
tま

得
宗
家
の
支
配
構
造

じ

め

鎌
倉
時
代
、
得
宗
家
を
中
心
と
す
る
北
条
氏
は
、
全
国
に
わ
た
っ
て
膨
大
な

所
領
を
も
ち
、
多
く
の
被
官
を
擁
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
得
宗
領
が
、
軍
事

(
1
)
 

上
・
交
通
上
の
要
衝
に
数
多
く
存
在
し
た
こ
と
も
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

北
条
氏
、
と
く
に
そ
の
嫡
流
家
と
し
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
得
宗

家
が
、
全
国
各
地
の
所
領
と
被
官
た
ち
を
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
で
支
配
・
把
握

し
て
い
た
の
か
、
こ
れ
は
、
北
条
氏
・
得
宗
家
の
鎌
倉
時
代
に
果
た
し
た
歴
史

的
役
割
の
大
き
さ
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
た
御
家
人
の
所
領
支
配
の
あ
り
か
た
を

知
る
一
例
と
し
て
も
、
重
要
な
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
佐
藤
進
一
氏
が
得
宗
家
の
三
つ
の

(
2
)
 

家
政
機
関
(
公
文
所
・
得
宗
方
・
御
内
侍
所
)
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
た
の
を
端

緒
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
る
。
奥
富
敬
之
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
政
機

関
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
、
公
文
所
は
得
宗
領
の
貢
納
な
ど
得
宗
家
の
経

泉

宙
Jt!.l、

聖

済
基
盤
の
支
配
を
つ
か
さ
ど
り
、
得
宗
方
は
得
宗
領
お
よ
び
得
宗
被
官
ど
う
し

の
聞
に
行
な
わ
れ
た
訴
訟
を
取
り
扱
い
、
御
内
侍
所
は
御
内
人
(
得
宗
被
官
)

を
人
的
に
支
配
統
轄
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
、
得
宗
家
の
家
政
機
関
の
概
要

が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
入
間
田
宣
夫
氏
は
、
得
宗
領
が
鎌
倉

の
得
宗
家
公
文
所
を
頂
点
と
し
て
一
元
的
に
管
理
統
制
さ
れ
て
お
り
、
公
文
所

!
政
所
(
各
所
領
に
設
置
さ
れ
、
年
貢
・
公
事
等
の
徴
収
と
い
っ
た
所
領
個
々

の
実
際
の
経
営
を
担
当
)
|
地
頭
代
(
給
主
)
と
い
う
非
常
に
中
央
集
権
的
・

官
僚
的
な
支
配
管
理
方
式
が
と
ら
れ
て
い
て
、
当
時
の
荘
園
制
の
支
配
方
式
と

非
常
に
近
似
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
、
ま
た
そ
の
ほ
か
に
、
公
文
所

i
頭
人

(4) 

i
寄
子
と
い
う
支
配
の
方
式
の
存
在
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
田
村
浩

氏
に
よ
っ
て
、
得
宗
家
の
守
護
分
国
支
配
と
い
う
視
角
か
ら
、
得
宗
家
公
文
所

(
5
)
 

の
所
務
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
従
来
の
研
究
は
、
主
に
得
宗
家
の
経
済
基
盤
と
し
て
の
得
宗
領
、

と
い
う
視
点
か
ら
得
宗
家
の
支
配
の
あ
り
か
た
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
得
宗
領
の
支
配
を
問
題
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
年
貢
の
徴
収
・
支
出
と

得宗家の支配構造17 



い
っ
た
経
済
的
支
配
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
得
宗
領
内
の
人
々
の
掌

握
や
得
宗
領
支
配
を
支
え
た
得
宗
被
官
た
ち
の
組
織
化
等
、
人
的
支
配
の
側
面

も
見
逃
せ
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
従
来
見
落
と
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
こ
う
し
た
問
題
に
よ
り

注
目
し
て
、
得
宗
権
力
の
基
盤
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
明
ら
か
に
し
た
い
。
具

〈

6
)

体
的
に
は
、
ま
ず
得
宗
家
が
家
政
支
配
の
た
め
に
発
給
し
た
文
書
(
以
下
、
得

宗
家
発
給
文
書
と
よ
ぷ
)
を
全
国
レ
ベ
ル
で
収
集
・
分
析
し
て
、
得
宗
家
の
家

政
機
関
に
つ
い
て
再
検
討
し
、
次
に
、
そ
の
下
で
展
開
さ
れ
て
い
た
得
宗
領
に

お
け
る
経
済
的
・
人
的
支
配
や
、
得
宗
家
の
家
政
機
構
の
な
か
に
組
織
化
さ
れ

た
得
宗
被
官
た
ち
の
あ
り
か
た
に
も
着
目
し
て
、
得
宗
家
の
支
配
の
性
格
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

第
一
章

得
宗
家
発
給
文
書

第
一
節

得
宗
袖
判
下
文

得
宗
家
発
給
文
書
の
う
ち
、
ま
ず
下
文
を
と
り
あ
げ
る
。

得
宗
家
の
下
文
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
古
文
書
学
の
概
説
書
等
で
も
ふ
れ
ら

〈

7
}

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
概
説
書
と
い
う
本
の
性
格
上
、
い
ず
れ
も
鎌

倉
幕
府
将
軍
の
下
文
の
項
の
中
で
、
武
家
の
下
文
の
類
例
と
し
て
付
随
的
に
記

さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
得
宗
家
の
下
文
自
体
を
正
面
か
ら
取
り
扱
っ
た
研
究
は

{
8〉

あ
ま
り
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
得
宗
家
発
給
の
下
文
を
で
き
る
だ
け
多
く

収
集
し
、
そ
の
全
体
を
見
通
し
て
、
得
宗
家
の
下
文
の
性
格
を
探
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
得
宗
家
の
下
文
に
つ
い
て
、
内
容
等
を
表
に
ま
と
め
て
み
る
(
表
1
)
。

得
宗
家
の
下
文
は
す
べ
て
、
得
宗
が
文
書
の
袖
(
文
書
の
右
余
白
部
分
)
に

花
押
を
据
え
た
、
袖
判
下
文
の
様
式
を
と
る
。
鎌
倉
時
代
の
武
家
の
文
書
様
式

の
な
か
で
、
こ
の
袖
判
下
文
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
源
頼
朝
ら
鎌
倉
幕
府
将
軍

が
政
所
開
設
資
格
を
も
っ
以
前
に
発
給
し
て
い
た
も
の
が
有
名
だ
が
、
そ
れ
だ

け
で
な
く
有
力
御
家
人
も
こ
の
様
式
の
文
書
を
用
い
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
の

袖
判
下
文
と
い
う
文
書
様
式
を
使
用
で
き
た
の
は
、
有
力
御
家
人
の
な
か
で
も

ご
く
限
ら
れ
た
氏
族
だ
け
だ
っ
た
ら
し
く
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
得
宗
家
を
は
じ

め
と
す
る
北
条
氏
一
族
と
、
足
利
氏
の
も
の
が
知
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

表
ー
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
得
宗
袖
判
下
文
は
時
政
か
ら
高
時
の
代
ま
で
、

つ
ま
り
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
発
給
さ
れ
た
。
そ
の
用
途
を
見
て
み
る
と
、
通
説

(
9
)
 

ど
お
り
、
幕
府
の
下
文
の
場
合
と
同
様
、
得
宗
家
に
お
い
て
も
、
そ
の
被
官
に

対
す
る
地
頭
代
職
等
の
所
職
や
所
領
の
安
堵
・
補
任
に
限
っ
て
使
用
さ
れ
て
い

(
叩
}

る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
ほ
か
の
北
条
氏
一
門
や
足
利
氏
が
発
給
し
た
袖

判
下
文
と
も
共
通
し
た
使
わ
れ
方
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
得
宗
家
で
は
、
被
官
に
対
す
る
補
任
・
安
堵
状
の
様
式
と

し
て
、
袖
判
下
文
と
い
う
形
が
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
得
宗
袖
判
下
文
の
例
を
一
つ
あ
げ
て
み
よ
う
。
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大

野

柏

村

草

部

(

右

)

〈

二

年

)

(

北

条

義

時

)

白
人
、
件
所
職
・
所
領
等
、
任
去
承
久
口
口
九
月
十
四
日
故
陸
奥
前
司
入

(

文

)

(

以

下

)

道
殿
御
下
口
之
旨
、
保
山
判
違
可
令
一
領
知
之
状
、
如
{
、
口
口
、

元
仁
ニ
年
三
月
五
日

こ
れ
は
「
代
替
わ
り
安
堵
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
主
人
で
あ
る
得
宗
家
の

家
替
が
北
条
義
時
か
ら
息
子
泰
時
へ
と
代
替
わ
り
し
た
の
に
際
し
て
、
宇
治
惟

次
が
も
ら
っ
た
安
堵
の
下
文
で
あ
る
。

袖
判
下
文
の
最
大
の
特
徴
は
、
や
は
り
そ
の
名
前
の
と
お
り
、
文
書
の
袖
に

尊
大
に
据
え
ら
れ
た
発
給
者
の
花
押
(
袖
判
)
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
中
世
、
文

書
の
袖
に
花
押
が
据
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
よ
り
花
押
を
据
え
た

そ
の
人
自
身
が
そ
の
文
書
の
発
給
を
直
接
承
認
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
袖
判
の
存
在
に
よ
っ
て
そ
の
文
書
が
権
威
づ
け
ら
れ

(
四
)

る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
主
従
関
係
の
根
幹
で
あ
る
安
堵
や
補
任
に
使
わ
れ
た
袖

判
下
文
に
即
し
て
い
え
ば
、
主
人
が
下
文
の
受
取
者
で
あ
る
被
官
個
人
と
の
主

従
契
約
を
承
認
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
・
視
覚
的
に
保
証
し
た
の

(時〉

が
、
袖
判
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

安
堵
に
お
け
る
主
人
の
花
押
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
端
的
に
伝
え

(
M
)
 

る
『
吾
妻
鏡
』
の
一
話
が
あ
る
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
史
料
だ
が
、
簡
単
に
紹
介

し
て
お
こ
う
。

建
久
二
年
正
月
、
源
頼
朝
は
政
所
と
い
う
機
関
を
開
設
し
て
、
そ
れ
ま
で
所

領
の
給
与
・
安
堵
に
際
し
て
御
家
人
た
ち
に
与
え
て
い
た
頼
朝
の
花
押
を
載
せ

た
下
文
な
い
し
は
奉
書
を
回
収
し
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
、
政
所
職
員
た
ち
が

薯
判
を
加
え
る
政
所
下
文
を
交
付
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
け
れ
ど
も
、
御
家
人

た
ち
は
そ
れ
を
不
服
と
考
え
て
お
り
、
翌
年
八
月
、
頼
朝
が
将
軍
と
な
っ
て
あ

ら
た
に
政
所
始
の
儀
式
を
お
こ
な
っ
た
時
に
、
こ
の
不
満
が
噴
出
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
御
家
人
側
の
言
い
分
に
よ
れ
ば
、
主
と
た
の
む
頼
朝
の
花
押
が
な
く
、

政
所
職
員
た
ち
だ
け
が
署
判
を
加
え
る
政
所
下
文
で
は
、
後
日
の
証
文
と
は
な

し
が
た
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
不
服
を
申
し
立
て
た
御
家

人
千
葉
常
胤
ら
は
、
頼
朝
の
袖
判
下
文
を
も
併
せ
て
交
付
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

政
所
が
将
軍
家
の
機
関
と
し
て
下
文
を
発
給
し
頼
朝
自
身
は
文
面
上
に
盛
場

し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
頼
朝
は
、
袖
判
下
文
に
象
徴
さ
れ
る
頼
朝
個
人
と
御

家
人
個
人
と
い
う
主
従
の
結
び
つ
き
を
、
人
の
生
死
を
超
え
て
恒
久
的
に
存
在

す
る
政
所
と
い
う
機
関
と
御
家
人
個
人
と
の
関
係
に
置
き
換
え
、
そ
の
主
従
関

係
を
固
定
化
・
体
制
化
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
御
家
人
側

の
意
識
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
頼
朝
(
鎌
倉
殿
)
自
身
の
花
押
の
存
在
こ
そ
が

主
従
関
係
の
信
頼
性
・
効
力
を
保
証
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
主
人
の
花

押
の
な
い
政
所
下
丈
で
は
後
日
の
証
た
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
幕
府
の
場
合
、
次
第
に
袖
判
下
文
は
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
見
方

を
変
え
れ
ば
、
補
任
や
安
堵
の
場
に
お
い
て
、
主
と
た
の
む
鎌
倉
殿
個
人
の
花

押
に
対
す
る
要
請
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
将
軍
(
幕
府
)

と
御
家
人
と
の
結
び
つ
き
が
固
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
鎌
倉

幕
府
に
お
け
る
主
従
関
係
は
、
将
軍
個
人
1

御
家
人
個
人
と
い
う
個
別
具
体
的

な
関
係
で
は
な
く
な
っ
て
、
次
第
に
家
格
化
・
身
分
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
活

こ
れ
に
対
し
て
得
宗
家
の
場
合
、
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
袖
判
下
文
が
発
給
さ
配

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
そ
う
し
た
袖
判
の
要
請
が
ず
っ
と
の

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
得
宗
家
に
お
け
る
主
従
関
係
は
、
家
格
・
身
分
脇

と
し
て
固
定
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
原
初
的
な
、
ぜ
ひ
と
も
主

