の
共
ニ
ハ
こ
れ
も
家
ヲ
か
た
く
よ
ミ
つ
け
、
山

　
　
（
銭
）

　
　
せ
ん
を
ハ
御
さ
せ
て
可
灯
下
候
（
下
略
）

熊
取
谷
に
か
か
っ
て
き
た
山
年
貢
割
付
に
あ
た
っ
て
、
中
家
が
中
家

の
内
者
で
家
持
ち
の
も
の
を
、
そ
の
割
当
て
か
ら
は
ず
し
た
こ
と
が
、

一
般
農
民
に
と
っ
て
は
非
法
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と

内
者
睦
農
奴
的
農
民
の
な
か
に
も
、
家
も
ち
と
家
も
ち
で
な
い
も
の

が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
加
地
子
名
主
と
表
現
し
て
き
た

地
主
の
飽
の
…
面
、
す
な
わ
ち
農
奴
霊
の
具
体
的
な
家
族
構
成
、
経
営

形
態
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
中
家
の
「
内
者
」
と
い
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惣村の起源とその役害1」（上）　（三浦）

え
ば
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
糊
三
）
十
二
月
二
日
の
「
備
中
国
乙
嶋
村

家
付
人
付
帳
（
写
）
」
に
み
え
る
、
有
ヵ
上
層
農
堤
の
「
内
子
」
「
下

人
」
で
家
を
持
つ
も
の
に
似
た
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は

そ
の
他
に
家
持
ち
で
な
い
下
男
下
女
も
お
り
こ
れ
は
家
内
奴
隷
的
な

隷
属
農
民
で
あ
ろ
う
が
、
中
核
的
な
労
働
力
で
は
な
く
、
基
本
的
に

は
、
家
族
持
家
持
の
農
奴
的
な
「
内
子
」
　
「
下
人
」
が
上
潜
農
民
の

手
作
経
営
を
支
え
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
中
家
の
十
六
世
紀
に
お
け

る
経
営
も
、
部
分
的
に
は
家
内
奴
隷
的
隷
属
農
民
に
よ
っ
た
こ
と
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
手
作
地
経
営
は
家
持
ち
や
家
を

持
た
な
い
内
者
（
農
奴
）
の
経
営
に
基
本
的
に
支
え
ら
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
が
他
に
隔
っ
て
大
き
い
こ
と
が
中
家
の
羅
住
壇
顧
た

る
御
門
村
に
お
い
て
村
主
と
し
て
の
地
位
を
決
定
し
、
そ
れ
が
中
家

の
農
業
経
営
の
も
っ
と
も
安
定
的
な
部
分
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
、
中
家
が
農
奴
主
階
級
の
こ
顧
を
そ
な
え
て
い
た
と
み

て
よ
か
ろ
う
。

　
地
主
が
村
落
内
の
支
配
幽
級
で
あ
り
な
が
ら
、
農
民
身
分
の
も
の

と
し
て
農
民
的
惣
病
的
村
落
の
撫
い
手
と
し
て
土
一
揆
の
指
導
者
た

り
え
た
の
は
、
農
民
が
ま
さ
に
領
主
か
ら
本
年
貢
部
分
を
獲
得
し
た

こ
と
と
逆
の
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
守
護
勢
が
加
地
子
名
主
職
を
否
定

し
て
農
畏
的
剰
余
を
収
奪
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
次
の
和
泉
守
護
の
動
向
は
適
確
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
今
臼
定
雄
・
長
息
等
越
日
根
野
、
根
来
寺
二
所
買
得
之
頒
地
子
、
悉
従
守

　
護
勘
落
、
L
工
守
護
陣
倣
御
門
ハ
士
闘
亜
ル
、
下
守
護
ニ
ハ
斎
藤
之
妓
宮
津
石
林
櫨
苛
瓜
7
乱

　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
入
、
加
催
促
云
云

以
上
の
こ
と
は
、
本
年
貢
と
加
地
子
と
い
う
剰
余
の
全
て
を
め
ぐ
っ

て
、
ま
さ
に
守
護
と
地
主
が
闘
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
が
、
こ

れ
が
十
六
世
紀
に
お
け
る
和
泉
園
［
内
の
基
本
的
な
動
向
で
あ
る
。

　
小
経
営
を
慮
立
さ
せ
家
父
長
的
農
奴
主
な
ど
の
も
と
か
ら
解
放
さ

れ
た
小
経
営
農
民
が
共
同
体
成
員
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
事
的
惣

村
的
村
落
共
同
体
が
「
起
源
」
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
小
経
営
農

昂
が
完
全
に
再
生
産
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
弱
さ
が
、
新
し
い
困
難

さ
を
う
ん
だ
。
す
な
わ
ち
地
主
的
土
地
所
有
の
も
と
で
の
地
主
一

小
作
関
係
で
あ
る
。
そ
の
小
作
人
の
田
嵐
保
有
権
は
、
以
前
の
コ

色
作
人
」
　
「
聞
人
」
な
ど
に
比
較
す
る
と
強
圃
で
あ
る
。
し
か
し
貧

農
と
し
て
惣
村
的
村
落
共
同
体
の
な
か
で
無
権
利
に
さ
れ
て
ゆ
く
こ

と
に
お
い
て
変
り
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
　
「
一
色
作
人
」
や
「
問

人
」
は
特
権
約
な
村
落
秩
序
か
ら
排
除
さ
れ
、
差
別
さ
れ
た
け
れ
ど

も
、
す
べ
て
が
封
建
的
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
農
民
で
は
な
く
、
富
農
も
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い
た
。
だ
が
十
六
世
紀
の
小
作
人
は
、
惣
量
的
村
落
共
岡
体
成
員
で

は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
下
層
の
身
分
で
あ
り
、
村
落
共
同
体
的
秩
序

か
ら
排
除
さ
れ
て
、
た
え
ず
下
人
化
さ
れ
る
危
機
と
、
封
建
的
半
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
農
民
に
な
る
危
機
と
の
二
つ
の
道
し
か
残
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
「
惣
村
」
は
小
経
営
農
民
の
こ
の
二
つ
の
危
機
を
内
包

し
、
地
主
階
段
と
小
農
聖
主
階
段
に
撫
導
さ
れ
、
安
定
的
な
小
経
営

農
民
や
神
鋼
家
族
に
よ
り
経
営
を
支
え
た
農
民
ら
を
中
核
と
し
つ
つ
、

法
的
主
体
を
農
民
身
分
の
も
の
に
よ
っ
て
築
い
た
組
織
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

B
高
利
貸
活
動
と
社
会
的
分
業
の
問
題

　
惣
村
的
村
落
共
同
体
の
段
階
で
、
村
落
上
層
が
農
奴
主
経
営
を
保

ち
つ
つ
、
加
え
て
地
主
経
営
を
実
現
し
な
が
ら
、
な
お
領
主
化
し
え

な
か
っ
た
憐
況
を
伝
え
る
も
の
に
高
利
貸
活
動
が
あ
る
。

　
中
家
文
書
の
な
か
に
享
禄
元
留
年
（
一
五
二
八
）
三
月
三
日
の
β
付

を
も
つ
売
券
が
あ
る
。
大
永
八
年
が
享
禄
元
年
に
改
元
さ
れ
た
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

八
月
二
十
ほ
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
は
享
禄
元
年
三
月
三
日

と
い
う
日
付
の
文
書
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
文
書
は
享

禄
元
年
八
月
二
十
β
以
降
に
書
か
れ
た
も
の
に
聞
違
い
は
な
い
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
偽
文
書
と
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
文
書

の
内
容
は
田
中
左
近
太
郎
が
田
地
を
中
左
近
に
売
却
し
た
こ
と
を
あ

ら
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
売
買
の
事
実
は
八
月
二
十
日
以
後
に

確
認
さ
れ
、
そ
の
手
続
が
そ
の
時
点
で
売
券
と
な
っ
て
確
定
し
た
の

で
あ
る
が
、
売
買
譲
渡
に
つ
な
が
る
よ
う
な
実
質
的
な
契
約
は
、
す

で
に
そ
れ
よ
り
少
な
く
と
も
五
ケ
月
半
以
前
の
三
月
三
日
に
な
さ
れ

て
い
た
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
三
月
三
臼
に
田
中
左

近
太
郎
が
中
左
近
か
ら
借
金
し
加
地
子
一
斗
五
升
分
の
田
地
を
質
入

れ
し
、
そ
れ
と
同
時
に
中
左
近
が
債
権
者
と
し
て
加
地
子
名
主
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
八
月
二
十
日
以
降
、
田
中
左
近
太
郎
が
負
債
を
返

却
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
に
た
ち
い
た
っ
て
、
改
め
て
三
月
三

値
に
遡
及
し
て
、
実
態
は
質
入
だ
が
田
地
の
売
券
と
し
て
こ
の
文
書

は
作
製
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
借
状
が
売
券
と
し
て
文
書
化
さ
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
は
他
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
昼
時
根
来
寺
の
僧
侶
が
広
範
な
高
利
貸
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た

こ
と
は
す
で
に
刑
部
少
輔
畠
山
政
清
が
根
来
寺
宝
持
房
か
ら
銭
五
千

疋
を
借
り
た
こ
と
や
、
根
来
寺
山
伏
覚
伝
が
和
泉
國
菟
田
荘
の
代
官

で
あ
り
、
理
閉
院
先
師
僧
正
の
銭
主
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
と
し
て
著

　
　
　
⑳

名
で
あ
る
。
根
来
寺
成
真
院
も
中
家
も
ま
た
高
利
貸
を
営
ん
で
い
た
。
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「
中
家
文
書
」
に
よ
る
と
、