1

人
そ
の
人
の
袖
判
と
い
う
主
従
の
結
び
つ
き
の
直
接
的
な
明
証
を
得
て
、
こ
れ

19 



を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
い
う
、
具
体
的
・
直
接
的
な
強
い
結
び
つ
き
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
鎌
倉
幕
府
に
お
い
て
は
、
将
軍
と
御
家
人
と
の
主
従
の
結
び
つ
き
が
、

体
制
の
な
か
で
家
格
化
・
身
分
化
す
る
に
伴
っ
て
、
主
従
関
係
の
更
新
手
続
き

で
あ
る
安
堵
と
い
う
行
為
も
当
然
形
式
化
し
て
い
き
、
安
堵
の
事
務
手
続
き
も

簡
素
化
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
鎌
倉
幕
府
の
安
堵
は
、
譲
状

の
袖
に
安
堵
す
る
旨
が
書
き
込
ま
れ
る
、
外
題
安
堵
の
形
に
簡
略
化
さ
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
得
宗
家
の
場
合
は
と
い
え
ば
、
現
在
残
っ
て
い

(
日
)

る
外
題
安
堵
の
例
は
北
条
貞
時
に
よ
る
二
通
の
み
で
あ
り
、
得
宗
袖
判
下
文
に

よ
る
安
堵
と
比
べ
て
、
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
主

従
関
係
の
確
認
を
簡
略
化
す
る
こ
と
な
く
重
視
し
つ
，
つ
け
た
こ
と
か
ら
み
て
も
、

得
宗
家
に
お
け
る
主
従
関
係
が
、
幕
府
と
御
家
人
の
関
係
な
ど
と
比
べ
て
、
具

体
的
な
得
宗
個
人
!
被
官
個
人
の
結
び
つ
き
と
い
う
、
非
常
に
直
接
的
で
強
固

(
日
)

な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
節

得
宗
袖
判
執
事
奉
書

得
宗
袖
判
執
事
奉
書
は
、
侍
臣
(
こ
の
場
合
は
得
宗
家
の
執
事
)
が
主
人
の

意
を
う
け
た
ま
わ
っ
て
、
間
接
的
に
主
人
の
命
令
を
伝
え
る
文
書
形
式
、
す
な

わ
ち
奉
書
と
言
わ
れ
る
も
の
の
う
ち
で
も
、
そ
の
命
令
を
う
け
た
ま
わ
る
侍
臣

が
一
名
だ
け
、
従
っ
て
文
書
の
差
出
人
も
そ
の
侍
臣
一
名
だ
け
の
、
も
っ
と
も

(
刀
)

単
純
な
形
の
奉
書
で
あ
る
。

ま
ず
、
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
の
実
例
を
二
つ
あ
げ
て
み
よ
う
。

〔
竪
紙
〕

(
北
条
泰
時
)

(
花
押
)

(
北
条
義
時
〉

陸
奥
国
平
賀
郡
内
岩
楯
村
地
頭
職
事
、
任
故
陸
奥
前
司
入
道
殿
御
時
之
例
、

無
相
違
可
令
知
行
給
之
由
、
所
候
也
、
何
執
達
如
件
、

貞
応
三
年
九
月
廿
一
日
左
兵
衛
尉
盛
綱
奉

(
日
)

曽
我
次
郎
殿
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〔
折
紙
〕

(
北
条
時
山
市
)

(
花
押
)

尾
張
国
富
田
庄
、
可
被
寄
進
円
覚
寺
候
、
差
遣
実
検
使
、
公
私
得
八
刀
、
委

細
可
令
注
進
之
由
所
候
也
、
何
執
達
如
件
、

(
佐
藤
)

弘

安

六

年

三

月

廿

五

日

業

連

奉

(

円

覚

)

(

四

)

口
口
寺
奉
行
人
中

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
侍
臣
が
自
身
を
差
出
人
と
し
て
間
接
的
に

主
人
の
命
令
を
伝
え
る
奉
書
と
い
う
文
書
形
式
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

本
来
主
人
は
そ
の
文
書
の
発
給
に
直
接
手
を
下
す
こ
と
は
な
く
、
当
然
文
面
に

も
登
場
し
て
こ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

得
宗
家
の
執
事
奉
書
の
場
合
、
先
ほ
ど
の
下
文
と
同
じ
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
に

(
却
)

得
宗
が
袖
判
を
据
え
て
い
る
。

次
に
気
づ
く
特
徴
は
、
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
に
は
、
料
紙
を
そ
の
ま
ま
用
い

た
竪
紙
の
ほ
か
に
、
料
紙
を
横
に
こ
っ
折
に
し
て
用
い
た
折
紙
と
い
う
、
二
種

類
の
形
態
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
差
出
人
の
書
き
方

は
、
竪
紙
の
場
合
は
、
官
途
書
+
実
名
で
さ
ら
に
「
奉
」
と
い
う
下
附
が
付
き
、

折
紙
の
場
合
は
、
実
名
だ
け
で
こ
れ
に
「
奉
」
と
い
う
下
附
が
付
く
形
を
と
っ

て
い
る
。
ま
た
年
号
の
書
き
方
は
、
竪
紙
・
折
紙
ど
ち
ら
も
書
下
年
号
(
年
月



日
を
一
行
に
書
く
)
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
の
ス
タ
イ
ル
の
袖
判
執
事
奉
書
は
、
金
沢
氏
ら
北
条
氏
一
門
を

は
じ
め
、
足
利
氏
・
島
津
氏
と
い
っ
た
有
力
御
家
人
も
用
い
て
い
る
。
彼
ら
の

場
合
、
一
般
的
な
家
政
文
書
と
し
て
、
家
政
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
用

(
幻
)

い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
得
宗
家
の
場
合
は
ど
う
だ
つ
た
の
だ
ろ
う
か
。

管
見
に
入
っ
た
限
り
、
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
を
表
に
ま
と
め
て
み
る
(
表
2
)
。

得
宗
袖
判
執
事
奉
書
も
、
得
宗
袖
判
下
文
と
お
な
じ
く
、
鎌
倉
時
代
を
通
じ

て
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
の
場
合
、
時
代
に
よ
っ
て
質
的

な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
得
宗
家
の
家
政
の
中
枢
を
つ
か
さ
ど

る
機
関
で
あ
る
得
宗
家
公
文
所
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
北
条
泰
時
の
代
と
さ
れ

(
泣
)

て
い
る
が
、
こ
の
こ
ろ
を
境
に
、
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
の
取
り
扱
う
内
容
が
変

化
し
て
き
で
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

表
2
を
見
て
み
る
と
、
泰
時
の
代
以
前
は
、
訴
訟
に
関
す
る
こ
と
や
妨
害
排

除
な
ど
、
や
は
り
他
の
有
力
御
家
人
の
場
合
と
同
様
、
得
宗
家
で
も
袖
判
執
事

奉
書
は
一
般
的
な
家
政
文
書
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
そ
し
て
得
宗
家
公
文
所
が
設
置
さ
れ
て
以
後
は
、
得
宗
領
経
営
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
次
第
に
、
得
宗
家
公
文
所
が
発
給
主
体
と
な
る
得
宗

(
お
)

家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
の
ほ
う
に
譲
っ
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、

す
べ
て
を
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
に
譲
り
渡
し
て
、
得
宗
袖
判
執
事

奉
書
が
そ
の
ま
ま
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
へ
と
移
行
し
て
し
ま
っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
扱
う
内
容
が
限
ら
れ
で
も
な
お
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
は
家
政

文
書
と
し
て
残
っ
た
。
同
じ
袖
判
執
事
奉
書
で
あ
っ
て
も
、
総
合
的
な
家
政
文

書
と
し
て
使
用
さ
れ
た
他
の
有
力
御
家
人
の
そ
れ
と
は
違
い
、
得
宗
家
の
袖
判

執
事
奉
書
は
、
所
管
事
項
を
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
に
一
部
移
譲
し

て
、
特
殊
な
内
容
の
み
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
得
宗
家
の
執
事
奉
書
は
用
途
が
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
む
し
ろ
、

こ
の
よ
う
に
取
り
扱
う
範
囲
が
狭
め
ら
れ
た
時
に
こ
そ
、
袖
判
執
事
奉
書
の
も

つ
本
質
的
な
役
割
が
見
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
こ
う
し

た
点
を
見
て
い
き
た
い
。

表
2
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
は
、
得
宗
家
公
文
所
奉
行

人
連
署
奉
書
に
そ
の
所
管
事
項
の
一
部
を
譲
っ
た
後
、
安
堵
・
妨
害
排
除
・
寄

進
・
過
所
(
関
所
通
過
免
許
証
)
と
い
っ
た
事
柄
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
安
堵

や
寄
進
は
言
う
ま
で
も
な
く
所
領
の
領
有
に
関
す
る
重
大
事
で
あ
る
。
妨
害
排

除
も
、
そ
の
所
領
に
お
け
る
支
配
秩
序
の
回
復
だ
か
ら
、
そ
の
所
領
を
管
理
し

て
い
る
得
宗
被
官
に
対
し
て
所
領
の
領
有
・
支
配
関
係
を
認
証
す
る
安
堵
の
一

種
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
過
所
に
つ
い
て
は
、
関
料
の
免
除
と
い
う
経
済
的
な

意
味
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
こ
の
場
合
は
い
ず
れ
も
、
平
氏
最
後
の
砦
と
し
て
源

平
合
戦
の
決
戦
の
舞
台
と
も
な
っ
た
関
門
海
峡
と
い
う
、
瀬
戸
内
海
の
要
衝
を

押
さ
え
る
門
司
関
の
通
行
許
可
証
と
い
う
こ
と
で
、
交
通
上
・
軍
事
上
の
拠
点

と
し
て
の
関
管
理
と
い
う
意
味
あ
い
も
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、

得
宗
袖
判
執
事
奉
書
は
、
得
宗
領
経
営
の
た
め
の
こ
ま
ご
ま
と
し
た
命
令
で
は

な
く
て
、
む
し
ろ
大
局
的
な
、
得
宗
領
に
お
け
る
支
配
の
あ
り
か
た
自
体
を
規

定
す
る
、
と
く
に
重
大
な
事
項
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
と
い
え
る
。

本
来
、
奉
書
は
相
手
に
そ
の
文
書
の
内
容
が
伝
わ
れ
ば
も
う
そ
の
文
書
の
役

(
出
)

割
は
お
し
ま
い
、
と
い
っ
た
限
時
的
効
力
し
か
も
た
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
し

か
し
、
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
の
場
合
、
特
に
安
堵
な
ど
、
後
日
の
証
左
と
さ
れ

う
る
よ
う
な
重
要
事
項
を
取
り
扱
っ
て
い
る
の
は
、
ど
う
い
う
わ
け
だ
ろ
う
か
。

結
論
を
先
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
れ
は
文
書
の
右
余
白
、
つ
ま
り
本
文
初

得宗家の支配構造21 



行
の
は
じ
ま
る
前
の
部
分
に
尊
大
に
据
え
ら
れ
た
袖
判
の
存
在
に
ひ
か
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
文
書
の
受
取
者

に
と
っ
て
袖
判
は
、
主
人
と
の
結
び
つ
き
を
具
体
的
・
感
覚
的
に
確
か
め
る
こ

と
の
で
き
る
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

源
頼
朝
の
場
合
に
も
、
政
所
を
設
置
す
る
以
前
は
、
こ
の
よ
う
な
袖
判
を
据

え
た
奉
書
で
安
堵
を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
た
と
え
ば
前
節

で
紹
介
し
た
頼
朝
の
花
押
を
め
ぐ
る
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
に
よ
る
と
、
政
所
設

置
以
前
、
頼
朝
が
御
家
人
た
ち
に
対
す
る
安
堵
の
た
め
に
発
給
し
て
い
た
文
書

(
部
)

は
、
「
或
被
載
御
判
、
或
被
用
奉
書
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち

「
或
被
載
御
判
」
と
い
う
の
は
、
「
被
載
御
判
於
下
文
」
、
す
な
わ
ち
袖
判
下
文
の

(
お
)

こ
と
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
頼
朝
は
こ
の
袖
判
下
文
の
ほ
か
に
、

「
或
被
用
奉
書
」
、
す
な
わ
ち
奉
書
で
も
安
堵
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
御

家
人
た
ち
が
、
政
所
職
員
の
署
判
だ
け
で
発
給
さ
れ
る
政
所
下
文
を
好
ま
ず
、

頼
朝
の
花
押
の
あ
る
文
書
こ
そ
後
年
に
わ
た
っ
て
の
安
堵
た
り
う
る
と
主
張
し

た
こ
の
事
件
の
動
向
か
ら
見
て
、
こ
の
安
堵
の
奉
書
に
も
、
や
は
り
袖
判
が
据

え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
た
と
え
原
則
的
に
限
時
的
効
力
し
か
も
た
な
い
と
さ
れ
る
奉
書
の

形
式
を
と
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
袖
判
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
日
の

証
拠
に
も
な
り
え
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
得
宗
家
に
お
い
て
は
、
支
配
の

あ
り
か
た
に
と
っ
て
重
要
な
事
柄
の
み
に
限
定
さ
れ
て
、
な
お
袖
判
執
事
奉
書

の
役
割
が
残
っ
た
と
い
え
よ
う
。
袖
判
執
事
奉
書
の
本
質
的
な
役
割
は
、

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

」F
」
」
F

」

と
こ
ろ
で
先
述
し
た
よ
う
に
、
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
の
場
合
、
一
般
的
な
竪

紙
の
形
態
の
文
書
だ
け
で
な
く
、
折
紙
の
形
態
を
と
る
文
書
も
あ
る
こ
と
が
注

〈
訂
)

目
さ
れ
る
。
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
に
お
い
て
、
竪
紙
と
折
紙
で
は
用
途
を
異
に

(
部
)

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
折
紙
の
史
料
の
残
存
数
は
三
通
と
非
常
に
少
な
く
、

こ
れ
だ
け
か
ら
得
宗
家
発
給
文
書
に
お
け
る
折
紙
と
い
う
形
態
の
も
つ
意
味
あ

い
を
推
測
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
恩
わ
れ
る
の
で
、
次
節
で
扱
う
、
同
様
に
竪

紙
・
折
紙
両
様
の
形
態
を
も
っ
た
も
う
一
つ
の
得
宗
家
発
給
文
書
、
得
宗
家
公

文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
の
場
合
と
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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第
三
節

得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書

得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
は
、
得
宗
家
公
文
所
が
家
政
機
関
と
し
て

主
人
で
あ
る
得
宗
の
命
令
を
う
け
た
ま
わ
っ
て
発
給
し
た
文
書
で
、
差
出
書
は

公
文
所
の
奉
行
人
複
数
の
連
署
と
な
る
。
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
奥
富
敬
之

〈

却

)

(

却

)

(

但

)

氏
・
小
田
雄
三
氏
・
田
村
浩
氏
の
研
究
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
お
お
ま
か
な
も

の
で
あ
り
、
も
う
少
し
く
わ
し
く
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
管
見
に
入
っ
た
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
を
表
に
ま
と
め
て

み
る
(
表
3
)
。

表
3
か
ら
、
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
の
扱
う
内
容
は
、
得
宗
領
の

年
貢
に
関
す
る
こ
と
、
訴
訟
に
関
す
る
こ
と
、
殺
生
禁
断
命
令
、
得
宗
が
守
護

職
を
有
し
て
い
る
国
の
守
護
代
に
対
す
る
命
令
伝
達
、
寄
進
な
ど
多
岐
に
わ
た

る
が
、
ま
と
め
れ
ば
、
得
宗
領
の
経
営
に
関
す
る
事
務
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
事
務
は
、
前
節
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
は
得
宗
袖

判
執
事
奉
書
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
得
宗
家
公
文
所
の
設
置
を
境
に
し
て
、

得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
へ
と
移
譲
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

実
際
に
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
が
み
ら
れ
る
の
は
、
嘉
禎
四
年
以

(
担
)

降
で
あ
る
が
、
得
宗
家
公
文
所
自
体
は
す
で
に
元
仁
元
年
に
は
設
置
さ
れ
て
い



ー
(
詔
}

た
こ
と
が
『
吾
妻
鏡
』
か
ら
分
か
り
、
泰
時
の
代
に
家
令
が
設
置
さ
れ
る
な
ど

家
政
機
関
の
充
実
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
得
宗
家
公
文
所
も
こ
の
こ

(
M
)
 

ろ
、
つ
ま
り
泰
時
の
代
に
設
置
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
の
場
合
、
得
宗
の
袖
判
が
据
わ
る
こ
と
は

ま
っ
た
く
な
く
、
第
一
・
ニ
節
で
見
た
よ
う
な
、
袖
判
と
い
う
形
で
文
面
に
主

人
得
宗
が
具
体
的
に
現
れ
る
文
書
と
比
べ
て
、
得
宗
家
公
文
所
と
い
う
家
政
機

関
に
よ
る
非
人
格
的
な
支
配
、
事
務
的
な
色
彩
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
差
出
書

は
、
そ
の
名
の
と
お
り
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
の
連
暑
で
、
執
事
奉
書
の
と
き

の
よ
う
な
「
奉
」
と
い
う
下
附
は
な
く
、
か
わ
り
に
各
人
の
花
押
が
据
え
ら
れ

る
。
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
に
は
、
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
と
同
様
、

竪
紙
・
折
紙
の
二
つ
の
形
態
が
あ
っ
て
、
そ
の
違
い
は
奉
書
の
署
名
の
書
き
方

に
は
っ
き
り
と
現
れ
る
。
わ
ず
か
な
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
だ
い
た
い
の
と
こ

ろ
奉
者
の
署
名
は
竪
紙
の
場
合
は
官
途
書
+
花
押
、
折
紙
の
場
合
は
実
名
書
十

花
押
と
い
う
ふ
う
に
、
型
が
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
よ
う

に
竪
紙
と
折
紙
の
両
形
態
を
も
っ
、
の
ち
の
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
と
そ

っ
く
り
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。

し
か
し
、
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
特
徴
も
も
っ
f

て
い
る
。
そ
れ
は
、
竪
紙
・
折
紙
い
ず
れ
も
書
下
年
号
で
あ
っ
て
、
室
町
幕
府

奉
行
人
連
署
奉
書
と
は
違
っ
て
折
紙
の
場
合
で
も
付
年
号
(
年
を
た
と
え
ば

「
享
徳
三
」
と
い
う
ふ
う
に
「
年
」
を
抜
い
た
形
で
、
月
日
の
肩
に
細
宇
で
書

く
)
の
形
で
年
号
を
表
す
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
室
町
幕
府
奉
行

人
連
署
奉
書
の
よ
う
に
宛
所
の
地
位
に
よ
っ
て
竪
紙
と
折
紙
を
使
い
分
け
て
い

る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書

の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
こ
の
二
種
類
の
文
書
形
態
を
使
い
分
け
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。

表
3
か
ら
、
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
の
場
合
、
竪
紙
は
、
得
宗
領

の
年
貢
の
徴
収
・
支
出
〈
寺
社
造
営
費
用
支
出
の
決
定
な
ど
て
殺
生
禁
断
の

命
令
、
訴
訟
に
関
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
得
宗
が
守
護
と
し
て
発
給
す
る
幕
府
の

命
令
の
伝
達
や
大
番
役
の
覆
勘
(
勤
務
完
了
証
明
書
て
と
い
っ
た
内
容
の
場

合
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
折
紙
の
形
態
を
と
る
も

の
は
、
竪
紙
同
様
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
年
貢
の
結
解
や
殺

生
禁
断
、
大
番
役
の
覆
勘
に
関
し
て
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
結
解
と
は
、
年

貢
の
決
算
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
所
領
の
経
済
的
支
配
の
根
幹
と
も
い
え
る

も
の
で
あ
る
。
得
宗
領
の
結
解
は
、
初
勘
・
覆
勘
と
得
宗
家
公
文
所
で
何
度
も

(

白

山

)

厳
重
に
確
か
め
ら
れ
て
お
り
、
の
ち
の
ち
の
支
配
を
貫
徹
す
る
た
め
に
も
、
収

取
関
係
は
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
事
項
で
あ
っ
た
。
ま
た
訴
訟

に
関
す
る
文
書
は
、
当
然
後
日
の
さ
ら
な
る
紛
争
を
招
か
ぬ
よ
う
、
し
っ
か
り

と
し
た
証
拠
能
力
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殺
生
禁
断
は
、
も
ち
ろ

ん
生
命
を
尊
ぶ
と
い
う
宗
教
的
な
意
味
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
所
領
経
営
の
面

か
ら
見
れ
ば
、
殺
生
禁
断
区
域
内
に
お
け
る
鳥
獣
捕
獲
の
権
利
の
凍
結
と
い
う

意
味
を
も
っ
た
わ
け
で
、
殺
生
禁
断
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
後
年
に
わ
た
っ

て
こ
う
し
た
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
言

え
よ
う
。
そ
し
て
鎌
倉
殿
へ
の
奉
公
で
あ
る
大
番
役
に
対
し
て
の
覆
勘
は
、
大

番
役
勤
仕
者
が
鎌
倉
殿
と
の
主
従
関
係
を
維
持
し
御
家
人
た
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
当
然
後
日
の
証
左
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

〈
部
)

て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
後
日
の
た
め
の
証
拠
能
力
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
な
事

柄
に
つ
い
て
、
竪
紙
と
い
う
形
態
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
折
紙
は
、
そ
の
折
紙
文
書
の
み
で
機
能
す
る
の
で
は
な
く
、
問
じ

得宗家の支配構造23 



内
容
を
伝
え
る
竪
紙
文
書
が
存
在
し
、
折
紙
は
そ
れ
に
付
随
す
る
形
で
機
能
し

た
と
思
わ
れ
る
。

〔
竪
紙
〕

多
回
院
修
造
料
事
、
当
庄
御
年
貢
議
制
元
自
今
年
至
子
明
後
年
、
参
箇
年
、

所
被
切
充
也
、
不
謂
別
納
・
不
輸
之
地
、
令
徴
納
寺
庫
、
可
被
下
行
彼
修

造
用
途
、
次
院
内
殺
生
禁
断
事
、
御
堂
外
都
拾
町
、
本
自
殺
生
禁
断
平
、

市
明
光
旧
野
殊
以
殺
生
之
地
云
々
、
自
穴
方
嘩
町
、
可
令
禁
断
之
、
若
令
違

犯
輩
者
、
可
被
注
進
交
名
、
就
状
、
可
有
其
科
之
由
候
也
、
何
執
達
如
件
、

永
仁
六
年
四
月
廿
日
沙
弥
(
花
押
)

中
務
丞
(
花
押
)

左
衛
門
尉
(
花
押
)

(
幻
)

沙
弥
(
花
押
)

〔
折
紙
〕

多
国
院
修
造
事
、
当
庄
年
貢
三
ヶ
年
分
、
去
永
仁
六
年
被
切
充
之
畢
、
而

一
二
重
塔
婆
井
常
行
堂
未
被
終
其
功
云
々
、
何
重
自
今
年
至
明
年
武
ヶ
年
、

御
年
貢
半
分
所
被
切
充
也
、
早
不
謂
別
納
・
不
輸
之
地
、
於
庄
内
年
貢
半

分
者
、
収
納
寺
庫
、
可
被
終
其
功
之
由
侯
・
也
、
的
執
達
如
件
、

正
安
三
年
三
月
九
日
沙
弥
(
花
押
〉

実
口
(
花
押
)

忠
清
(
花
押
)

〈
叩
凶
〉

呆
勝
(
花
押
)

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
宛
所
が
な
い
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
す
べ
て
得
宗
領
摂

津
国
多
国
庄
の
本
田
方
・
新
田
方
両
政
所
に
宛
て
ら
れ
た
文
書
で
あ
り
、
多
国

庄
の
年
貢
を
多
国
院
修
造
の
費
用
に
充
て
る
と
い
う
こ
と
を
得
宗
家
公
文
所
が

多
国
庄
両
政
所
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
永
仁
六
年
の
段
階
で
は
こ

の
年
を
含
め
て
吉
一
年
間
の
年
貢
を
支
出
す
る
と
決
め
て
い
た
が
、
そ
の
期
限
が

切
れ
た
正
安
三
年
の
段
階
で
ま
だ
修
造
が
終
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
正
安

三
年
と
そ
の
翌
年
の
二
年
間
分
の
年
貢
半
分
も
引
き
続
き
そ
の
費
用
に
充
て
る

こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
問
題
で
核
と
な
る
文
書
は
、
も
ち
ろ
ん
永
仁
六
年
の
竪
紙
の
史
料
で
あ

り
、
正
安
三
年
の
折
紙
文
書
は
、
有
効
期
限
の
延
長
と
い
う
、
補
足
的
付
随
的

な
命
令
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
の
正
安
三
年
の
命
令
に
不
服
を
申
し
立

て
た
ら
し
い
同
じ
多
国
庄
内
の
一
庫
・
国
沢
名
の
給
主
に
対
し
て
ベ
そ
の
不
服

を
容
れ
ず
再
度
同
じ
命
令
が
下
さ
れ
て
い
る
が
、
と
の
場
合
も
折
紙
の
形
態
が

〈
泊
)

採
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
竪
紙
は
通
常
の
公
文
書
で
、
権
利
の
付
与
な
ど
を
そ
の
内
容
と
し
、

将
来
に
わ
た
っ
て
証
拠
と
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
折
紙

は
、
証
拠
能
力
を
も
ち
中
核
と
な
る
竪
紙
文
書
に
付
随
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

補
足
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

24 

と
こ
ろ
が
、
そ
の
土
地
が
寺
院
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
と
な
る
べ
き
、

寄
進
を
内
容
と
し
た
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
に
も
、
折
紙
が
使
わ
れ

(
刊
)

て
い
る
。
ほ
か
に
、
前
節
で
保
留
と
し
て
お
い
た
、
折
紙
の
得
宗
袖
判
執
事
奉

{
H
U
)
 

書
三
通
も
、
す
べ
て
寺
院
へ
の
寄
進
を
内
容
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
ど
う
し
た

わ
け
だ
ろ
う
か
。

寄
進
と
は
、
寺
院
へ
土
地
を
寄
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
が
宗
教
的
に
高

次
元
の
世
界
の
仏
と
結
縁
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
来
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
寄
進
に
関
す
る
折
紙
の
得
宗
家
発
給
文
書
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
袖



判
が
据
え
ら
れ
た
り
、
文
書
の
様
式
も
得
宗
本
人
が
直
接
差
出
者
と
は
な
ら
ず
、

「
仰
執
達
如
件
(
以
上
の
こ
と
を
お
取
り
次
ぎ
い
た
し
ま
す
と
と
い
っ
た
文

言
で
結
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
侍
臣
に
発
給
さ
せ
る
奉
書
の