　
天
文
廿
工
年
躾
九
月
廿
七
臼
算
用
状

　
（
二
分
）

　
リ
フ
ン
ニ
文
子

　
　
　
　
ヨ

　
　
禽
新
譜
四
十
三
貫
七
百
掛
一
文

　
　
　
　
ヨ

　
　
同
米
六
石
三
斗
二
升
二
合
五
勺

　
　
　
　
　
　
　
　
（
済
）

　
右
件
指
米
者
来
秋
中
事
才
可
申
候

　
　
野
田
宮
刀
禰
申
よ
り

　
　
　
　
蔵
本
中
左
近
殿

利
二
文
子
と
い
う
低
利
さ
に
注
目
も
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
負
債
者
が

野
田
宮
刀
禰
と
い
う
特
殊
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
他

の
借
状
で
は
五
文
子
な
ど
も
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
貸
主
中

左
近
を
「
蔵
本
扁
と
称
し
て
い
る
こ
と
は
近
世
の
用
語
例
が
す
で
に

こ
の
時
代
に
み
え
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
黒
田
俊
雄
氏
は
こ

の
中
家
が
、
高
利
貸
濡
動
を
通
じ
て
惣
山
を
売
買
し
て
ゆ
く
動
向
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

注
譲
し
て
、
そ
の
頽
廃
的
な
村
落
支
配
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
江

芦
初
期
の
史
料
を
通
じ
て
の
評
価
で
あ
る
が
、
そ
の
傾
向
は
す
で
に

十
六
世
紀
か
ら
広
範
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
一
部
が
、

す
で
に
第
一
表
と
し
て
掲
げ
た
田
地
集
積
の
一
部
と
な
っ
て
あ
ら
わ

れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
文
書
に
あ
ら
わ
れ
な
い
も
の
（
債
務
が
清

算
さ
れ
て
借
状
が
破
棄
さ
れ
た
も
の
）
を
合
計
す
れ
ば
そ
の
資
本
は

莫
大
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
在
村
高
利
貸
を
必
要
と
す
る
の
は
、
中
央
・
地
方
の

荘
園
領
主
、
守
護
被
官
な
ど
の
在
地
領
主
隣
人
層
か
ら
、
在
地
の
寺
栓
、

農
民
の
諸
階
層
、
さ
ら
に
は
未
解
放
部
落
民
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

い
ま
そ
れ
を
綜
括
す
る
と
、
一
つ
は
荘
園
領
主
的
・
国
人
領
主
的
土

地
所
有
に
も
と
つ
く
職
の
秩
序
を
崩
壊
さ
せ
る
面
と
、
も
う
一
つ
は
、

い
わ
ゆ
る
「
惣
村
」
の
自
治
的
農
民
的
秩
序
を
破
壊
す
る
面
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
前
者
は
階
級
と
し
て
の
農
民
が
、
階

級
と
し
て
の
領
主
を
事
実
上
打
倒
し
て
ゆ
く
変
革
的
な
歴
史
過
程
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
し
、
後
者
は
階
級
と
し
て
の
地
主
が
階
級
と
し

て
の
一
般
農
罠
、
封
建
的
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
農
民
を
搾
取
し
収
奪
す

る
反
動
的
な
歴
史
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
の
顕
著
な
一
例
を

近
江
国
堅
田
に
と
っ
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
　
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）

正
月
、
堅
田
浦
衆
は
京
都
花
御
所
造
営
用
材
を
湖
上
運
送
す
る
に
あ

た
っ
て
、
緩
怠
が
あ
っ
た
と
し
て
、
比
叡
山
の
攻
撃
を
う
け
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

そ
の
抵
抗
を
指
導
し
た
の
は
全
人
衆
で
あ
る
。
全
人
衆
は
も
と
も
と

供
御
人
の
系
譜
を
ひ
く
殿
原
衆
に
隷
属
し
て
い
た
直
接
生
産
者
で
あ

っ
た
が
、
土
地
占
有
権
を
え
、
非
農
業
約
生
産
に
関
与
す
る
こ
と
に
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よ
っ
て
、
全
人
衆
と
し
て
の
独
自
な
身
分
的
結
集
と
惣
村
的
堅
田
の

結
合
を
強
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
殿
原
衆
が
戦
鰯
大
名
の
被
曝
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
惣
村
的
堅
剛
の
中
世
は
終
る
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
惣
村
約
堅
田
の
崩
壊
を
、
殿
原
衆
の
惣
と
全
人
衆
の
惣
と
い

う
二
重
構
造
の
中
に
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
全
人
衆
の
惣
そ
の
も
の

内
部
に
求
め
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
応
仁
二
年
の
抵
抗
は
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
せ
も
の

人
衆
に
指
導
さ
れ
た
と
し
て
も
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
そ
の
際
「
枠
」

な
ど
が
参
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
枠
」
と
は
識
者
と

い
う
意
味
が
与
え
ら
れ
、
戦
国
の
動
揺
期
に
田
畠
の
耕
作
権
を
奪
わ

れ
家
族
分
解
し
た
の
ち
に
あ
ら
わ
れ
た
封
建
的
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
農

民
で
あ
り
、
農
奴
主
経
営
に
参
加
す
る
が
、
そ
の
人
格
ま
で
は
農
奴

主
の
所
有
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
点
で
下
人
と
は
区
別
さ
れ
る
と
さ
れ

　
　
鋤

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
堅
田
の
枠
は
、
　
「
地
下
住
人
」
と
記
録
さ
れ
、

堅
田
惣
の
成
員
で
あ
る
こ
と
に
閾
違
い
は
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
闘
争

に
も
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
枠
は
「
間
人
・
旅
人
」
と
も
か
か

　
　
　
⑫

れ
て
お
り
、
堅
田
惣
発
展
と
と
も
に
、
か
つ
て
は
閥
人
、
旅
人
な
ど

と
し
て
村
落
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
も
の
が
村
落
共
同
体
成

員
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
階
示
し
て
い
る
。
し
か
し
文
明
二
年
、
堅

田
惣
は
比
叡
山
に
礼
銭
を
出
し
詑
を
入
れ
て
、
地
下
に
還
記
し
た
。

そ
の
礼
銭
は
ま
ず
惣
次
に
、
す
な
わ
ち
惣
全
体
で
難
し
た
が
、
そ
れ

は
堅
田
惣
成
員
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
惣
有
財
産
の

売
却
な
ど
に
よ
る
惣
そ
の
も
の
の
拠
出
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
下
人
、
譜
代
下
人
と
よ
ば
れ
る
家
父
長
制
約

に
隷
属
し
、
し
た
が
っ
て
村
落
共
同
体
成
員
で
は
な
か
っ
た
も
の
に

は
そ
の
詑
銭
の
割
り
当
て
は
な
か
っ
た
が
、
枠
は
村
落
共
同
体
成
員

で
あ
っ
た
が
故
に
そ
れ
を
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
割
当
玉
絹
を
負
担
で
き
な
か
っ
た
も
の
は
、
そ
の
時
を
限
り
に
、

村
落
共
同
体
成
員
か
ら
は
ず
さ
れ
、
堅
田
へ
の
還
窪
は
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
全
人
衆
の
中
で
法
住
、
法
西
、
大
北
兵
籍
、
法
円
な

ど
は
王
酉
八
十
貫
文
か
ら
八
十
貫
文
の
詑
銭
を
別
に
出
し
た
よ
う
で

あ
る
。

　
堅
田
浦
の
法
住
に
当
る
も
の
、
そ
れ
が
熊
取
荘
に
お
い
て
は
中
家

で
あ
り
、
堅
田
浦
に
お
け
る
枠
が
、
熊
取
荘
に
お
い
て
は
加
地
子
作

人
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
枠
が
ま
た
小

経
営
農
民
が
惣
村
的
村
落
共
同
体
成
員
に
な
っ
た
こ
と
は
、
勤
労
人

民
の
大
き
な
歴
史
的
成
果
で
あ
る
が
、
た
め
に
、
高
利
貸
資
本
の
ま

え
に
自
か
ら
を
崩
壊
さ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
新
し
い
困
難
な
課
題
を

背
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
堅
田
法
注
が
紺
屋
と
し
て
富
を
貯
え
て
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惣村の起源とその役害1（上）（三浦）

い
が
、
中
家
は
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
麹
屋
と
し
て
商
業
活
動

を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
郷
村
制
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
上
層
農
民
の
商
業
活
動
が
一
つ
の

契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
こ
に
つ
い
て
は
っ
と
に
重
視
さ
れ
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
山
喬
平
氏
は
、
こ
れ
ま
で
の
中
世
商
業

史
が
直
面
し
て
い
る
試
練
は
、
零
細
な
小
農
民
た
ち
の
貨
幣
と
の
接

触
、
す
な
わ
ち
下
層
農
民
の
商
口
㎜
流
通
へ
の
依
存
を
否
認
し
よ
う
と

し
て
、
つ
い
に
否
認
し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
中
世
村

落
の
安
定
的
な
上
層
農
民
と
そ
れ
に
雇
仕
さ
れ
て
再
生
産
を
支
え
る

下
層
農
民
の
存
在
と
い
う
二
重
講
造
を
体
制
的
に
維
持
す
る
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

貨
幣
の
果
し
た
役
割
を
重
視
し
た
。
氏
の
云
う
よ
う
に
中
世
商
業
の

握
い
手
が
、
村
落
上
層
農
民
か
零
細
農
民
か
と
い
う
、
あ
れ
か
こ
れ

か
の
問
題
で
解
決
し
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
村
落
内

の
二
重
構
造
を
認
め
た
う
え
で
、
さ
て
そ
の
構
造
が
、
た
と
え
ば
惣

露
量
村
落
共
同
体
の
歴
史
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
の

か
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
説
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　