形
式
を
と
っ
た
り
と
、
寄
進
に
し
て
は
、
ず
い
ぶ
ん
尊
大
な
感
じ
を
受
け
る
。
ま

た
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
で
あ
れ
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
で
あ
れ
、
ど

ち
ら
の
場
合
の
寄
進
も
、
文
面
が
寄
進
と
い
う
よ
り
は
事
務
連
絡
的
な
印
象
で

あ
り
、
宛
所
も
寺
奉
行
人
中
で
あ
っ
た
り
、
得
重
保
公
文
所
と
い
っ
た
得
宗
領

の
管
理
機
関
で
あ
っ
た
り
と
、
や
は
り
寄
進
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
に
伴
っ
た

実
務
機
関
へ
の
命
令
・
連
絡
が
そ
の
内
容
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

相
田
二
郎
氏
は
、
折
紙
の
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
に
よ
る
寄
進
状
、
弘
安
六
年

(
必
)

三
月
廿
玉
日
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
に
つ
い
て
、
こ
の
寺
奉
行
人
あ
て
の
得
宗
袖

判
執
事
奉
書
と
は
別
に
、
寺
領
の
寄
進
状
も
同
時
に
寺
に
納
め
ら
れ
た
だ
ろ
う

(
四
回
〉

と
考
察
さ
れ
た
。
円
覚
寺
文
書
目
録
で
は
こ
の
弘
安
六
年
三
月
廿
玉
日
得
宗
袖

(
必
)

判
執
事
奉
書
こ
そ
が
寺
領
尾
張
国
富
田
庄
の
「
寄
進
状
」
と
意
識
さ
れ
て
い
る

が
、
相
田
二
郎
氏
の
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
実
際
に
は
、
来
世

の
往
生
な
ど
宗
教
的
な
理
由
か
ら
そ
の
所
領
を
寺
に
寄
進
し
ま
す
と
い
っ
た
内

容
の
、
寄
進
者
得
宗
が
差
出
人
と
し
て
文
面
に
現
れ
る
い
わ
ゆ
る
寄
進
状
(
竪

紙
)
が
存
在
し
た
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
将
来
そ
う
し
た
普
通
の
寄
進
状

が
作
成
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
尾
張
国
富
田
庄

(必〉

の
寄
進
に
即
し
て
言
え
ば
、
弘
安
六
年
七
月
日
の
北
条
時
宗
申
状
(
竪
紙
)
こ

そ
、
本
当
の
意
味
で
の
北
条
時
宗
の
寄
進
状
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
る
。

要
す
る
に
、
得
宗
家
発
給
文
書
に
お
い
て
は
、
竪
紙
は
通
常
の
公
文
書
の
形

態
で
あ
っ
て
、
権
利
付
与
・
確
認
な
ど
後
日
に
至
る
ま
で
証
拠
能
力
を
も
つ
こ

と
が
強
く
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
折
紙
は
、
単
独
で
機
能

す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
の
折
紙
を
発
給
す
る
前
提
と
し
て
、
証
拠
能

力
を
も
ち
中
核
と
な
る
竪
紙
文
書
が
存
在
す
る
か
あ
る
い
は
そ
う
し
た
竪
紙
文

書
の
発
給
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
折
紙
文
書
は
竪
紙
文
書
を
補
足

す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
た
と
言
え
よ
う
。

第
二
章

得
宗
家
公
文
所

第
一
節

所
管
事
項
(
そ
の

C
I
-
-経
済

本
来
「
公
文
所
」
と
は
、
そ
の
名
前
の
と
お

p
、
公
文
書
を
保
管
し
取
り
扱

う
機
関
の
こ
と
で
あ

p
、
荘
園
制
下
で
は
、
所
領
・
径
一
民
に
関
す
る
文
書
保
管

(
必
)

や
評
議
裁
断
を
行
う
機
関
と
し
て
機
能
し
た
。

符
宗
家
公
文
所
の
所
管
事
項
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
や
は
り
符
宗
領
の
年

(
行
)

貢
管
理
と
い
う
経
済
的
な
面
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

(
具
鑑
)

叶
下
公
文
所

可
令
勘
定
之
、
」

(
朱
筆
、
朱
筆
合
点
と
同
筆
〉

『
曽
我
余
一
左
衛
門
入
道
』

ハ
民
進
ハ
風
賀
郡
大
平
賀
郷
正
和
四
・
五
両
毎
年
貢
薬
事「

(
花
押
①
〉
」

合
ハ
郷
田
参
謀
町
漆
段
半
叶
歩
ハ
慰
霊
年
目
録
定

胤
田
五
町
捌
段
ハ
民
峯
村
「
曽
我
小
二
郎
』

「
(
花
押
②
)
」

民
間
三
十
一
町
玖
段
半
三
十
歩
内
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ハ
出
町
壱
段
三
百
四
十
五
歩
品
分
一
百
姓
御
免

局
面
或
拾
捌
町
漆
段
半
四
十
五
歩
「
覆
勘
了
、
(
花
押
⑨
)
し

ー

『

閥

』

門
知
白
布
百
四
十
三
端
三
丈
ニ
尺
六
寸
四
分
五
丈
一
端

/

吋

と

E

E
』

ハ
代
銭
漆
拾
壱
貫
九
百
七
文
『
初
勘
了
、
(
花
押
④
)
』

(
中
略
)

所
済

川
勝
拾
を
晴
氏
五
百
文
献
刷
局
地
需
品
和
五
九
廿

必
詮
貝
文
同
会
料
(
花
押
⑨
)
)
ハ
組
短
冊
ハ
周
年
四
十
四
『
(
花
押
⑤
)
』

〈
中
略
)

一
ん
川
修
理
替
物
事

向
偽
一
一
明
、
致
其
沙
汰
之
、
」

右
、
注
進
如
件
、

(
拙
)

文

保

元

年

十

二

月

日

給

主

代

京

範

こ
れ
は
得
宗
領
陸
奥
国
平
賀
郡
大
平
賀
郷
の
正
和
四
・
五
年
結
解
状
で
あ
る
。

得
宗
家
の
結
解
状
に
は
ほ
か
に
陸
奥
国
名
取
郡
北
方
四
郎
丸
内
若
四
郎
名
元
応

(
必
)

二
年
結
解
状
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
地
頭
代
(
給
主
〉
骨
我

余
一
左
衛
門
尉
が
提
出
し
た
決
算
報
告
の
注
進
状
に
、
結
解
の
進
行
に
従
っ
て

さ
ま
ざ
ま
な
書
き
入
れ
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
文
書
の
袖
の
部
分
に
、

「
下
公
文
所
可
令
勘
定
之
」
と
い
う
文
言
が
書
き
こ
ま
れ
て
得
宗
家
公

文
所
に
ま
わ
さ
れ
、
得
宗
家
公
文
所
で
は
、
朱
筆
に
よ
る
初
勘
・
墨
筆
に
よ
る

覆
勘
と
、
何
人
も
の
自
に
よ
っ
て
厳
密
に
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
文
永
十
年
十
一
一
月
十
七
日
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
・
建
治

元
年
十
月
十
五
日
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
に
も
、
得
宗
領
の
結
解
に

関
す
る
記
事
が
あ
る
。

条
々

一
当
庄
作
田
損
亡
検
見
事者

右
、
知
注
進
目
録
員
数
方
々
済
物
井
庄
立
用
分
令
不
足
一
芝
、
山
門
年

貢
厳
重
異
他
、
争
可
有
難
済
乎
、
愛
文
永
七
年
以
前
遂
結
解
之
慮
、
両

政
所
致
未
進
之
上
、
問
八
年
結
解
事
、
度
々
雄
被
催
促
、
未
遂
其
節
云
々
、

早
以
其
未
進
、
可
用
彼
不
足
也
、
次
文
永
八
年
結
解
事
、
明
春
ニ
月
中
、

召
進
代
官
、
可
令
散
用
駕
、

(
中
略
)

以
前
条
々
、
以
此
趣
、
可
令
致
沙
汰
之
由
、
所
被
仰
下
候
也
、
初
執
達
如
件
、

文
永
十
年
十
二
月
十
七
日
間
部
(
花
押
〉

沙
弥
(
花
押
)

沙
弥
(
花
押
)

左
兵
衛
尉
(
花
押
〉

沙
弥
労
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多
国
圧
両
政
所

(
印
)

恒
念
御
房

(
忍
性
)

多
国
院
別
当
職
井
本
堂
修
造
及
勧
進
事
、
所
被
仰
付
良
観
御
一
房
也
、
本
堂

料
御
年
貢
以
下
済
物
等
、
任
先
度
御
寄
進
状
、
彼
御
代
官
相
共
、
可
令
納

下
之
、
且
云
年
々
寺
庫
納
物
、
云
郷
々
所
当
済
否
、
遂
散
用
、
可
令
注
進

也
、
但
於
本
田
方
者
、
依
有
子
細
、
於
鎌
倉
、
可
遂
結
解
之
由
、
兼
日
被

仰
下
畢
、
可
令
存
知
其
旨
給
、
仰
執
達
如
件
、

建
治
元
年
十
月
十
五
日
田
部
(
花
押
)



沙
弥
(
花
押
)

沙
弥
(
花
押
〉

左
兵
衛
尉
(
花
押
)

(
日
)

多
国
庄
両
政
所
殿

や
は
り
得
宗
領
の
年
貢
の
決
算
は
、
政
所
や
給
主
(
地
頭
代
)
ご
と
に
注
進

さ
れ
、
得
宗
家
公
文
所
が
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
で
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
結
解
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
年
貢
の
徴
収
・
支
出
(
寺
社
の
修
造
や
供
養
の
費
用
・
寄

進
の
実
務
〉
と
い
っ
た
内
容
を
扱
っ
て
い
る
ほ
か
、
守
護
の
職
務
と
し
て
得
宗

が
そ
の
守
護
分
国
に
発
給
す
る
文
書
(
幕
府
の
命
令
の
伝
達
・
大
番
役
の
覆

勘
)
と
し
て
も
使
わ
れ
て
お
り
、
ま
と
め
る
と
、
そ
の
発
給
主
体
で
あ
る
得
宗

家
公
文
所
は
、
全
国
の
得
宗
領
を
一
手
に
掌
握
し
、
そ
の
管
理
・
経
営
を
行
っ

〈
回
)

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節

所
管
事
項
(
そ
の
二

)
i
l訴
訟
処
理

得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
の
内
容
を
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
得
宗

家
公
文
所
は
、
得
宗
領
の
経
済
的
支
配
に
関
す
る
文
書
だ
け
で
な
く
、
訴
訟
に

関
す
る
文
書
も
数
多
く
発
給
し
て
い
る
。

佐
藤
進
一
氏
が
、
得
宗
家
の
家
政
機
関
に
は
「
公
文
所
」
・
「
得
宗
方
」
・
「
御

内
侍
所
」
が
あ
っ
パ
十
)
こ
の
う
ち
得
宗
家
内
部
(
御
内
)
の
訴
訟
を
扱
っ
た
の

(
日
)

は
「
得
宗
方
」
と
さ
れ
て
以
来
、
現
在
ま
で
こ
の
考
え
方
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

得
宗
家
の
家
政
機
関
に
つ
い
て
詳
論
さ
れ
た
奥
富
敬
之
氏
は
、
得
宗
家
公
文
所

が
問
状
(
答
弁
の
催
促
状
)
や
裁
許
状
と
い
っ
た
訴
訟
に
関
す
る
文
書
も
数
多

く
発
給
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
や
は
り
佐
藤
氏
と
同
じ
見
方
を
堅

持
さ
れ
、
公
文
所
は
そ
の
名
の
と
お
り
公
文
書
を
発
給
す
る
の
が
本
来
の
機
能

で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
に
つ
い
て
も
文
書
処
理
の
み
公
文
所
が
行
っ
て
い
た
の
だ

(
部
)

と
考
え
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
奥
富
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
訴
訟
に
お
い
て
、
審
理
は
「
得
宗

方
」
で
行
う
が
、
文
書
処
理
の
み
切
り
離
し
て
「
得
宗
方
」
か
ら
公
文
所
に
ま

わ
す
、
と
い
う
の
は
何
だ
か
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
。
田
村
浩
氏
は
「
得
宗

方
」
と
い
う
機
関
の
存
在
自
体
を
疑
問
視
し
、
実
は
得
宗
家
公
文
所
が
審
理
も

(
部
)

含
め
訴
訟
全
体
を
も
扱
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、

私
も
そ
の
説
に
同
感
で
あ
る
。
田
村
氏
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
も
う

(
貯
)

一
度
、
文
永
二
年
若
狭
国
惣
回
数
帳
の
朱
筆
書
き
入
れ
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

(
清
貞
名
)
領
主
御
家
人
安
賀
兵
衛
大
夫
跡
、
多
国
弥
太
郎
伝
領
也
、
但
、

於
公
文
所
、
塩
飽
修
理
進
与
多
国
弥
太
郎
、
当
名
問
富
田
郷
散
在
相
論
之

問
、
元
亨
一
万
年
八
月
、
限
彼
散
在
分
、
雄
被
付
修
理
進
、
就
多
田
弥
太
郎

嘆
申
、
重
被
経
御
沙
汰
最
中
品
、

別
名
と
し
て
清
貞
名
等
に
編
成
さ
れ
て
い
た
富
田
郷
散
在
を
め
ぐ
っ
て
、
そ

の
領
主
多
田
弥
太
郎
は
、
得
宗
被
官
で
得
宗
領
富
田
郷
給
主
の
塩
飽
修
理
進
と
、

得
宗
家
公
文
所
で
相
論
を
行
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
元
亨
元
年
八
月
、
富

田
郷
散
在
分
は
塩
飽
修
理
進
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
彼
は
重
ね

て
嘆
願
し
、
こ
の
朱
筆
書
き
入
れ
が
書
か
れ
た
当
時
、
そ
の
沙
汰
の
最
中
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
若
狭
国
惣
回
数
帳
に
は
ほ
か
に
、
同
じ
富
田
郷
散
在
を
含
む
別
名
の
是

光
名
・
正
行
名
・
利
枝
名
、
津
方
名
に
つ
い
て
も
、
和
久
里
又
太
郎
・
和
久
里

又
六
・
木
崎
四
郎
と
い
っ
た
こ
れ
ら
の
別
名
の
領
主
た
ち
が
、
同
様
に
得
宗
家

公
文
所
で
塩
飽
修
理
進
と
相
論
を
行
っ
て
い
る
最
中
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

得宗家の支配構造27 



お
り
、
ま
た
東
出
作
の
名
主
職
に
つ
い
て
も
、
得
宗
家
公
文
所
の
判
決
に
よ
っ

て
こ
れ
が
東
郷
地
頭
(
得
宗
)
分
と
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
か
ら
は
、
得
宗
家
公
文
所
に
直
属
し

て
個
々
の
得
宗
領
の
支
配
を
行
っ
た
政
所
が
、
訴
訟
の
審
理
・
判
決
を
行
っ
て

(回〉

い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
、
こ
の
こ
と
も
、
政
所
の
上
級
機
関
た
る
得
宗
家
公
文

所
で
審
理
も
含
め
た
訴
訟
全
体
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
得
宗
家
公
文
所
で
は
、
訴
訟
の
文
書
処
理
の
み
な
ら
ず
、
訴
訟
全

体
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
得
宗
方
」
と
は
「
得

宗
」
の
「
方
」
、
す
な
わ
ち
、
得
宗
家
ま
た
そ
の
得
宗
家
の
奉
行
人
た
ち
が
所

(
回
)

属
す
る
機
関
で
あ
る
得
宗
家
公
文
所
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
得
宗
家
公
文
所
で
は
ど
の
よ
う
な
訴
訟
が
扱
わ
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

奥
富
敬
之
氏
は
、
得
宗
家
の
訴
訟
機
関
(
奥
富
氏
の
言
わ
れ
る
「
得
宗
方
」
)

が
取
り
扱
う
範
囲
は
、
「
得
宗
領
お
よ
び
得
宗
被
官
同
志
の
聞
に
行
わ
れ
た
訴

訟
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
、
符
宗
領
の
相
論
で
あ

っ
て
も
事
件
の
一
方
の
当
事
者
が
得
宗
被
官
で
な
い
場
合
は
得
宗
家
の
訴
訟
機

〈
印
)

関
で
は
扱
え
な
か
っ
た
、
と
も
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
氏
の
定
義
は

少
々
あ
い
ま
い
な
感
が
あ
る
。
田
村
浩
氏
は
、
奥
富
氏
の
得
宗
家
訴
訟
機
関
に

対
す
る
見
解
を
、
そ
の
ま
ま
得
宗
家
公
文
所
が
取
り
扱
っ
た
も
の
と
し
て
支
持

し
て
お
ら
れ
、
さ
ら
に
奥
富
氏
の
あ
い
ま
い
だ
っ
た
点
に
踏
み
込
ん
で
、
「
得

宗
領
内
の
相
論
で
あ
っ
て
も
一
方
の
当
事
者
が
、
非
御
内
人
で
あ
れ
ば
、
得
宗

家
の
家
政
機
関
で
は
処
理
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
『
原
則
』
で
あ
っ

た
」
と
明
確
に
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
有
力
な
根
拠
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
後
期

に
起
こ
っ
た
若
狭
国
太
良
荘
で
の
領
家
(
東
寺
)
と
地
頭
(
得
宗
)
の
相
論
が

六
波
羅
・
鎌
倉
と
も
に
幕
府
の
機
関
で
扱
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
、

い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
得
宗
家
公
文
所
に
お
い
て
の
御
内
人
(
得
宗
被
官
)
対

(
但
〉

非
御
内
人
と
い
う
対
決
は
、
あ
く
ま
で
「
異
例
」
の
こ
と
と
し
て
お
ら
れ
る
。

(
位
)

け
れ
ど
も
、
そ
の
「
異
例
」
の
件
数
は
あ
ま
り
に
も
多
い
。
ま
た
田
村
氏
は
、

そ
の
「
異
例
」
が
生
じ
た
原
因
を
、
北
条
氏
が
守
護
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
国

務
知
行
権
ま
で
も
獲
得
し
て
、
一
般
守
護
分
国
に
お
け
る
以
上
の
権
力
を
握
っ

(
臼
)

て
い
た
か
ら
、
と
考
え
て
お
ら
れ
る
が
、
得
宗
が
守
護
職
の
ほ
か
に
国
務
知
行

権
を
握
る
と
、
ど
う
し
て
得
宗
被
官
対
非
得
宗
被
官
の
訴
訟
が
得
宗
家
の
家
政

機
関
で
扱
え
る
よ
う
に
な
る
の
か
等
、
疑
問
が
多
く
、
こ
の
説
に
は
同
意
で
き

な
い
。
そ
こ
で
、
得
宗
家
公
文
所
が
取
り
扱
う
訴
訟
の
範
囲
に
つ
い
て
、
再
検

討
し
て
み
た
い
。

得
宗
家
公
文
所
に
訴
訟
を
持
っ
て
い
く
契
機
を
記
し
て
い
る
史
料
が
あ
る
。

近
江
国
多
賀
社
神
官
兼
御
家
人
多
賀
太
郎
左
衛
門
尉
基
綱
井
盛
永
等
与

青
蓮
院
領
同
国
後
三
候
住
人
定
頼
相
論
馬
上
役
事

右
、
如
元
亨
二
年
十
一
月
十
六
日
六
波
羅
注
進
状
者
、
基
綱
等
与
定
頼
相

論
馬
上
役
事
、
申
入
本
所
、
召
出
定
頼
、
番
訴
陳
畢
、
市
当
社
者
為
得
宗

領
之
由
、
基
綱
等
申
之
、
訴
陳
具
書
等
、
相
副
目
録
進
上
候
一
芝
、
就
之
、

(
叫
)

自
得
宗
方
被
与
奪
問
注
所
之
問
、
(
後
略
)

近
江
国
多
賀
社
の
馬
上
役
を
め
ぐ
っ
て
、
多
賀
社
神
官
多
賀
基
綱
ら
と
青
蓮

院
領
住
人
定
頼
と
の
聞
に
相
論
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
相
論
は
ま
ず
六
波
羅
探
題

に
提
訴
さ
れ
た
の
だ
が
、
多
賀
社
が
得
宗
領
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
「
得
宗

方
」
、
す
な
わ
ち
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
得
宗
家
公
文
所
に
持
ち
込
ま
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
訴
訟
は
そ
の
後
、
幕
府
の
機
関
で
あ
る
間
住
所
に
与

奪
(
あ
る
個
人
ま
た
は
機
関
か
ら
他
者
へ
権
限
も
し
く
は
案
件
が
委
託
・
譲
渡
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(
伍
)

さ
れ
る
こ
と
〉
さ
れ
て
、
結
局
、
得
宗
家
公
文
所
で
の
訴
訟
の
審
理
は
行
わ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
得
宗
家
公
文
所
へ
相
論

が
持
ち
込
ま
れ
た
理
由
。
つ
け
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
一
方
の
当
事
者

の
多
賀
社
神
官
多
賀
基
綱
が
得
宗
被
官
で
あ
る
か
ら
、
得
宗
家
公
文
所
へ
と
の

訴
訟
を
ま
わ
す
の
だ
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
多
賀
社
が
得
宗
領
だ
か
ら
、
と
い

う
理
由
で
こ
の
訴
訟
の
関
係
書
類
が
得
宗
家
公
文
所
に
進
上
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
し
得
宗
家
公
文
所
の
あ
っ
か
う
訴
訟
が
得
宗
被
官
ど
う
し
の
も
の
だ
け
で
、

御
内
対
非
御
内
の
相
論
を
扱
っ
て
く
れ
る
の
は
得
宗
家
が
そ
の
国
の
守
護
職
の

み
な
ら
ず
国
務
知
行
権
も
握
っ
た
場
合
だ
け
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
近
江
国

〈
伺
〉

の
相
論
の
場
合
は
得
宗
家
公
文
所
の
管
轄
外
で
あ
る
。
い
く
ら
こ
の
訴
人
が
得

宗
家
の
被
官
で
あ
っ
て
得
宗
家
の
権
力
を
頼
ん
で
相
論
を
有
利
に
し
よ
う
と
思

っ
た
と
し
て
も
、
得
宗
家
公
文
所
で
訴
訟
を
受
け
付
け
て
く
れ
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
得
宗
家
公
文
所
の
訴
陳
具
書
を
送
付
し
て
も
仕
方
が
な
い
。
ま
た
六
波
羅

探
題
も
こ
の
訴
訟
を
得
宗
家
公
文
所
に
送
付
し
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い

は
こ
の
訴
人
や
六
波
羅
探
題
は
、
得
宗
家
公
文
所
の
管
轄
範
囲
を
知
ら
ず
に
、

誤
っ
て
訴
訟
を
送
付
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は

片
付
か
な
い
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
得
宗
家
公
文
所
へ
相
論
が
ま
わ
さ
れ
る
契
機
を
書
い
た
史
料
が

あ
っ
た
。
こ
れ
は
田
村
氏
が
、
得
宗
家
公
文
所
で
は
御
内
対
非
御
内
の
訴
訟
は

扱
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
有
力
な
根
拠
に
さ
れ
た
、
若
狭
国
太
良
荘
に
お

け
る
領
家
(
東
寺
)
と
地
頭
代
(
得
宗
被
官
)
の
相
論
の
、
関
係
史
料
で
あ
る
。

こ
の
東
寺
対
地
頭
代
(
得
宗
被
官
)
の
相
論
は
、
延
慶
三
年
、
六
波
羅
探
題

か
ら
「
関
東
」
へ
と
送
ら
れ
た
が
、
十
三
年
た
っ
て
も
遅
々
と
し
て
審
理
が
進

ま
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
訴
訟
の
領
家
側
の
当
事
者
た
る
東
寺
供
僧
方
は
、

東
寺
長
者
で
関
東
に
つ
て
の
あ
る
佐
々
目
僧
正
に
、
そ
の
相
論
の
経
緯
を
説
明

し
て
口
添
え
を
頼
も
う
と
考
え
た
。
そ
の
佐
々
目
僧
正
へ
の
申
し
入
れ
状
を
書

く
に
あ
た
っ
て
作
成
さ
れ
た
覚
書
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

(
東
寺
)

当
寺
領
若
狭
国
太
良
庄
領
家
与
地
頭
所
務
相
論
事
、
可
令
秘
計
給
欺
之

供
僧
速
器

由
、
可
被
申
遣
佐
々
目
僧
正
坊
許
之
旨
、
可
申
入
真
光
院
。
状
幹
事

一
当
寺
厳
重
事

就
中

一
。
一
八
幡
大
芋
御
事

(
中
略
)

(

太

良

庄

前

地

頭

若

狭

次

郎

忠

兼

〉

之

時

、

(

内

)

一
件
忠
兼
、
依
罪
科
被
没
収
所
帯
。
為
闘
所
被
石
置
御
中
御
領
、
充
賜

景

工
藤
六
郎
左
衛
門
尉
貞
景
慮
、
貞
兼
代
不
存
所
務
之
先
例
、
任
雅
意

嘉
一
万
二
年
延
慶
三
年

某

某

押
妨
下
地
以
下
所
務
之
問
、
自
去
。

l
年
至
!
年
、
於
六
ハ
ら
番
訴

延
慶
一
一
一
年

陳
畢
、
市
依
為
御
中
御
領
、
取
調
訴
陳
、
去

ι年
注
進
関
東
之
問
、

差
進
雑
掌
於
関
東
雄
申
子
細
、
貞
景
募
権
威
不
出
対
、
雄
被
申
頭

自
延
慶
一
ニ
年
至
今
年
一
苅
亨
三

人
・
奉
行
等
不
事
行
、
。
空
送
十
五
ヶ
年
之
星
霜
、
未
遂
一
問
答
、

(
町
)

(
後
略
)

こ
の
相
論
で
も
、
近
江
国
多
賀
社
馬
上
役
の
相
論
と
同
様
、
六
波
羅
で
行
わ

(
内
)

れ
て
い
た
裁
判
が
、
「
御
中
御
領
」
(
得
宗
領
)
と
い
う
こ
と
で
、
「
関
東
」
に

注
進
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
関
東
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
藤
進
一
氏
が
「
こ
の
関
東
と
は

(
中
略
)
直
接
に
は
得
宗
方
(
北
保
氏
宗
家
の
裁
判
機
関
)
を
指
し
た
か
と
も

(
邸
)