「
中
家
文
書
」
（
京
大
影
写
本
）
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
（
黒
鳥
）

　
（
端
早
口
）
「
ク
ロ
ト
リ
魅
し

宛
行
　
麹
室
新
頭
之
事

　
　
合
虚
’
9
荷
者

右
件
麹
室
祈
頭
妻
事
、
任
先
例
、
左
近
太
郎
二
面
行
所
也
、
支
証
為
明
鏡

如
斯
、
但
於
館
場
日
根
野
中
嶋
十
一
荷
之
内
、
働
為
後
臼
宛
状
特
筆

文
明
十
一
妃
天
十
月
十
三
日

本
座
（
花
押
）

南
座
（
花
押
）

新
座
（
花
押
）

弥
座
（
花
押
）

僧
座
（
花
押
）

　
麹
室
は
酒
・
味
噌
製
造
に
必
要
な
麹
生
産
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ

　
⑳

つ
た
。
そ
の
麹
室
が
宛
行
わ
れ
た
左
近
太
郎
は
端
裏
書
の
註
記
も
あ

っ
て
中
左
近
太
郎
で
あ
り
、
中
家
の
一
人
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

宛
行
わ
れ
た
単
位
た
る
「
荷
」
に
つ
い
て
豊
田
武
氏
は
「
座
」
と
し

　
　
⑰

て
い
る
。
そ
の
地
域
麗
な
座
に
対
し
て
和
泉
国
内
の
諸
座
頭
職
（
扇

頭
）
を
統
轄
す
る
本
座
・
乱
座
な
ど
の
五
座
が
和
泉
國
和
泉
郡
黒
鳥

村
に
あ
っ
た
。
館
場
は
立
場
・
立
言
と
も
別
記
し
、
独
占
的
な
売
場

　
　
　
　
⑲

と
み
ら
れ
る
。
中
左
近
太
郎
が
日
根
野
村
中
嶋
を
館
場
と
す
る
十
一

の
麹
室
座
の
う
ち
の
一
座
の
座
頭
職
に
補
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中

家
と
同
様
、
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
七
月
中
は
、
β
根
野
村
宮
石
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丸
が
日
根
野
村
中
嶋
十
一
座
の
う
ち
の
一
座
の
頭
役
を
宛
行
わ
れ
て

　
　
⑳

い
る
。
日
根
郡
の
一
荘
（
規
模
は
か
な
り
の
大
き
い
荘
圏
で
あ
る
が
）

内
に
十
一
の
麹
座
が
あ
る
と
す
れ
ば
和
泉
国
全
体
で
は
百
座
を
十
分

に
超
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
十
六
世
紀
に
な
る
と
こ
の
日
根
郡
の

麹
室
眉
頭
職
の
宛
行
老
は
和
泉
上
守
護
代
松
浦
守
で
あ
り
、
享
禄
二

年
（
一
五
二
九
）
十
二
月
二
十
五
臼
に
三
一
な
る
も
の
が
松
浦
守
に
佐

野
三
ケ
庄
の
麹
室
売
場
を
宛
行
わ
れ
て
い
る
し
、
翌
三
年
二
月
十
四

日
に
は
や
は
り
松
浦
守
が
日
根
野
村
宮
内
二
郎
に
長
滝
、
安
松
、
岡

本
、
吉
見
、
嘉
祥
寺
、
新
家
、
菟
田
を
売
場
と
す
る
麹
室
を
宛
行
っ

　
　
⑪

て
い
る
。
荘
國
制
的
職
の
秩
序
に
支
え
ら
れ
た
分
業
体
制
下
で
禰
泉

国
全
体
を
統
轄
す
る
麹
室
本
座
は
、
事
実
上
守
護
領
国
の
支
配
体
制

の
も
と
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
分
業
体
湖
か
ら
み

れ
ば
、
麹
座
頭
職
を
与
え
ら
れ
た
中
家
な
ど
は
、
限
定
さ
れ
た
売
場

に
他
の
座
頭
と
と
も
に
平
等
に
参
加
す
る
麹
生
産
者
で
あ
り
麹
の
販

売
商
人
で
し
が
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
荘
園
文
書
、
守
護
関
係
文
書

に
は
、
身
分
の
低
い
一
人
の
座
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
堅
田

浦
船
頭
が
上
乗
り
擁
す
な
わ
ち
立
場
の
売
買
を
し
て
い
た
と
同
様
に
、

和
泉
燭
麹
生
叢
売
の
権
利
が
肇
と
し
て
・
売
買
さ
れ
て
い
秘

　
　
売
渡
申
飯
室
事

　
　
　
　
　
　
　
泉
州
日
根
郡
燈

　
　
　
合
三
所
春
　
　
　
　
　
　
　
　
（
荷
）

　
　
　
　
　
　
　
有
日
根
野
村
拾
一
ケ
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貫
）

　
右
件
飯
室
ハ
奥
刑
部
売
得
、
錐
然
、
今
乾
飯
要
用
、
直
銭
弐
拾
実
文
歯
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
処
転

　
来
寺
小
谷
泉
春
募
江
売
渡
申
。
実
正
明
白
也
、
加
地
子
金
升
参
石
、
同
本

券
・
へ
農
鑑
鵡
．
上
八
丈
佐
野
河
・
下
口
絵
ノ
井
触
・
藷
佐
野
三

　
　
　
　
　
（
嘉
禅
）
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
（
兎
）
　
　
　
　
　
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謹
）

　
ケ
所
．
平
・
加
三
寿
・
吉
見
・
薪
家
・
ウ
サ
キ
田
是
也
、
傍
為
後
日
正
文

　
状
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
入
嬉
野
日
ノ
源
三
郎
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
　
部
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
主
ヲ
ク
ノ
形
P
（
略
押
）

　
　
享
禄
弐
年
勅
ノ
、
ノ
＋
二
月
＋
三
日

　
　
　
　
買
主
墨
壷
房

　
飯
室
（
麹
室
）
が
売
買
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち
に
売
主

が
そ
の
麹
生
産
販
売
を
止
め
、
買
主
が
そ
れ
を
集
積
し
て
麹
生
産
販

売
を
開
始
し
拡
大
し
た
と
単
純
に
駆
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う

の
は
こ
こ
に
加
地
子
三
石
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、

麹
室
の
権
利
が
得
分
と
し
て
売
買
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
売
主
が
、

ま
だ
そ
の
下
で
麹
を
直
接
生
産
し
、
ま
た
そ
の
販
売
を
現
地
で
お
こ

っ
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
直
接
生
産
者
を
「
室
屋
」

と
い
う
が
、
十
六
世
紀
を
通
じ
て
麹
室
が
分
解
し
、
個
別
的
に
麹
生

産
販
売
を
お
な
う
生
産
老
即
商
入
と
、
そ
の
生
産
販
売
を
通
じ
て
え
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心証の起源とその役割（上）　（三浦）

ら
れ
た
剰
余
部
分
を
加
地
子
と
し
て
収
取
す
る
座
頭
職
所
有
者
に
分

化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
分
業
体
制
の
方
向
、
す
な
わ
ち
麹
室

座
頭
職
の
集
中
が
、
加
地
子
の
集
中
で
あ
っ
て
も
、
生
産
組
織
そ
の

も
の
の
集
中
拡
大
化
－
大
経
営
に
は
む
か
わ
な
い
で
、
む
し
ろ
弱
少

経
営
に
生
産
部
門
が
分
散
さ
れ
て
ゆ
く
傾
向
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
れ
は
地
主
的
土
地
所
有
を
ま
さ
に
支
え
、
高
利
貸
資
本
の
蓄
積
に

し
か
向
い
え
な
い
こ
と
に
対
応
し
た
来
熟
な
社
会
的
分
業
の
発
展
方

向
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
直
接
生
産
に
た
ず
さ
わ
る
室
屋
の

存
在
形
態
を
直
接
示
す
も
の
は
な
い
が
、
　
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
史

　
　
　
　
　
⑬

料
を
あ
げ
よ
う
。

渡
し
田
畠
国
事

　
　
ア
サ
ナ
ハ
キ
ツ
す
シ
マ

A
ロ
一
帯
朋
（
負
担
ノ
詑
載
と
四
至
認
載
ハ
省
略
）

　
　
　
（
驚
　
翔
）

所
者
紀
州
阿
ら
河
嶋
二
業
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）
　
　
　
見

右
件
田
畠
者
室
屋
平
五
郎
難
知
行
、
有
意
強
要
、
米
銭
五
貫
文
二
宛
、
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
（
由
）

永
代
、
菩
提
谷
七
番
成
真
院
へ
売
渡
し
申
こ
と
実
正
明
畠
也
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
入
成
翼
院
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
蔵
公
（
筆
軸
印
）

　
　
カ
ノ
卦
ヒ
ツ
シ
　
　
　
「
日
」
　
　
（
．
璽
）

　
永
禄
二
年
八
月
吉
．
　
弛
ロ
蝿
平
五
郎
（
筆
軸
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
作
人
　
九
郎
二
郎

買
主
成
真
院

ま
い
る

　
紀
伊
国
那
賀
郡
荒
川
荘
キ
ネ
嶋
に
あ
る
畠
を
室
屋
平
五
郎
が
根
来

成
真
言
に
売
却
し
た
も
の
で
あ
る
。
室
屋
平
五
郎
は
鋼
に
作
人
の
名

前
が
明
記
し
て
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
ま
ず
こ
の
畠
地
の
直
接
耕
作
者

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
農
業
経
営
を
す
る
か
た
わ
ら
麹
生
産
に

当
る
半
農
・
半
工
・
半
商
的
性
格
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
室
屋
が
ま