考
へ
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り

と
な
る
の
が
、
こ
の
覚
書
が
作
成
さ
れ
た
の
と
お
そ
ら
く
同
じ
頃
に
書
か
れ
た

と
思
わ
れ
る
、
東
寺
側
の
次
の
史
料
で
あ
る
。
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(

一

)

(

汝

}

口
於
六
波
羅
致
沙
口
事

嘉
一
克
二
年
五
月
初
問
、
徳
治
三
年
一
ニ
月
弔
問

(際〉
口
東
注
進
状
案

(
訴
陳
}

東
寺
領
若
狭
間
太
良
庄
雑
掌
申
、
下
地
以
下
所
務
事
、
口
口
状
具
書
等
、

相
副
目
録
、
謹
進
上
候
、
以
此
皆
、
可
有
御
披
露
候
、
恐
憧
謹
言
、

(
七
)

延

慶

三

年

二

月

口

日

越

後

守

平

時

敏

裏

判

右
馬
権
頭
平
貞
顕
同

進
上
長
崎
左
衛
門
入
道
殿

一
於
関
東
経
年
序
事

元

一

一

一

(

的

〉

今
年
圃
亨
豆
、
十
五
年
云
々
、

こ
の
史
料
に
は
、
若
狭
国
太
良
庄
の
相
論
が
延
慶
三
年
に
六
波
羅
探
題
か
ら

「
関
東
」
に
送
付
さ
れ
た
時
の
、
六
波
羅
探
題
の
注
進
状
が
写
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
六
波
羅
探
題
の
注
進
状
の
直
接
の
送
付
先
は
「
長
崎
左
衛
門
入
道
殿
」
、

す
な
わ
ち
長
崎
高
綱
(
法
名
円
喜
)
で
あ
っ
た
。
長
崎
高
綱
は
、
当
時
、
内
管

領
(
得
宗
家
の
家
令
)
で
あ
り
、
こ
の
注
進
状
は
、
彼
は
若
狭
国
太
良
庄
の
相

論
に
つ
い
て
彼
の
主
人
の
得
宗
北
条
貞
時
に
披
露
し
て
く
れ
る
よ
う
要
請
し
て

い
る
わ
け
で
、
こ
の
若
狭
国
太
良
庄
の
相
論
は
得
宗
家
、
そ
の
訴
訟
機
関
た
る

得
宗
家
公
文
所
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
若
狭
国
太
良
庄
の
相
論
の
場
合
も
、
得
宗
家
公
文
所
に
訴
訟
が
持
ち
込

〈
内
)

ま
れ
た
理
由
は
、
「
依
為
御
中
御
領
」
す
な
わ
ち
得
宗
領
だ
か
ら
、
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
得
宗
家
公
文
所
が
管
轄
す
る
訴
訟
と
は
、
得
宗
被
官
ど
う
し
の
相

論
に
限
ら
ず
、
ひ
ろ
く
得
宗
領
の
相
論
で
あ
れ
ば
、
そ
の
取
り
扱
い
範
囲
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
得
宗
家
公
文
所
と
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
機
構
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、

少
し
つ
け
加
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

得
宗
領
の
相
論
の
う
ち
、
関
東
に
あ
る
得
宗
領
の
場
合
は
、
得
宗
家
公
文
所

(
叩
)

に
直
接
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
国
・
九
州
に
あ
る

得
宗
領
の
相
論
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
の
近
江
国
多
賀
社
馬
上
役
の
相
論
や
若

狭
国
太
良
庄
の
相
論
の
場
合
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
時
代

後
期
に
は
、
ま
ず
六
波
羅
探
題
や
鎮
西
探
題
に
持
ち
込
ま
れ
、
そ
こ
で
決
着
の

〈

n)

つ
か
な
い
も
の
の
み
、
鎌
倉
の
得
宗
家
公
文
所
へ
と
送
ら
れ
て
い
た
。
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こ
の
こ
と
か
ら
、
得
宗
家
公
文
所
は
幕
府
に
対
し
て
も
独
立
的
な
立
場
を
保

持
で
き
た
か
な
り
整
備
さ
れ
た
訴
訟
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
少
な
く
と

も
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
六
波
羅
探
題
や
鎮
西
探
題
よ
り
も
上
位
に
位
置
す
る
訴

訟
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

鎌
倉
時
代
後
期
に
は
、
得
宗
家
の
ほ
か
に
、
北
条
氏
一
一
族
や
足
利
氏
・
大
友

氏
と
い
っ
た
幕
府
上
層
の
特
別
大
き
な
武
士
は
も
ち
ろ
ん
、
若
狭
氏
な
ど
さ
し

て
大
領
主
と
も
い
え
な
い
地
頭
ク
ラ
ス
ま
で
、
在
地
領
主
法
を
制
定
し
た
り
自

ら
の
袖
判
裁
許
状
を
発
給
し
た
り
と
、
個
々
の
地
方
権
力
が
か
な
り
整
っ
た
独

自
の
支
配
組
織
や
在
地
裁
判
権
を
持
っ
て
お
り
、
地
方
分
権
的
な
傾
向
が
す
で

に
だ
い
ぶ
醸
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
室
町
時
代
の
領
国
制
の
さ
き
が

(
花
〉

け
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
一
方
で
、
こ
う
し
た
地
方
権
力
の
な
か
で
も
最
も
成
熟
し
た
域
に
達

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
得
宗
家
で
さ
え
、
鎌
倉
幕
府
と
い
う
枠
を
超
え
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
得
宗
家
公
文
所
で
裁
判
が
和
与
(
和
解
)
に
至
っ
て
も
、

そ
の
後
さ
ら
に
、
関
東
下
知
状
に
よ
っ
て
幕
府
か
ら
そ
の
和
与
を
承
認
し
て
も

(π) 

ら
っ
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
得
宗
家
を
は
じ
め
と
す
る
こ

れ
ら
の
地
方
権
力
は
、
い
く
ら
成
熟
し
て
き
た
と
は
い
え
、
一
御
家
人
と
し
て



の
域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
、
鎌
倉
幕
府
の
中
央
集
権
的
な

制
度
の
枠
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
三
節

そ
の
他
の
家
政
機
関

従
来
、
得
宗
家
は
、
「
公
文
所
」
の
ほ
か
に
「
得
宗
方
」
・
「
御
内
侍
所
」
と

(
叫
)

呼
ば
れ
る
家
政
機
関
を
設
置
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
前
節

で
考
察
し
た
よ
う
に
、
「
得
宗
方
」
と
い
う
機
関
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
、
公
文
所
以
外
に
現
在
知
ら
れ
て
い
る
家
政
機
関
は
、
「
御
内
侍
所
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
こ
の
「
御
内
侍
所
」
、
す
な
わ
ち
得

宗
家
の
「
侍
所
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

御
内
侍
所
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
る
史
料
は
こ
れ
ま
で
一
通
し
か
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
次
の
史
料
、
関
東
に
い
た
金
沢
貞
顕
が
当
時
六
波
羅
探

題
と
し
て
京
都
に
赴
任
し
て
い
た
息
子
貞
将
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。

(
前
欠
)
宗
正
与
黛
拷
問
白
状
等
注
進
、
今
日
付
長
崎
新
左
衛
門
尉
候
之

由
、
来
申
候
、
且
彼
案
文
追
可
書
進
候
、

同
与
黛
人
等
も
、
今
日
申
刻
下
着
之
問
、
為
御
内
侍
所
工
藤
右
近
将
監
沙

汰
、
被
預
御
内
之
仁
等
之
旨
、
承
候
、
無
相
違
下
着
、
悦
存
候
、

(
中
略
)

あ
な
か
し
く

(
嘉
暦
四
年
)

三
月
十
三
日

(
切
封
墨
引
)

(

呉

筆

)

(

花

〉

「
嘉
暦
四
四
一
ニ
、
尭
観
門
l
l
U事」

宗
正
と
そ
の
一
味
が
六
液
羅
探
題
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
て
拷
問
さ
れ
、
六

渡
羅
探
題
か
ら
注
進
さ
れ
た
彼
ら
の
自
白
書
な
ど
が
、
今
日
(
嘉
暦
四
年
三
月

十
三
日
)
、
得
宗
被
官
長
崎
新
左
衛
門
尉
高
資
の
許
に
届
い
た
。
そ
し
て
、
宗

正
の
共
謀
者
た
ち
の
身
柄
自
体
も
、
こ
の
日
ま
ち
が
い
な
く
鎌
倉
に
到
着
し
、

御
内
侍
所
工
藤
右
近
将
監
の
沙
汰
と
し
て
御
内
人
た
ち
に
預
け
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
話
を
聞
い
た
金
沢
貞
顕
は
、
六
波
羅
探
題
の
職
に
あ
る
息
子

貞
将
に
対
し
て
、
彼
の
任
務
が
無
事
完
了
し
た
こ
と
を
、
喜
び
つ
つ
報
告
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
史
料
か
ら
、
嘉
暦
四
年
当
時
に
工
藤
右
近
将
監
と
い
う
人
物
が
御
内
侍

所
の
長
官
だ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
そ
し
て
御
内
侍
所
と
は
何
ら
か
の
警
察
権
を

そ
の
職
掌
と
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
*
か
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
に

(
祁
)

関
し
て
は
ほ
か
に
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
宗
正
ら
が
ど
う
い
う
人
物
だ
っ
た

の
か
、
こ
の
事
件
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
だ
っ
た
の
か
等
に
つ
い
て
は
よ

く
分
か
ら
ず
、
御
内
侍
所
が
ど
う
い
っ
た
範
囲
の
刑
事
事
件
を
扱
っ
て
い
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
何
か
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
な
史
料
が
も
う
一
つ
あ
っ
た
。

『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
九
月
四
日
条
で
あ
る
。

四
日
己
巳
、
被
召
禁
小
笠
原
弥
太
郎
・
中
野
五
郎
・
細
野
兵
衛
尉
等
、
此

(
路
企
氏
の
乱
)

輩
侍
外
祖
之
威
、
日
来
与
能
員
成
骨
肉
之
舵
、
去
一
一
日
合
戦
之
際
、
相
伴

廷
尉
子
息
等
之
故
也
、
嶋
津
左
衛
門
尉
忠
久
被
収
公
大
隅
・
薩
摩
・
日
向
等

国
守
護
職
、
是
又
依
能
員
縁
坐
也
、
加
賀
房
義
印
束
手
参
遠
州
侍
所
云
々
、

一
一
目
前
の
建
仁
三
年
九
月
二
日
に
比
企
氏
の
乱
が
起
こ
っ
た
が
、
こ
の
日
そ

の
戦
後
処
理
が
行
わ
れ
た
。
比
企
氏
の
乱
は
、
北
条
時
政
が
、
鎌
倉
幕
府
ニ
代

将
軍
源
頼
家
を
パ
ッ
ク
に
台
頭
し
た
比
企
能
員
を
謀
殺
し
、
比
企
氏
一
族
を
追

討
・
滅
亡
さ
せ
た
事
件
で
あ
る
。
実
際
、
比
企
氏
追
討
軍
の
構
成
か
ら
み
て
も
、

北
条
氏
を
中
心
と
し
た
私
的
な
軍
で
あ
り
、
本
来
は
御
家
人
間
の
私
的
権
力
闘
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争
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
侍
所
別
当
和
田
義
盛
を
比
企

氏
追
討
軍
に
発
向
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
向
き
は
幕
府
が
比
企
氏
を
討
つ

(π) 

と
い
う
こ
と
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
追
討
さ
れ
た
比
企
能
員
に
連
座
し
て
、
と

の
目
、
小
笠
原
弥
太
郎
・
中
野
五
郎
・
島
津
忠
久
ら
多
く
の
者
が
幕
府
か
ら
処

分
を
受
け
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
比
企
能
員
と
親
し
か
っ
た
ら
し
い
加
賀
一
房
義

印
と
い
う
人
物
が
、
ま
だ
処
分
を
受
け
て
は
い
な
い
も
の
の
、
た
ぶ
ん
何
ら
か

の
形
で
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
で
、
本
当
の
意
味
で
の
比
企
氏
の
追
討
者

で
あ
る
「
遠
州
」
、
す
な
わ
ち
北
条
時
政
の
許
へ
、
恭
順
の
意
を
示
し
て
や
っ

て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
加
賀
房
義
印
が
恭
順
し
て
や
っ
て
き
た
先
が
、
「
遠
州
侍
所
」

北
条
時
政
の
侍
所
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
北
条
氏
が
す
で
に
時
政
の
代
に
、

「
侍
所
」
と
呼
ば
れ
る
機
関
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
「
遠
州
侍
所
」

も
、
や
は
り
警
察
権
を
担
っ
て
い
た
ら
し
い
と
と
が
分
か
る
。
し
か
も
、
北
条

氏
が
主
導
権
を
握
っ
た
と
思
わ
れ
る
比
企
氏
の
乱
の
戦
後
処
理
の
な
か
で
「
遠

州
侍
所
」
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
み
て
、
「
遠
州
侍
所
」
は
お
そ
ら
く

北
条
氏
へ
の
反
逆
と
い
っ
た
事
件
に
関
す
る
検
断
(
刑
事
事
件
に
お
け
る
犯
人

の
捜
索
・
検
挙
・
糾
問
・
断
罪
等
)
を
管
轄
範
囲
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
初
に
み
た
宗
正
と
そ
の
一
味
の
事
件
も
、
た
ぶ
ん
、
同
様
に
反
北
条
氏
の

動
き
を
示
し
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
宗
正
一
味
の
事
件
は
、
六
波
羅
探
題
に
よ