だ
村
落
か
ら
離
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
も
売
買
さ

れ
た
畠
地
は
、
荒
川
荘
キ
ネ
嶋
に
あ
る
と
い
う
が
、
当
時
、
小
書
名

と
し
て
「
嶋
」
と
あ
る
の
は
未
解
放
部
落
の
壇
内
を
指
し
、
未
解
放

部
落
斑
が
嶋
以
外
の
耕
地
を
保
有
す
る
こ
と
は
多
い
が
、
未
解
放
部

落
民
以
外
で
嶋
内
の
耕
地
を
耕
作
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し

た
が
っ
て
作
人
九
郎
二
郎
が
未
解
放
部
落
民
の
可
能
性
は
大
き
い
し
、

室
羅
に
も
そ
の
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
闇
題
は
あ
と

で
ふ
れ
る
と
し
て
、
和
泉
地
方
に
お
け
る
十
六
世
紀
段
階
の
商
手
工

業
者
の
動
向
に
つ
い
て
ふ
れ
よ
う
。

　
和
泉
圏
β
根
郡
内
に
お
い
て
土
器
屋
・
米
屋
な
ど
で
番
頭
の
地
位

を
占
め
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
飴
屋
、
茶
屋
、
土
曲
屋
、
紺
屋
、

索
麺
屋
、
鍛
冶
屋
、
茶
屋
、
桶
屋
な
ど
が
み
ら
れ
、
い
ず
れ
も
田
地
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⑭

売
券
に
登
場
し
、
農
業
か
ら
遊
離
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の

点
は
室
量
（
麹
生
産
販
売
業
者
）
が
な
お
村
落
内
に
散
在
し
、
商
工

未
分
離
で
あ
る
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
紺
屋
に
必
要
な
灰
の
生
産
も
、

ま
だ
村
落
共
同
体
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
ま
だ
小
商
晶
生

産
が
一
般
的
に
可
能
な
状
態
で
は
な
い
。

　
ま
た
市
場
は
佐
野
市
場
が
あ
っ
た
が
二
、
七
の
日
に
立
つ
六
斎
市

で
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
貨
幣
経
済
に
は
農
民
も
か
な
り
ま
き
こ
ま
れ

て
お
り
、
商
晶
流
通
に
参
加
し
な
け
れ
ば
再
生
産
の
園
難
な
状
況
に

あ
っ
た
。
こ
の
市
場
が
在
郷
町
と
し
て
転
換
を
と
げ
る
の
は
、
貝
塚

御
坊
が
築
か
れ
、
そ
こ
に
寺
内
町
が
形
成
さ
れ
る
天
文
十
四
年
以
降

　
　
⑰

で
あ
り
、
い
わ
ば
小
商
品
生
産
の
蔚
芽
的
形
成
期
に
あ
っ
た
と
み
て

よ
か
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
中
家
な
ど
に
集
積
さ
れ
た
米
穀
は
ど
こ
で

換
金
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
は
、
麹
室
を
通
じ
て
麹
と

な
り
、
さ
ら
に
味
噌
・
酒
類
と
し
て
立
庭
内
で
売
買
さ
れ
た
り
、
索

麺
・
飴
な
ど
に
加
工
さ
れ
た
り
、
さ
ら
に
佐
野
荘
内
番
頭
と
し
て
米

屋
が
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
こ
れ
ら
を
通
じ
て
地
域
市

場
で
売
買
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
中
家
は
、
荘
園
欄
的
職
の
体

系
に
支
え
ら
れ
た
分
業
体
系
に
半
ば
依
存
し
、
ま
た
地
域
約
市
場
に

半
ば
依
存
し
て
い
た
が
、
ま
さ
に
地
主
と
し
て
地
域
的
市
場
欄
の
独

自
的
な
形
成
を
促
し
つ
つ
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
中
家
と
堺
と
の
結
び
つ
き
が
当
然
考
え
ら
れ
る
が
そ
れ
を
直
接
に

示
す
史
料
は
な
い
。
た
だ
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
一
月
二
十
七
日
、

堺
商
人
銭
屋
か
ら
臼
根
郡
鶴
原
荘
内
に
あ
る
意
地
二
所
、
計
二
反
六

十
歩
（
加
地
子
合
計
二
石
一
升
分
）
を
簾
舞
二
十
四
石
で
買
得
し
て

　
⑲

い
る
。
堺
商
人
が
近
隣
荘
園
に
田
畠
を
買
得
し
加
地
子
を
集
積
し
て

い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
ま
た
堺
商
人
か
ら
加
地
子
名
職
を
買
得
し
て

い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
当
然
中
家
な
ど
上
層
擬
民
が
商
吊
流
通
・

高
利
貸
活
動
を
通
じ
て
堺
と
の
結
び
つ
き
が
な
い
と
は
云
え
な
い
。

ま
た
中
家
所
属
の
古
文
書
は
、
十
五
世
紀
ま
で
は
概
し
て
粗
末
な
紙

質
の
も
の
が
多
い
が
、
十
六
世
紀
に
な
る
と
守
護
代
が
麹
室
宛
行
状

に
使
用
し
た
紙
質
と
同
様
な
良
紙
と
な
っ
て
く
る
。
堺
と
の
つ
な
が

り
を
考
え
な
い
で
は
解
決
し
な
い
閥
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ

も
中
家
な
ど
が
薩
接
堺
商
入
と
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
、
永
禄
三
年
、

佐
野
荘
藤
田
氏
が
根
来
寺
か
ら
佐
野
金
銭
の
重
工
を
命
ぜ
ら
れ
て
い

る
し
、
儒
達
、
嘉
祥
寺
、
佐
野
、
近
木
な
ど
海
浜
に
点
在
す
る
農
民

的
商
人
や
船
主
な
ど
と
の
連
繋
を
保
ち
っ
っ
堺
そ
の
他
の
港
湾
都
市

と
接
触
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
麹
本
座
や
守
護

代
か
ら
の
麹
室
巌
頭
職
宛
行
は
、
も
ち
ろ
ん
麹
室
経
営
や
麹
、
味
囎
、
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酒
な
ど
の
販
売
に
あ
た
っ
て
は
封
鎖
的
な
商
業
圏
に
と
ど
め
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
が
、
米
穀
売
買
に
楽
っ
て
は
一
種
の
手
形
と
し
て
一
定
の

政
治
的
効
力
を
も
ち
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
混
乱
し
た
戦

国
時
代
に
あ
っ
て
、
商
業
活
動
を
支
え
る
も
の
は
、
商
人
慮
身
の
実

力
で
あ
り
、
他
地
域
の
商
人
団
と
の
連
繋
で
あ
る
。
紀
泉
両
圏
に
あ

っ
て
は
根
来
寺
を
そ
の
浮
島
と
す
る
こ
と
は
大
き
か
っ
た
が
、
こ
こ

で
物
資
運
送
集
団
と
し
て
の
未
解
放
部
落
民
と
の
結
び
つ
き
を
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
。

C
小
　
揺

　
今
迄
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
主
と
し
て
売
券
の
分
析
を
通
じ
て
で

あ
る
が
、
こ
の
分
析
に
は
大
き
な
し
か
も
決
定
的
な
欠
陥
が
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
売
券
は
中
家
に
集
積
さ
れ
た
も
の
と
い
う
意
味
で
、
や
は

り
農
民
願
の
動
向
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
地
主
階
級
と

再
生
産
不
可
能
な
弱
少
農
民
と
の
関
係
だ
け
を
、
お
も
に
示
す
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
る
。
売
券
は
多
数
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

し
て
小
作
人
と
し
て
登
場
す
る
人
物
は
多
く
、
ま
た
中
家
と
同
一
の

特
質
を
も
つ
地
主
階
級
は
、
た
と
え
墳
内
的
集
落
に
一
人
つ
つ
い
た

と
し
て
も
、
蒸
器
的
村
落
共
同
体
成
員
と
し
て
再
生
産
を
続
け
て
い

る
一
般
農
芸
は
そ
れ
に
数
十
倍
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
惣
村
の
中

核
で
あ
り
、
勤
労
農
民
の
中
枢
で
あ
り
、
惣
村
の
歴
史
を
変
革
的
に
前

進
さ
せ
て
い
る
。
昨
日
ま
で
柴
を
荷
い
で
泉
南
の
山
路
を
歩
く
賎
夫

が
、
京
都
の
能
師
も
及
ば
な
い
猿
楽
を
や
っ
て
の
け
る
、
豊
か
な
中
世

農
村
の
文
化
の
担
い
で
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
が
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
惣
村
が
荘
園
支
配
や
守
護
支
配
さ
ら
に
は
在

地
領
主
に
よ
る
支
配
と
闘
え
ば
闘
う
ほ
ど
、
「
分
裂
の
芽
ば
え
を
も
ま

た
た
く
ま
に
発
展
さ
せ
、
す
く
な
く
と
も
、
わ
き
た
つ
大
衆
の
な
か
の
、

め
い
め
い
の
全
生
活
状
態
に
よ
っ
て
、
ま
っ
こ
う
か
ら
対
立
し
あ
っ

て
い
る
構
成
部
分
を
ふ
た
た
び
ひ
き
さ
き
、
彼
ら
の
正
常
な
敵
対
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
地
位
に
た
ち
も
ど
ら
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
扁
。
　
す

な
わ
ち
、
村
落
共
同
体
の
土
地
所
有
と
ま
っ
こ
う
か
ら
対
立
し
て
く

る
地
主
的
土
地
所
有
こ
れ
で
あ
る
。

　
中
家
を
論
ず
る
の
に
も
一
つ
重
要
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
荘
園

年
貢
、
加
地
子
な
ど
を
微
集
す
る
代
診
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