っ
て
逮
捕
-
自
白
の
聴
取
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
六
波
羅
探
題
か
ら
鎌
倉
の
御

内
侍
所
に
移
管
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
に
も
、
前
節
の
終
わ
り
に
述
べ
た
よ

う
に
‘
得
宗
家
の
、
幕
府
機
構
か
ら
の
独
立
的
な
傾
向
が
現
れ
て
い
る
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り

と
こ
ろ
で
、

一
般
に
武
家
に
お
け
る
「
侍
所
」
と
は
、
家
人
の
統
制
や
検
断

(
河
)

を
担
当
す
る
機
関
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
得
宗
家
の
侍
所
(
御
内
侍

所
)
も
、
先
ほ
ど
か
ら
見
て
き
た
検
断
の
ほ
か
、
そ
の
名
称
か
ら
み
て
、
得
宗

被
官
の
統
制
を
つ
か
さ
ど
る
よ
う
な
職
掌
も
も
っ
て
い
た
か
と
も
推
測
さ
れ
る

が
、
確
証
を
欠
き
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
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第
三
章

得
宗
領
・
得
宗
被
官

第
一
節

統
轄
の
し
か
た
(
そ
の
一
)
l
|
|
政
所
|
給
主
方
式

次
に
、
得
宗
家
の
所
領
支
配
の
形
態
・
方
式
か
ら
、
得
宗
家
の
経
済
的
な
基

盤
と
し
て
の
得
宗
領
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
組
織
化
さ
れ
て
得
宗
家
の
支
配
を

支
え
た
「
人
」
の
部
分
に
も
着
目
し
、
得
宗
家
と
被
官
・
在
地
と
の
つ
な
が
り

に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

従
来
、
得
宗
領
の
研
究
で
は
、
承
久
の
乱
や
蒙
古
襲
来
、
ま
た
他
氏
族
の
乱

を
契
機
に
、
そ
の
没
官
領
が
新
恩
と
し
て
将
軍
家
か
ら
得
宗
家
に
給
与
さ
れ
る
、

と
い
う
か
た
ち
で
獲
得
・
拡
大
さ
れ
た
所
領
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
あ
て
ら
れ

て
き
た
。
こ
う
し
た
所
領
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
領
主
が
否
定
さ
れ
て
、
新
し
く

得
宗
の
代
官
が
現
地
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
当
然
、
新
た
に
得
宗

家
独
自
の
一
円
的
・
中
央
集
権
的
な
支
配
方
式
を
敷
く
と
い
う
こ
と
が
比
較
的

や
り
や
す
か
っ
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

入
間
田
宣
夫
氏
は
、
得
宗
領
の
う
ち
東
北
地
方
の
事
例
や
摂
津
国
多
国
庄
の

事
例
を
詳
し
く
検
討
し
て
、
こ
う
し
た
所
領
の
具
体
的
な
様
相
を
明
ら
か
に
し
、

得
宗
家
の
支
配
が
荘
園
制
の
支
配
方
式
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
さ
れ

(
叩
)

た
。
確
認
し
て
お
く
と
、
得
宗
領
の
支
配
は
、
基
本
的
に
得
宗
家
公
文
所
l
政



所

i
給
主
と
い
う
方
式
で
あ
っ
た
が
、
得
宗
家
の
在
接
支
配
の
浸
透
度
に
よ
っ

て
、
得
宗
領
は
三
つ
に
分
類
さ
れ
た
。
第
一
に
、
得
宗
家
公
文
所
に
直
結
し
た

政
所
に
よ
る
得
宗
家
の
直
接
支
配
地
域
(
政
所
直
轄
領
)
、
第
二
に
、
そ
の
所

領
の
全
管
理
権
を
与
え
ら
れ
た
給
主
が
直
接
得
宗
家
公
文
所
に
年
貢
等
の
徴

収
・
納
入
を
行
っ
た
別
納
の
地
、
そ
し
て
第
三
に
、
こ
の
両
者
の
中
間
的
な
タ

イ
ヅ
と
い
え
る
、
政
所
の
下
に
給
主
が
設
定
さ
れ
て
政
所
の
統
制
を
受
け
つ
つ

給
主
が
知
行
す
る
例
郷
、
こ
の
三
種
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
得
宗

家
公
文
所
の
下
に
一
元
的
に
管
理
統
制
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
得
宗
代
官
と
し

て
守
護
代
・
政
所
・
地
頭
代
な
ど
の
職
を
与
え
ら
れ
て
い
た
得
宗
被
官
も
、
有

力
な
も
の
は
鎌
倉
在
住
で
得
分
を
収
め
る
の
み
で
あ
り
、
現
地
で
は
そ
の
又
代

官
が
実
際
の
職
務
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
又
代
官
は
、
在
地

領
主
を
と
り
こ
ん
で
委
任
す
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
多
田
庄
政
所
工
藤
貞
祐
の

代
官
佐
々
布
又
太
郎
な
ど
は
、
貞
祐
が
若
狭
国
守
護
代
と
な
っ
て
い
る
時
の
又

代
官
と
し
て
も
見
え
、
お
そ
ら
く
彼
は
貞
祐
の
被
官
で
あ
っ
て
、
貞
祐
の
代
官

(回〉

と
し
て
鎌
倉
か
ら
各
地
へ
派
遣
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、

3

得
宗
家
の
支
配
方
式
は
、
非
常
に
中
央
主
導
の
、
集
権
的
な
シ
ス

テ
ム
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
得
宗
領
は
そ
う
し
た
得
宗
家
の
一
円
的
支
配
が
貫
徹
し
た
所
領
ば

か
り
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
得
宗
領
の
成
立
契
機
と
し
て
は
反
対
の
パ
タ
ー

ン
、
す
な
わ
ち
在
地
側
か
ら
積
極
的
に
得
宗
家
に
接
近
し
、
在
地
領
主
の
側
に

現
地
経
営
権
が
留
保
さ
れ
た
ま
ま
得
宗
領
と
な
る
ケ
1
ス
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
も
も
う
あ
と
数
年
で
終
わ
り
を
告
げ
よ
う
と
い
う
元
徳
年
問
、
肥

後
国
天
草
郡
に
あ
る
本
桓
島
の
内
、
宮
路
浦
の
塩
屋
一
宇
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
、

志
岐
兵
藤
左
衛
門
入
道
弘
円
と
弥
次
郎
入
道
仏
意
が
相
論
を
行
っ
て
い
た
。
現

(
m
U
)
 

在
、
そ
の
時
の
三
問
状
・
三
慰
問
状
と
関
連
文
書
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
。
こ

の
三
問
状
・
一
ニ
答
状
は
非
常
に
長
文
に
わ
た
る
の
で
、
要
点
だ
け
を
か
い
つ
ま

ん
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
相
論
の
焦
点
は
、
以
前
本
応
島
地
頭
職
を
有
し
て
い
た
播
磨
局
に
よ
っ

て
来
迎
寺
に
得
分
の
一
部
が
寄
進
さ
れ
た
、
本
桓
島
宮
路
浦
の
塩
屋
一
宇
の
所

有
権
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
塩
屋
一
宇
は
、
こ
れ
ま
で
弥
次
郎
入
道
仏
意

が
管
理
し
て
い
た
が
、
仏
意
が
来
迎
寺
に
対
す
る
貫
納
を
怠
っ
て
本
主
播
磨
局

の
意
志
に
背
い
た
以
上
、
惣
領
と
し
て
本
局
島
地
頭
職
を
有
す
る
弘
円
の
進
止

に
属
す
る
べ
き
と
い
う
提
訴
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
仏
意
は
、
弘
円
の
本
指
島
地
頭
職
所
有
の
正
当
性
を
問
題
と

し
た
。
そ
れ
は
、
弘
円
が
播
磨
局
の
直
系
の
子
孫
で
は
な
く
、
外
戚
相
伝
に
よ

っ
て
本
居
島
地
頭
職
を
手
に
い
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
仏
意
の
主
張
に
よ
れ
ば
、

外
戚
相
伝
は
御
家
人
で
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
ず
、
非
御
家
人
の
場
合
、
む
し
ろ

他
人
和
与
と
し
て
処
罰
の
対
象
で
あ
っ
た
。
弘
円
は
先
祖
代
々
得
宗
領
志
岐
浦

で
得
宗
代
官
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
御
家
人
と
は
言
え
ず
、
当
然
弘

円
が
惣
領
権
を
も
主
張
す
る
本
桓
島
地
頭
職
は
弘
円
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
弘
円
は
重
代
の
御
家
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
べ
く
、
証
拠
と
し
て
、
御
家
人
と
し
て
の
本
領
(
根
本
私
領
〉
志
岐
浦
に

つ
い
て
、
元
仁
・
建
暦
年
間
に
将
軍
か
ら
拝
領
し
た
下
文
を
提
出
し
、
ま
た
幕

府
の
番
役
を
も
勤
仕
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
志
岐
浦
は
、
す
で
に
元
仁
・
建
暦

年
間
以
降
、
弘
円
の
先
祖
が
地
頭
職
を
得
宗
家
に
寄
進
し
て
、
得
宗
領
と
な
っ

て
い
た
が
、
こ
の
寄
進
は
志
岐
氏
が
引
き
続
き
実
際
の
現
地
経
営
権
を
留
保
し

て
い
た
寄
進
だ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
後
も
志
岐
氏
が
代
々
得
宗
代
官
(
地
頭
代

官
〉
と
し
て
現
地
で
采
配
を
ふ
る
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
之
れ
に
対
し
仏
意
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は
、
弘
円
の
提
出
し
た
元
仁
の
下
文
を
み
る
と
、
志
岐
浦
は
御
恩
地
で
あ
る
か

ら
、
所
有
権
の
移
転
は
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
志
岐
浦
は
昔

か
ら
得
宗
領
で
あ
っ
て
、
弘
円
は
そ
の
代
官
に
す
ぎ
な
い
の
に
自
分
の
私
領
だ

と
し
て
将
軍
家
か
ら
下
文
を
拝
領
し
て
い
る
の
は
、
お
か
し
い
。
そ
の
下
文
は

あ
や
し
い
も
の
だ
し
、
代
官
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
の

は
罪
に
値
す
る
、
と
応
酬
し
て
三
間
一
二
答
を
終
え
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
訴
訟
の
主
眼
は
も
ち
ろ
ん
宮
路
浦
塩
屋
一
宇
の
権
利
の
帰
属
に
あ
る
の

だ
が
、
得
宗
領
志
岐
浦
の
地
頭
代
官
職
に
つ
い
て
も
ふ
れ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

志
岐
浦
の
場
合
は
、
在
地
領
主
の
ほ
う
か
ら
得
宗
家
に
対
し
て
所
領
が
寄
進
さ

れ
て
得
宗
領
と
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

し
か
も
、
こ
の
相
論
に
お
け
る
裁
許
状
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
後
の
本

宿
島
地
頭
職
が
志
岐
氏
に
相
伝
さ
れ
て
い
る
状
況
か
ら
見
て
、
お
そ
ら
く
弘
円

側
が
勝
訴
し
た
ら
し
く
、
当
時
の
人
々
の
感
覚
で
は
、
弘
円
の
言
い
分
が
常
識

の
範
囲
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
当
時
に
お
い
て
は
、
将
軍
{
永
か

ら
直
接
安
堵
の
下
文
を
あ
た
え
ら
れ
る
よ
う
な
御
家
人
の
本
領
で
も
、
得
宗
家

に
そ
の
地
頭
職
を
寄
進
し
て
し
ま
う
こ
と
は
十
分
可
能
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ

り
、
御
家
人
で
あ
る
在
地
領
主
自
身
は
そ
の
地
頭
代
官
職
に
お
さ
ま
っ
て
こ
れ

ま
で
同
様
実
際
の
現
地
支
配
に
あ
た
る
、
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
宗
被
官
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
も
「
御

(
回
)

家
人
」
で
あ
っ
て
、
将
軍
家
の
下
文
を
拝
領
す
る
の
は
「
先
例
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
御
家
人
と
し
て
の
身
分
も
実
際
の
現
地
経
営
権
も
そ
の
ま
ま

保
持
す
る
形
で
、
在
地
領
主
が
得
宗
家
に
所
領
を
寄
進
し
、
得
宗
代
官
と
な
る

動
機
は
何
だ
ろ
う
か
。

『
吾
妻
鏡
』
建
久
二
年
十
一
月
廿
コ
一
日
条
に
、

こ
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

(
北
条
時
攻
)

廿
三
日
戊
辰
、
以
遠
江
国
河
村
庄
、
本
主
三
郎
高
政
奉
寄
附
北
条
殿
、
有

愁
訴
之
故
也
、

こ
の
日
、
一
二
郎
高
政
と
い
う
人
物
が
遠
江
国
河
村
庄
を
北
条
時
政
に
脊
進
し

た
。
な
ぜ
な
ら
、
「
有
愁
訴
之
故
也
」
、
つ
ま
り
北
条
時
政
の
勢
力
を
か
り
で
自

分
の
訴
訟
を
早
く
有
利
に
進
め
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
得
宗
家
の
例
で
は
な
い
が
、
正
嘉
二
年
六
月
十
七
日
山
田
左
衛
門
入

(
回
)