野
荘
の
藤
田
十
郎
太
夫
が
根
来
寺
西
蔵
院
の
代
官
で
あ
っ
た
。
中
家

も
根
来
寺
華
字
院
に
子
弟
を
送
り
こ
ん
だ
が
、
同
時
に
成
真
院
の
熊

取
荘
及
び
そ
の
周
辺
の
荘
・
村
の
年
貢
・
加
地
子
を
微
冒
す
る
代
官

で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
な
る
ほ
ど
成
真
院
は
加
地
子
名
主
職
だ
け

を
所
有
し
、
地
主
階
級
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
根
来
寺
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は
本
来
、
荘
園
領
主
と
し
て
再
発
し
た
も
の
で
あ
っ
だ
こ
と
を
疑
う

わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

　
中
家
は
守
護
勢
に
よ
っ
て
二
村
が
攻
撃
を
う
け
た
と
き
、
近
隣
の

い
く
つ
か
の
惣
村
が
組
郷
に
結
集
し
て
こ
れ
に
抵
抗
す
る
時
、
一
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
積
極
的
な
役
割
を
果
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八

五
）
三
月
、
豊
臣
秀
吉
が
根
来
、
雑
賀
を
攻
撃
し
た
と
き
、
和
泉
の

農
民
は
根
来
、
雑
賀
と
一
揆
し
て
、
和
泉
国
南
郡
に
あ
っ
た
干
石
弓
、

期
中
、
積
善
寺
、
沢
の
四
城
に
割
拠
し
て
防
戦
し
た
。
そ
の
中
の
指

導
者
は
、
佐
野
十
郎
太
夫
、
奥
左
近
、
菊
左
近
、
上
之
郷
源
次
、
日

根
野
源
六
、
大
木
新
太
郎
、
西
左
近
、
若
左
近
な
ど
に
加
え
て
、
熊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

取
中
左
近
も
入
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
農
民
一
揆
の
背
後
に

は
紀
伊
國
守
護
畠
山
氏
と
、
ま
た
戦
国
大
名
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た

と
も
考
え
ら
れ
る
本
願
寺
が
あ
り
、
ま
た
徳
川
家
康
が
あ
る
。
し
か

し
、
農
民
一
揆
と
し
て
の
独
窩
性
を
重
な
っ
て
は
い
な
い
。
だ
が
反

面
、
そ
の
指
導
者
は
地
主
階
級
で
あ
り
、
農
奴
主
的
・
代
宮
的
側
面

を
拡
大
し
、
在
地
領
主
に
転
化
し
よ
う
と
い
う
運
動
方
向
を
拗
棄
し

た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
在
地
し
た
ま
ま
領
主
的
土
地
所
有
を
実

現
す
る
の
に
必
要
な
、
惣
村
全
体
の
生
産
力
を
一
般
的
に
高
め
る
い

か
な
る
機
能
も
独
自
に
は
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。

　
泉
南
地
方
の
地
主
階
級
が
、
高
利
貸
活
動
を
お
こ
な
い
、
加
地
子

収
奪
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
土
一
揆
を
指
導
こ
そ
す
れ
、
土
一
揆
の

攻
繋
を
受
け
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
。
根
来
寺
の
宗
教
的
権
威
が
あ

っ
た
か
ら
か
。
実
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
地
主
階
級
を
惣
村
の
な

か
で
支
配
階
級
と
し
て
支
え
る
兵
力
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
一
つ
は

心
音
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
未
解
放
部
落
民
に
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

　
熊
取
荘
近
辺
の
未
解
放
部
落
民
の
な
か
に
は
、
　
「
且
那
職
」
を
も

つ
も
の
が
あ
り
、
そ
の
権
利
が
売
買
さ
れ
、
そ
こ
に
加
地
子
得
分
が

　
　
　
　
　
㊥

発
生
し
て
い
る
。
こ
の
「
且
那
職
」
と
は
、
近
世
に
入
っ
て
和
泉
国

内
の
未
解
放
部
落
民
が
株
と
し
て
所
有
し
て
い
た
発
牛
馬
を
排
他
的

に
処
理
し
う
る
区
画
（
請
場
・
持
場
・
得
意
場
・
入
衡
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

る
）
の
占
有
権
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

賎
視
さ
れ
る
職
業
を
も
ち
、
未
解
放
部
落
が
「
宿
、
鳩
」
と
呼
ば
れ

て
、
本
宋
関
係
を
結
び
、
相
互
連
繋
を
保
ち
つ
つ
、
再
生
産
を
し
て

い
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
和
泉
国
爾
郡
、
日
根
郡
、
紀

伊
国
紀
ノ
川
流
域
の
未
解
放
部
落
民
保
有
の
田
畠
屋
敷
、
且
那
職

を
中
家
や
成
真
院
が
買
得
し
て
い
て
、
そ
の
数
は
全
売
券
の
う
ち
約

一
割
を
占
め
る
。
そ
れ
だ
け
彼
ら
の
再
生
産
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と

に
も
な
る
が
、
中
家
や
成
真
院
が
そ
の
よ
う
な
屋
敷
や
旦
那
職
を
買
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．惣酎の起源とその役割（上）　（三浦）

つ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
ら
が
賎
民
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
賎
民

を
隷
属
さ
せ
る
主
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
文
亀
二
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
佐
藤
惣
兵
衛
な
る
も
の
に

率
い
ら
れ
た
撰
者
の
徒
党
が
、
和
泉
国
臼
根
郡
の
農
民
に
重
苦
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

圧
力
を
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
盗
者
は
、
根
来
寺
や
神
事
寺
の

小
法
師
が
多
か
っ
た
が
、
彼
ら
は
自
分
の
村
を
追
い
散
ら
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
近
江
堅
田
惣
に
還
住
で
き
な
か
っ
た
枠
を
思

い
出
す
が
、
野
村
的
村
落
共
同
体
の
歴
史
的
発
展
段
階
に
あ
っ
て
、

農
民
と
し
て
再
生
産
を
断
た
れ
た
些
少
昆
の
～
つ
の
行
方
は
、
「
枠
」

「
盗
者
」
　
「
賎
民
」
で
あ
り
、
彼
ら
は
再
生
産
を
、
農
業
日
雇
層
と

し
て
地
主
、
農
奴
主
の
農
業
経
営
に
参
加
す
る
か
、
物
資
輸
送
集
団

と
し
て
代
官
や
座
頭
に
雇
仕
さ
れ
る
か
、
そ
し
て
惣
村
防
衛
に
墨
っ

て
は
惣
村
全
体
の
傭
…
兵
に
、
そ
し
て
地
主
・
農
奴
主
階
級
の
頽
廃
的

な
兵
力
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
は
名
草
郡
鳴

神
村
有
馬
墨
田
の
条
で
「
天
正
十
三
年
、
豊
太
閤
太
田
城
水
攻
め
の

時
、
岩
橋
荘
鎌
子
地
名
の
下
直
堤
を
築
き
て
最
も
力
を
尽
せ
り
、
　
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
属
地
を
与
へ
て
こ
れ
に
居
ら
し
む
。
こ
れ
よ
り
臓
多
村
と
な
る
」

と
あ
る
。
居
児
睡
賎
民
が
軍
事
力
の
一
気
を
蔵
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と

億
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
栄
解
放
部
落
の
起
源
が
豊
臣
秀
吉
と

の
関
係
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
起
源
は
惣
村
の
歴
史
の
な
か

に
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
地
主
的
土
地
所
有
が
惣
的
村
落
共
同
体
と
矛
盾
を
激
化
す
る
過
程

が
盲
嚢
の
起
源
で
あ
軌
、
岡
時
に
未
解
放
部
落
の
起
源
で
も
あ
っ
た
。

慶
長
十
一
二
年
（
一
六
〇
八
）
十
二
月
の
近
江
国
宇
治
川
原
村
惣
の
「
条

々
事
書
」
の
一
ケ
条
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藍
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
買
）

　
一
、
先
年
い
つ
ミ
村
之
か
わ
た
柚
へ
参
候
て
、
年
よ
り
隼
を
か
い
盤
て
罷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捧
V

　
　
帰
り
四
時
、
彼
下
河
原
に
て
こ
し
ぬ
け
候
を
、
は
う
を
入
、
に
な
い
験

　
　
　
　
　
　
（
三
昧
）

　
　
て
植
村
之
さ
ん
ま
い
へ
参
候
を
、
宇
治
川
原
の
与
七
郎
と
申
内
匠
付
候

　
　
て
、
何
と
て
此
牛
ハ
に
な
い
穿
て
参
行
候
と
、
と
か
め
候
ヘ
ハ
、
牛
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
治
）
　
　
　
　
　
（
皮
田
）

　
　
た
ひ
れ
熱
間
、
如
下
仕
繋
縛
候
を
、
う
ち
川
原
ノ
か
わ
た
又
と
申
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
難
）

　
　
二
つ
け
し
ら
せ
候
ヘ
ハ
、
お
い
か
け
申
や
う
二
、
此
方
下
河
原
に
て
は

　
　
う
を
入
に
な
い
候
て
参
り
候
儀
、
不
及
覚
悟
由
申
、
い
ろ
く
せ
ん
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皮
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皮
田
）

　
　
く
二
勝
成
、
郡
中
歯
か
わ
た
へ
上
候
ヘ
ハ
悉
≧
か
わ
た
罷
嵜
異
見
句
様

　
　
　
　
（
宇
治
）

　
　
二
、
う
ち
川
原
領
之
下
河
原
左
に
な
い
越
喉
籏
越
度
之
由
二
て
、
い
つ

　
　
　
　
（
皮
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皮
田
）

　
　
ミ
の
か
わ
た
左
宇
治
川
原
論
か
わ
た
又
と
申
も
の
へ
樽
を
入
、
礼
を
申

　
　
さ
せ
候
、
動
与
七
郎
見
付
候
て
、
し
ら
せ
候
儀
ま
ん
そ
く
之
由
申
候
て
、

　
　
か
わ
た
の
又
と
申
者
ク
い
は
ら
か
り
の
手
ふ
く
ろ
一
つ
く
れ
申
候
（
下

　
　
㊥

　
　
略
）
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下
河
原
を
い
わ
ば
持
腸
と
す
る
賎
民
又
の
動
き
が
注
目
さ
れ
る
が
、

特
に
、
国
人
に
よ
る
支
配
か
ら
は
な
れ
て
も
は
や
農
罠
的
な
一
中
惣

と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
惣
か
ら
排
除
さ
れ
な
が
ら
、
こ
れ
に
対

置
さ
れ
て
郡
中
惣
園
田
の
組
織
が
あ
る
こ
と
に
注
鼠
さ
れ
る
。
そ

し
て
そ
の
起
源
は
郡
中
裁
の
形
成
と
と
も
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る

ま
画
・

　
こ
の
よ
う
な
未
解
放
部
落
民
を
ま
さ
に
賎
民
と
し
て
惣
村
か
ら
排

除
す
る
こ
と
に
手
を
か
し
、
彼
ら
を
衛
兵
に
使
い
、
頼
み
に
す
る
こ

と
だ
け
で
、
地
主
階
級
は
農
民
身
分
で
あ
り
、
も
と
も
と
土
一
揆
と

い
う
変
革
的
な
運
動
を
指
導
し
な
が
ら
、
そ
の
全
体
の
歴
史
を
歪
齢

す
る
役
割
を
果
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
宝
月
圭
暑
氏
「
中
世
の
産
業
と
技
術
」
（
岩
波
講
窪
『
北
本
歴
史
隠
中
世
四
）
、

　
古
島
敏
雄
氏
『
日
本
農
業
按
術
史
』
上
（
第
四
章
中
世
後
湘
川
の
農
業
枝
術
“

②
戸
田
芳
実
氏
「
中
世
の
封
建
領
主
舗
」
（
岩
波
講
座
蝿
日
本
歴
史
脳
中
批
二
）

③
黒
田
俊
雄
氏
「
村
落
共
同
体
の
中
世
的
特
質
」
（
清
水
・
会
田
編
『
封
建
駄
会

　
と
三
岡
体
輪
所
収
）

④
　
エ
藤
敬
「
氏
「
霧
本
中
批
の
土
地
所
有
の
理
解
に
つ
い
て
」
　
（
『
歴
禅
学
研
究
』

　
二
四
二
弩
）
が
そ
の
全
毅
的
構
遊
に
つ
い
て
の
べ
、
大
山
喬
平
氏
「
国
街
領
に
お

　
け
る
領
主
鋤
の
形
成
」
　
（
『
史
林
騙
四
三
巻
一
署
）
罰
氏
の
「
B
本
中
世
の
労
働

　
編
成
一
拳
概
と
閤
発
労
働
の
場
合
－
」
　
（
『
日
本
史
研
究
』
五
六
号
）
さ
ら

　
に
酷
田
次
郎
氏
「
在
地
領
主
儲
の
展
開
と
鎌
倉
蕎
法
一
下
地
分
製
法
の
成
立

　
の
法
史
雨
意
義
一
」
　
（
稲
垣
・
永
原
編
鴨
中
世
の
敏
会
と
経
済
駈
所
書
）
な
ど

　
は
、
主
と
し
て
在
地
領
主
鋤
成
立
展
魍
と
勧
饅
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
黒
照
俊

　
雄
氏
は
「
鎌
倉
賭
代
の
荘
園
の
勧
農
と
農
奴
矯
の
構
戒
」
（
『
騰
史
学
研
究
』
二
六

　
一
・
二
六
二
号
）
で
蓑
圏
支
配
の
中
で
の
勧
濃
の
役
割
を
分
栃
し
て
い
る
。

⑤
大
阪
府
泉
南
郡
熊
取
町
中
克
彦
疑
所
蔵
文
書
は
、
か
つ
て
「
中
氏
文
書
」
と
し

　
て
そ
の
ご
く
一
藩
が
影
写
さ
れ
現
在
京
都
大
学
文
学
都
園
史
研
究
室
に
影
写
本
と

　
し
て
架
藏
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
の
分
析
を
通
じ
た
研
究
と
し
て
は
、
黒
賑
俊

　
雄
幾
門
畿
内
荘
園
に
お
け
る
在
地
の
緒
…
関
係
し
（
『
周
本
史
研
究
』
一
七
号
）
と
宮

　
辮
満
氏
『
太
閤
検
地
論
臨
第
一
部
（
三
〇
七
頁
）
に
そ
の
一
部
を
、
ま
た
簡
灘
に

　
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
一
昨
年
、
そ
の
影
写
本
に
数
倍
し
、
含

計
約
千
点
に
及
ぶ
鎌
倉
時
代
末
か
ら
江
照
初
期
に
い
た
る
売
券
を
主
と
し
た
文
書

　
を
発
見
し
た
。
そ
れ
は
中
家
自
身
の
も
の
と
中
家
か
ら
根
来
専
成
二
院
に
入
寺
し

　
て
い
た
僧
が
、
天
正
十
三
年
秀
吉
に
楓
来
寺
が
破
却
さ
れ
た
以
後
、
生
家
に
隠
棲

　
す
る
に
当
っ
て
持
ち
か
え
っ
た
根
来
寺
成
朝
毎
関
係
の
文
講
で
あ
る
。
あ
る
い
は

持
ち
帰
っ
た
と
い
う
・
ぢ
、
根
来
寺
成
真
院
代
官
で
あ
っ
た
中
家
停
。
と
も
と
保

　
管
さ
れ
て
い
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
中
家
文
霞
は
、
鎌
倉
時

　
代
末
期
以
後
、
と
く
に
根
来
一
揆
が
も
っ
と
も
華
や
か
で
あ
っ
た
十
六
撤
紀
の
文

　
書
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
散
逸
少
な
く
そ
の
全
体
の
動
向
を
か
な
り
正

　
確
に
億
え
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
餓
国
時
代
根
来
寺
そ
の
も
の
は
、
紀
泉
地
方

　
に
お
い
て
そ
れ
自
体
戦
国
大
名
た
る
側
面
を
も
ち
、
成
輿
院
々
主
大
納
言
坊
も
、

　
天
正
十
三
年
根
来
寺
破
滅
後
一
時
穏
棲
は
す
る
が
、
徳
川
幕
二
三
擬
が
確
立
す
る

　
過
程
で
岸
和
田
域
を
支
え
る
徳
川
方
二
士
根
来
二
重
と
な
り
、
の
ち
江
戸
に
移
っ

　
て
旗
本
と
な
っ
て
い
る
（
瞥
坤
政
重
修
諸
家
謙
脚
チ
六
十
九
）
。
　
中
家
も
ま
た
根
来
寺

　
を
支
え
る
有
力
な
土
豪
麟
雪
颪
を
も
つ
。
し
か
し
『
致
墓
義
塾
引
付
隠
文
亀
二
年

　
七
月
二
十
九
霞
石
に
、
九
条
家
傾
で
中
家
本
貫
の
熊
取
荘
［
に
南
接
す
る
日
根
野
村

　
・
入
山
田
村
の
代
窟
職
を
も
っ
た
こ
と
も
あ
る
熊
取
荘
下
司
高
田
氏
の
内
者
藤
腿
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（≧欝）惣越の起源とその役割（上）

　
有
次
が
み
え
る
が
、
こ
の
藤
露
氏
と
彙
報
は
縁
籍
…
闘
係
に
あ
っ
た
と
い
」
、
両
家

　
は
ほ
貸
中
世
家
に
お
い
て
も
同
等
な
村
落
内
凶
、
の
地
位
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

　
守
護
給
入
と
し
て
の
在
地
領
紅
筆
で
も
な
け
れ
ば
下
司
代
官
な
ど
と
し
て
荘
園
領

　
主
的
職
に
直
接
つ
な
が
っ
て
熊
取
荘
を
支
配
す
る
立
場
に
も
な
い
。
基
本
的
に
は

　
爲
本
中
世
の
荘
園
鰯
的
な
身
分
編
成
の
も
と
で
は
、
艇
罠
身
分
で
あ
っ
た
と
み
て

　
よ
か
ろ
う
。

　
　
中
象
文
書
の
完
全
な
分
析
は
現
在
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
そ

　
の
成
渠
の
一
部
を
紹
介
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

⑥
『
政
基
公
旅
引
付
翫
文
亀
三
年
十
月
二
十
五
日
条
で
、
購
根
野
荘
東
方
に
対
し

　
て
鼠
方
が
年
賞
催
促
を
お
こ
な
っ
た
と
あ
る
が
、
岡
月
二
十
九
疑
条
で
、
そ
れ
が

　
守
護
方
を
指
す
も
の
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

⑦
．
『
政
基
公
旅
引
付
』
文
亀
元
年
三
月
二
十
七
麟
以
前
の
条
、
同
月
二
十
九
日
条

　
な
ど
参
照
。

⑧
『
政
基
公
旅
引
付
隠
永
正
元
年
四
月
査
臼
条
に
「
熊
取
之
給
入
共
之
館
両
三
ケ
膀

魏
惇
馬
松
繋
焼
撃
」
と
あ
り
、
切
な
－
と
も
二
三
の
守
護
焚
が

　
い
た
よ
う
に
も
と
ら
れ
る
が
、
行
松
の
館
は
「
中
家
文
欝
」
調
査
の
限
り
で
は

　
「
大
垣
内
」
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
一
入
が
数
ケ
所
に
館
を
構
え
て
い
た
可
能

　
性
が
あ
る
。
　
「
シ
ュ
ソ
チ
」
に
つ
い
て
は
い
ま
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

　
「
食
野
家
文
漁
a
（
鰻
衆
佐
野
市
史
』
史
料
篇
飯
収
）
に
も
当
時
の
売
W
券
多
く
、
そ

　
の
中
に
「
公
方
」
に
当
る
記
載
部
分
に
、
公
方
と
は
明
記
し
て
な
い
が
「
多
賀

　
殿
御
方
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
二
五
四
．
一
五
五
母
文
書
）
。
　
こ

　
の
多
賀
氏
も
守
護
被
官
と
し
て
佐
野
荘
内
に
館
を
構
え
て
い
る
こ
と
は
『
政
基
公

　
旅
引
付
』
文
亀
三
年
五
月
十
六
疑
条
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

⑧
熊
取
町
基
壇
内
に
あ
る
大
森
神
靴
の
こ
と
で
あ
る
。
同
神
社
の
境
内
を
流
れ
る

　
見
鯉
川
に
か
＼
る
橋
を
大
宮
橋
と
呼
ん
で
い
る
。

⑨
熊
藪
町
野
田
成
合
に
あ
っ
た
菅
原
聖
誕
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
明
治
四
十
一
年
九

　
月
、
小
垣
内
の
大
森
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
。
中
盛
彬
著
篇
．
か
り
そ
め
の
ひ
と
り
ご

　
と
』
七
一
門
熊
取
谷
野
田
村
の
天
神
」
に
慶
長
十
八
年
当
時
、
中
家
が
宮
座
の
頭

　
役
的
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
史
料
で
示
さ
れ
て
い
る
。

⑩
　
「
中
家
文
書
」

⑪
　
笠
原
一
男
氏
『
莫
宗
に
お
け
る
異
端
の
系
譜
』
の
巻
末
に
附
録
と
し
て
飯
収
さ

　
れ
て
い
る
。

⑫
享
禄
二
年
十
二
月
二
十
四
臼
、
行
松
盛
吉
田
地
売
券

⑬
　
　
『
太
閤
地
検
論
第
一
部
恥
　
（
二
〇
三
頁
）

⑭
　
鵡
閉
掲
『
北
山
黙
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
払
磯
文
』

⑯
｝
黒
州
藏
則
氏
　
「
十
五
・
十
六
世
紀
の
農
三
岡
題
」
　
（
『
臼
本
史
研
究
』
七
一

　
号
）

⑯
　
当
時
の
売
券
の
特
徴
と
し
て
、
売
買
さ
れ
る
腿
地
の
面
蟄
を
表
示
せ
ず
二
所
」

　
と
記
す
も
の
が
多
い
か
ら
、
矯
畠
爾
蟄
の
集
計
値
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

　
ま
た
買
得
者
が
加
地
子
名
主
職
を
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
加
地
子
搬

　
を
注
記
し
な
い
も
の
も
多
く
、
こ
の
集
計
も
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
藏
米
銭
は
ほ

　
と
ん
ど
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
中
家
や
戒
翼
院
が
田
畑
の
加
地
子
名
主
職
集
穣
過

　
程
で
投
じ
た
米
銭
の
集
計
は
か
な
り
正
確
に
出
せ
る
。
し
か
し
後
述
す
る
が
、
中

　
家
・
成
真
白
は
一
方
で
高
利
貸
を
鴬
み
、
こ
の
売
券
も
実
は
質
流
れ
に
当
る
も
の

　
が
か
な
り
あ
る
と
思
わ
れ
、
か
れ
ら
が
投
じ
た
高
利
貸
資
本
は
こ
れ
に
数
倍
す
る

　
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
　
こ
の
米
銭
商
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
実
効
を
も
つ
も
の
か
に
つ
い
て
適
確
な

　
材
料
は
な
い
が
、
　
『
政
最
期
旅
引
付
』
永
正
元
年
閏
三
月
二
．
三
・
四
日
条
に
よ

　
る
と
、
盗
犯
の
罰
に
よ
り
処
罪
さ
れ
た
入
山
田
荘
の
中
核
的
農
民
正
円
右
馬
は
、

　
田
二
反
十
八
歩
、
畠
九
十
歩
、
二
百
八
十
歩
の
麗
敷
地
を
も
ち
、
家
族
は
右
馬
本

　
人
と
十
圏
才
の
女
子
以
下
三
人
の
子
供
が
い
る
。
そ
の
死
罪
後
の
跡
職
を
売
質
す

　
れ
ば
一
工
・
四
十
貫
に
梱
算
す
る
で
あ
ろ
う
と
番
頭
は
述
べ
て
い
る
。
倶
し
こ
れ
は
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直
接
耕
作
権
を
も
含
め
た
値
毅
で
あ
る
か
ら
、
加
地
子
名
主
職
の
場
合
と
は
性
質

　
を
異
に
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
成
真
髄
の
も
の
が
永
正
七
年
以
前
に
な
い
の
は
、
加
地
子
名
主
職
を
買
得
し
て

　
い
な
い
と
か
、
売
券
を
紛
失
し
た
と
か
い
う
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
後
に
中
家
の

　
子
弟
が
根
来
寺
成
真
院
に
入
寺
し
て
、
成
二
院
が
中
家
の
氏
人
と
し
て
こ
の
段
階

　
に
戒
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
ヶ
と
思
わ
れ
る
。

⑰
熊
取
町
小
谷
に
あ
る
法
雲
山
興
蔵
導
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
弘
安
五
年
紀
州
由
良

　
興
国
寺
の
法
燈
鼠
師
の
瀾
墓
と
い
玉
、
臨
済
宗
妙
心
寺
宋
。
天
文
年
中
三
好
光
親

　
が
こ
玉
に
城
を
築
い
た
が
、
そ
の
た
め
天
正
十
三
年
根
来
寺
の
僧
の
攻
撃
を
う
け

　
焼
失
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
（
井
上
正
雄
氏
『
大
阪
府
全
志
脳
巻
五
、
八
八

　
五
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
浦
）

⑱
（
端
襲
書
）
「
ヲ
ウ
ラ
ヨ
リ
」

　
（
附
箋
）
　
「
井
ケ
ク
ヒ
ノ
徳
…
門
大
郎
力
田
ア
ケ
ル
ト
キ
ワ
ピ
コ
ト
」

　
と
あ
り
、
附
箋
の
「
田
ア
ケ
ル
ト
キ
」
と
は
田
没
収
、
す
な
わ
ち
耕
作
梅
の
没
収

　
を
意
味
す
る
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑲
「
本
米
」
と
表
現
し
て
あ
る
と
本
年
貢
米
の
略
と
も
と
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、

　
成
真
院
が
熊
取
荘
で
も
つ
の
ば
加
地
子
分
が
そ
の
殆
ん
ど
を
占
め
て
い
る
の
で
加

　
地
子
分
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
あ
つ
か
い
衆
の
～
人
と
し
て
無
名
す
る
大
浦
衛
門

　
太
郎
は
前
項
で
述
べ
た
加
地
子
末
日
に
よ
り
耕
作
権
を
没
収
さ
れ
よ
う
と
し
た
衛

　
門
太
郎
と
岡
一
入
物
で
あ
る
。

⑳
　
こ
の
壇
内
が
中
家
で
あ
る
の
か
、
ク
ホ
又
五
郎
ー
ミ
ラ
カ
源
三
郎
の
居
住
す
る

　
壇
内
全
員
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
な
い
。

⑳
　
明
治
二
十
二
年
四
月
、
町
村
制
施
行
と
と
も
に
熊
取
村
に
合
併
し
大
字
久
保
と

　
な
っ
た
が
、
そ
の
中
の
小
字
に
久
保
・
宮
・
大
浦
・
瀦
罎
・
上
高
国
・
下
高
田
が

　
あ
り
、
江
戸
時
代
の
村
高
は
一
、
二
五
三
祷
二
七
〇
三
で
あ
り
、
熊
取
村
全
体
の

　
約
四
分
一
以
上
を
占
め
て
い
る
。

㊧
　
こ
の
章
の
註
⑤
で
、
熊
取
荘
下
司
高
田
内
者
藤
田
有
次
と
い
う
も
の
を
紹
介
し

　
た
が
、
こ
の
内
青
と
は
奏
老
・
又
代
官
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
り
、
こ
の
中
家

　
の
内
藩
と
は
内
容
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

⑱
　
掩
薄
霧
作
氏
所
蔵
文
書
（
宮
川
満
氏
『
太
閤
検
地
論
点
第
三
部
収
録
。
二
七
六

　
頁
以
下
）

⑭
　
　
『
政
基
公
旅
引
付
』
文
亀
二
年
十
月
合
薬
条

お
　
　
「
公
卿
補
任
」
大
永
八
年
絨
の
項
参
照

⑳
　
　
『
政
基
公
旅
引
付
』
文
亀
三
年
五
月
二
日
条

⑳
　
　
『
親
元
翔
一
別
録
』
文
明
九
年
四
月
十
田
条
、
文
明
十
年
八
鍔
二
十
五
臼
条

鐙
　
注
⑤
に
あ
げ
た
『
日
本
史
研
究
隔
一
七
琴
論
文

⑳
　
　
「
本
葺
奪
跡
轡
」

⑳
　
新
行
紀
一
氏
　
「
一
向
一
揆
の
墓
礎
構
造
一
近
江
醐
堅
田
を
中
心
に
一
」

　
（
『
鷹
史
学
研
究
』
二
九
一
号
）

⑳
　
松
本
新
八
郎
氏
「
室
町
末
期
の
結
城
革
偏
　
（
『
中
世
社
会
の
研
究
騙
三
九
六
頁
）
。

　
『
頁
丈
雑
配
耳
隠
は
「
か
せ
者
と
養
ふ
ハ
小
藩
と
書
く
、
　
一
向
い
や
し
き
雑
役
の

　
人
夫
也
」
と
い
玉
『
松
屋
筆
記
一
臨
で
は
、
　
「
按
二
、
襲
弊
ハ
、
カ
セ
グ
と
同
じ

　
人
柄
筋
冒
に
も
よ
ら
ず
、
み
ず
か
ら
か
せ
ぎ
て
立
身
秘
す
る
も
の
を
カ
セ
モ
ノ
之

　
ハ
い
へ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
本
福
寺
由
来
記
」

⑬
　
石
田
蕪
人
血
、
前
掲
岩
波
講
座
㎎
日
本
歴
史
』
論
文

⑭
）
松
本
新
八
郎
氏
「
郷
村
制
の
成
立
」
　
（
『
中
世
社
会
の
研
究
』
三
七
〇
頁
以
下
）

㊧
　
大
山
喬
平
氏
「
中
世
史
研
究
の
一
視
角
」
　
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
　
一

　
〇
九
号
）

　
　
京
都
北
野
社
の
麹
生
産
の
独
占
は
有
名
で
あ
り
（
豊
田
武
氏
『
中
世
日
本
商
業

　
史
の
研
究
』
一
賜
九
・
四
一
九
頁
）
ま
た
大
和
鼠
麹
室
座
は
室
町
時
代
単
座
が
あ

　
っ
て
、
籔
内
の
専
売
地
域
を
分
割
し
、
ま
た
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
争
い
も
あ
っ
た
（
脇

　
田
晴
子
氏
「
中
世
大
和
に
お
け
る
商
品
経
済
あ
発
展
」
　
『
史
林
』
四
七
巻
四
号
）

⑰
　
遊
亭
々
氏
門
前
掲
書
」
　
（
ゴ
ニ
九
頁
）
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（一浦）孤村の趨源とその役割（上）

⑲
　
　
『
和
泉
市
史
』
一
巻
（
三
一
一
頁
）

⑲
　
堅
田
衆
も
湖
上
の
諸
浦
に
た
い
す
る
上
粟
権
を
灰
有
し
、
そ
の
支
配
す
る
浦
を

　
「
タ
チ
ハ
」
と
称
し
て
い
た
。
　
「
上
乗
ヲ
ウ
ジ
カ
イ
ニ
シ
テ
、
タ
チ
ハ
タ
チ
ハ
ヲ

　
サ
ウ
コ
ク
シ
テ
、
命
～
ヲ
果
ニ
ト
度
々
ナ
リ
」
　
（
本
福
寺
跡
書
）

⑩
　
京
都
大
学
影
写
本
「
中
家
文
書
」

⑳
　
「
中
家
文
書
」

　
　
請
取
新
頭
之
事

　
　
合
評
荷

　
右
件
之
飯
室
者
B
恨
野
村
宮
内
二
郎
先
祖
糊
倭
之
私
領
也
、
但
立
場
者
長
滝
・
安

　
松
・
綴
本
・
吉
見
・
嘉
祥
寺
・
新
家
・
菟
出
也
、
任
先
例
、
知
行
不
可
有
姻
違
者

　
也
、
価
難
件

　
　
　
享
禄
三
無
二
早
腎
　
　
　
矯
r
押
）

　
文
書
形
式
と
し
て
は
、
講
取
状
と
宛
行
状
を
兼
ね
て
い
る
。
洛
中
洛
外
の
麹
室
か

　
ら
三
割
の
運
上
を
と
っ
て
西
京
麹
座
神
人
が
神
事
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知

　
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
」
で
も
榔
泉
守
護
代
が
麹
室
に
補
任
料
を
と
っ
て
、
こ
れ
を

　
支
配
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
松
浦
守
に
つ
い
て
は
『
政
塞
公

　
旅
引
付
隔
に
散
見
さ
れ
る
（
文
亀
二
年
十
月
二
十
六
日
条
な
ど
）
。

⑲
　
「
中
家
文
書
」

衝
　
「
中
家
文
書
…
」
。
な
お
こ
の
文
書
の
負
挺
部
分
に
は
次
の
よ
う
な
紀
載
が
あ
る
。

今
奪
響
饗
釜
斐
訟
肇
公
翫
。
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ネ
が
ツ
十
九
ウ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
米
）
　
　
（
粟
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ワ
マ
イ
ユ
ァ
ハ
一
斗
四
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
夏
ム
キ
一
斗
四
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
宴
銭
百
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
鱗
銭
五
十
文

き
わ
め
て
詳
細
な
負
担
記
入
で
あ
ウ
、
窒
屋
平
五
郎
自
身
が
耕
作
に
参
加
し
て
い

る
可
能
性
も
大
き
い
。

i繊　　典
中家文書

　1！

　11

　1！

　ll

　11

　1！

　11

　11

食野家文書

　11

所1職名1号1場年

耕地売却

　1！

　11

番頭

耕地売却

　11

　ク
　！！

耕地売貿の日入入

耕地売買

番頭

屋
歴
屋
屋
歴
屋
菱
屋
屋
歴
屋

　
　
　
器
器
　
麺
冶
　
冶

飴
茶
茶
土
葬
鮒
索
鍛
桶
鍛
米

僑達庄山田

鶴凍庄

鷹1票庄虻

田根野村傾家方

熊取庄箕吉田村

鶴原庄

近木庄

　ク
熊取庄

佐野庄

佐野庄？

麦k喜1　（1526）

天文1（1532）

天文3（1534）

三天三文6（1537）

天文11（1542）

！i　11（　ii　）

ii　11（　！i　）

！！　11（　i！　）

ii　19（1550）

ii　19（　i！　）

ラ己で邑3　（1572）

⑮
　
呪
政
基
公
旅
引
付
日
文
亀
三

　
響
応
肩
五
疑
条
に
よ
れ
ば
入
山

　
蜀
荘
に
灰
塵
衆
四
十
平
入
が
お

　
り
、
整
に
舶
議
し
な
い
と
入
由

　
田
村
内
の
繊
で
灰
を
焼
く
こ
と

　
は
で
き
な
か
っ
た
◎

懇
　
　
『
政
墨
書
旅
引
付
』
文
亀
元

　
年
六
【
月
謝
・
七
罠
ん
粂

⑰
　
脇
田
修
氏
『
近
世
封
建
社
会

　
の
経
済
構
造
』
　
（
二
八
八
頁
）

⑲
　
「
中
家
文
書
」

⑭
　
　
『
政
基
公
旅
行
付
隔
文
亀
元

　
年
八
鍔
十
五
三
条

⑪
　
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
ド
イ
ツ
農
民

　
戦
争
』
　
（
三
民
文
庫
本
八
九
～

　
九
〇
頁
）

⑫
　
　
『
衆
佐
軒
瓢
巾
史
』
　
（
一
五
山
ハ

　
頁
）

⑬
　
　
『
政
基
公
旅
引
付
』
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Origin　of　S6son惣村and　its　Role

　　　　　by

I〈eiichi　Miura

　　Sδson惣門in　the　province　of　Izumi和泉，　in　company　with　Negoro－

sh食根来衆and　Saika－shCi雑賀衆of　Kisha紀州，　had　rebeled　against　the

Hosokawa細川clan　of　Shugo守護，　Miyoshi三好clan　of　Sengoku－dal－

my6戦國大名，　and　also　against　the　Oda織田and　the　Toyotomi豊臣

clans　nearly　one　hundred　years　acound．

　　This　article　explains　the　historical　development　of　S6son　for　about

one　hundred　years，　as　a　researching　material　of　’the　S6son　in　the　Kuma－

tori熊取manor，　Hine日根county　and　Nakamura中村in　the　Wakamatsu

若松manor，　Otori大鳥coL　ntY　of　the　Izumi和泉province，　through　the

study　of　landholdings，　circulation　of　goods，　activity　of　usury，　and　cons－

titution　of　rallks；　considering　on　a　viewpoint　of　the　peasanery　the

historical　achlevement　which　mediaeval　’peasants　had　won　and　the　pro－

biems　they　had　to　carry　on　their　bacl〈　as　a　remainect　task　to　overcoine．

Reception　and　Imposition　in　the　Ch甑一T‘ien　Law均田法

Short　a玉lowance　of　K‘ou－fSn－t‘ien口分田in　the

Tun－huang　Chi－chang－hu・chi敦燵計帳戸籍and
　　　　the　treatment　of　Ting－nan　T男

by

Genyu　Nishim“ra

　　It　has　been　already　pointed　out　that　the　rate　of　receiviRg　the　K‘ou－

fen－t‘圭en口分田was　Iow　in　the　census　registrat圭on　of　Tun－huang導爆

圭nthe　era　when　ChUn－t‘呈en均田system　was　enforced；and　accord圭ng

to　our　recent　accounting　of　reception　items　in　the　census　records，　the

receiv圭ng　rates　of　K‘o－hu課戸with　Ting－nan了男who　were　the　main

．object．of　Pan－t‘ien班田or　Wei－shih－hu衛士戸，　have　been　proved　to

generally　be　low，　which，　at　a　glance，　may　be　incomprehensible：　But

judging　from　the　accompanlment　of　ChUn－t‘ien　system　with　the　distance

between　the　poor　and　the　rich　from　the　beginning，　the　heavy　imposition

of　military　service　in　the　frontier　with　many　heavy　labour　works　which

（318）