道
観
蓮
請
文
に
よ
る
と
、
以
前
、
す
で
に
彼
の
所
領
と
な
っ
て
い
た
豊
前
国
吉

宮
領
内
の
勤
二
郎
丸
・
秋
成
名
・
是
末
名
・
多
布
成
末
名
以
下
回
畠
等
を
、
前

の
所
有
者
田
部
与
三
俊
綱
が
「
以
去
延
応
年
中
、
寄
附
故
遠
江
守
殿
、
雄
掠
訴

申
候
」
、
す
な
わ
ち
、
北
条
一
門
の
名
越
朝
時
に
寄
進
し
て
し
ま
い
、
そ
の
上

で
こ
の
回
畠
等
の
訴
訟
に
及
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

や
は
り
、
在
地
の
ほ
う
か
ら
北
条
氏
・
得
宗
家
に
接
近
す
る
典
型
的
な
動
機

は
、
相
論
の
強
力
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
、
あ
る
い
は
相
論
の
表
面
上
の
当
事
者
を

勢
力
の
あ
る
北
条
氏
・
得
宗
家
に
す
り
か
え
て
、
そ
の
相
論
で
勝
訴
し
、
自
ら

の
在
地
に
お
け
る
支
配
力
を
よ
り
強
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
権
門

勢
家
の
威
を
か
り
で
他
の
押
妨
か
ら
私
領
を
守
り
つ
つ
自
ら
は
荘
官
と
な
っ
て

現
地
の
実
質
的
な
支
配
権
を
そ
の
ま
ま
保
持
し
よ
う
と
い
う
、
こ
う
し
た
得
宗

領
の
形
成
の
し
か
た
は
、
荘
園
制
の
あ
り
か
た
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。

得
宗
領
に
は
、
得
宗
家
が
強
力
な
一
円
的
支
配
を
敷
い
た
新
恩
系
統
の
所
領

の
ほ
か
に
、
在
地
領
主
の
側
に
そ
の
ま
ま
現
地
経
営
権
が
留
保
さ
れ
た
寄
進
を

成
立
契
機
と
す
る
も
の
も
存
在
し
、
得
宗
家
の
中
央
集
権
的
な
支
配
の
浸
透
度
、

裏
を
返
せ
ば
所
領
と
し
て
の
成
熟
度
に
は
差
が
あ
っ
た
。
し
か
し
い
ず
れ
の
場

合
に
し
て
も
、
土
地
の
支
配
と
同
時
に
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
人
を
も
支
配
す
る

と
い
う
、
荘
園
制
の
あ
り
か
た
に
非
常
に
類
似
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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第
二
節

統
轄
の
し
か
た
(
そ
の
こ
)
|
|
頭
人
i
寄
子
方
式

入
間
田
宣
夫
氏
は
、
得
宗
家
の
支
配
方
式
に
は
前
節
で
も
確
認
し
た
政
所
i

(
川
出
)

給
主
方
式
の
他
に
、
頭
人

l
寄
子
方
式
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
関
す
る
史
料
が
非
常
に
少
な
く
、
前
者

と
の
使
い
分
け
ら
れ
方
等
に
つ
い
て
は
断
定
を
さ
し
ひ
か
え
る
と
さ
れ
、
頭
人

!
寄
子
方
式
の
具
体
的
な
様
相
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
こ
の
頭
人

l
寄
子
方
式
の
具
体
的
な
あ
り
か
た
に
つ
い

て
考
察
し
て
み
た
い
。

政
所
l
給
主
・
頭
人
l
寄
子
の
両
方
式
が
並
立
し
て
記
さ
れ
、
ど
う
い
っ
た

規
定
の
下
で
そ
れ
ら
が
機
能
し
て
い
た
か
を
伝
え
て
く
れ
て
い
る
の
が
、
次
の

御
内
法
(
得
宗
家
の
法
令
)
で
あ
る
。

御
判
有
之
、

一
御
同
例
・
臨
時
公
事
問
事
、
或
就
政
所
、
或
定
頭
人
、
被
仰
下
之
慮
、

給
主
井
寄
子
等
、
称
令
対
拝
、
不
遣
其
道
之
候
無
謂
、
然
者
頭
人
井
政

所
先
致
沙
汰
、
可
注
進
子
細
、
寄
子
井
給
主
等
、
背
彼
催
促
、
致
自
由

，
対
拝
者
、
随
公
事
之
幹
、
可
被
付
寄
子
所
帯
於
頭
人
、
次
政
所
経
公
用

事
、
於
別
納
之
地
者
、
可
被
落
例
郷
、
至
例
郷
者
、
可
付
政
所
、
但
以

(
部
〉

不
実
於
注
進
者
、
政
所
・
頭
人
可
有
其
春
之
状
、
如
件
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
得
宗
領
の
公
事
は
、
政
所
!
給
主
と
い
う
方
式
か
頭
人
|

寄
子
と
い
う
方
式
で
賦
課
・
徴
収
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
政
所
・
頭
人
は
と

に
か
く
ま
ず
そ
の
公
事
を
必
ず
納
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
も
し
そ
の
下
に
編

成
さ
れ
た
給
主
や
寄
子
が
対
拝
(
年
貢
等
の
納
入
を
拒
否
・
抵
抗
)
し
た
な
ら

ば
、
前
節
で
み
た
政
所
|
給
主
タ
イ
プ
の
支
配
方
式
の
場
合
、
別
納
の
地
は
例

郷
に
、
例
郷
は
政
所
直
轄
領
に
と
、
得
宗
家
の
支
配
が
よ
り
強
力
に
浸
透
す
る

形
態
に
改
め
ら
れ
、
い
っ
ぽ
う
、
頭
人
l
寄
子
方
式
の
場
合
は
、
そ
の
公
事
の

内
容
に
よ
っ
て
は
そ
の
寄
子
の
所
持
し
て
い
た
所
職
・
所
領
を
頭
人
に
与
え
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

頭
人
i
寄
子
方
式
に
よ
る
公
事
の
賦
課
・
徴
収
の
状
況
は
、
第
二
章
第
一
節

〈
鉛
)

で
引
用
し
た
得
宗
家
の
結
解
状
に
も
見
出
せ
る
。
陸
奥
国
平
賀
郡
大
平
賀
村
は
、

承
久
四
年
に
は
曽
我
氏
の
管
理
下
で
別
納
請
所
た
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
た

(

同

町

}

(

鴎

}

地
で
あ
っ
た
。
延
応
元
年
に
も
詰
所
で
あ
る
こ
と
が
、
確
認
さ
れ
て
い
る
。
だ

か
ら
、
文
保
元
年
に
提
出
さ
れ
た
正
和
四
・
五
年
分
の
年
貢
の
結
解
は
、
曽
我

氏
の
子
孫
で
当
時
給
主
だ
っ
た
曽
我
余
一
左
衛
門
尉
に
よ
る
別
納
の
地
と
し
て

行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
結
解
状
の
な
か
で
、
「
御
修
理
替
物
」
と
い
う

公
事
に
つ
い
て
は
、
初
勘
の
段
階
で
「
為
一
頭
、
致
其
沙
汰
之
、
」
と
記
さ
れ

て
、
今
回
の
結
解
の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
た
。
同
じ
曽
我
余
一
左
衛
門
尉

{
卸
)

分
の
陸
奥
国
名
取
郡
北
方
四
郎
丸
内
若
四
郎
名
の
結
解
状
の
「
修
理
替
物
」
の

項
に
は
、
や
は
り
同
様
に
「
八
刀
三
百
三
十
五
文
段
別
廿
文
定
、
為
一
頭
分
之

問
、
遂
各
別
結
解
一
戸
ご
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
修
理
替
物
」

と
い
う
公
事
は
、
頭
人
ご
と
、
す
な
わ
ち
頭
人

l
寄
子
単
位
で
の
貢
納
だ
っ
た

の
で
、
給
主
曽
我
余
一
左
衛
門
尉
と
し
て
の
年
貢
結
解
と
は
、
お
の
お
の
別
立

て
で
結
解
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
入
間
田
宣
夫
氏
は
、
『
吾
妻
鏡
』
延
応
元
年
五
月
廿
六
日
条
に

み
え
る
得
宗
家
の
執
事
奉
書
「
南
新
法
華
堂
六
斎
日
湯
薪
代
銭
支
配
事
」
を
挙

げ
て
、
頭
人
!
寄
子
方
式
の
典
型
的
な
姿
を
見
い
出
す
こ
と
が
可
能
だ
と
し
て

お
ら
れ
る
。
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。

北
条
義
時
は
、
北
条
政
子
の
供
養
の
た
め
に
、
南
新
法
華
堂
の
傍
ら
に
風
呂
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を
建
て
て
、
身
を
つ
つ
し
み
持
戒
清
浄
で
あ
る
べ
き
毎
月
六
斎
目
、
僧
た
ち
を

入
浴
さ
せ
る
こ
と
に
決
め
た
。
そ
の
薪
代
を
ま
か
な
う
た
め
に
、
頭
人
た
ち
を

番
に
編
成
し
、
交
代
で
順
番
に
そ
の
薪
代
を
遅
く
と
も
「
期
月
の
十
日
」
ま
で

に
は
納
入
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
合
、
「
毎
月
六
斎
日
」
の
た
め
の
結
番
、
「
期
月
の
十
日
」
ま
で
の
納

入
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
頭
人
た
ち
の
番
は
お
そ
ら
く
月
ご
と
、
す
な
わ
ち

一
年
分
で
十
二
個
の
番
に
編
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
得
宗
家
の
仏
事
供
養
の
た
め
十
二
個
の
番
が
編
成
さ
れ
た
例
は
、

ほ
か
に
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
得
宗
被
官
の
名
前
が
分
か
る

史
料
と
し
て
有
名
な
、
徳
治
二
年
五
月
日
円
覚
寺
毎
月
四
日
大
斎
番
文
で
あ
る
。

(
北
条
貞
時
)

(
袖
判
)

円
覚
寺
毎
月
四
日
大
斎
結
番
事

一
番長

崎
左
衛
門
尉
泉
谷

周
防
前
司

安
東
四
郎
右
衛
門
入
道

諏
方
六
郎
左
衛
門
尉

二
番(

中
略
)

十
二
番

工
藤
右
衛
門
入
道

出
雲
守

武
田
弥
五
郎

内
嶋
後
家

長
崎
木
工
左
衛
門
尉

嶋
田
民
部
大
夫
入
道

足
立
源
左
衛
門
入
道

合
同
四
郎
左
衛
門
尉

五
大
院
左
衛
門
入
道

妙
監
房

諏
方
兵
衛
尉

水
原
図
書
允

右
、
守
結
番
次
第
、
無
僻
怠
、
可
致
沙
汰
之
状
、
如
件
、

i

(

帥
)

徳
治
二
年
五
月
日

北
条
貞
時
は
父
北
条
時
宗
の
供
養
の
た
め
、
そ
の
命
日
(
弘
安
七
年
四
月
四

日
)
に
ち
な
ん
で
毎
月
四
日
に
、
円
覚
寺
で
衆
僧
に
食
事
を
お
布
施
す
る
こ
と

に
決
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
沙
汰
の
た
め
、
つ
ま
り
衆
僧
た
ち
の
食
事
の
費
用

を
ま
か
な
う
単
位
と
し
て
、
得
宗
被
官
九
十
四
人
を
十
二
番
に
編
成
し
た
の
が
、

こ
の
史
料
で
あ
る
。

被
官
を
十
二
番
に
編
成
し
て
得
宗
家
の
毎
月
の
仏
事
供
養
を
負
担
さ
せ
た
と

い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
一
年
で
割
っ
て
各
月
に
一
つ
の
番
が
担
当
し
た
と
思

わ
れ
、
先
ほ
ど
の
北
条
政
子
の
供
養
の
た
め
の
南
新
法
華
堂
六
斎
日
湯
薪
代
銭

と
同
じ
賦
課
の
し
か
た
と
い
え
る
。
円
覚
寺
毎
月
四
日
大
斎
の
た
め
に
各
番
八

名
ず
つ
に
結
番
さ
れ
た
得
宗
被
官
た
ち
も
、
た
ぶ
ん
頭
人
と
し
て
定
め
ら
れ
た

者
た
ち
で
あ
っ
て
、
頭
人
l
寄
子
単
位
の
代
表
者
と
し
て
こ
の
課
役
負
担
の
窓

口
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
察
す
る
に
、
先
ほ
ど
の
結
解
状
で
曽

我
余
一
左
衛
門
尉
が
一
頭
分
と
し
て
年
貢
と
は
別
に
納
入
し
た
「
修
理
替
物
」

も
、
こ
う
し
た
頭
人

l
寄
子
が
番
に
編
成
さ
れ
て
貢
納
す
る
課
役
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
修
理
替
物
」
の
具
体
的
な
内
容
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
南
新
法
華

堂
六
斎
日
湯
薪
代
銭
の
場
合
も
円
覚
寺
毎
月
四
日
大
斎
の
場
合
も
、
ど
ち
ら
も

仏
事
供
養
と
い
っ
た
得
宗
家
の
行
事
が
新
た
に
定
め
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
頭

(
阻
)

人
l
寄
子
が
編
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
本
節
の
最
初
に
引
い
た
御
内
法
に
も
、

「
定
頭
人
、
被
仰
下
之
慮
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
頭
人

l
寄
子
方
式
は
、

年
貢
な
ど
の
よ
う
な
恒
常
的
な
収
取
と
は
違
い
、
新
た
に
公
事
を
賦
課
・
徴
収

す
る
に
あ
た
っ
て
頭
人

l
寄
子
が
定
め
ら
れ
る
と
い
う
制
度
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
三
節

得
宗
家
の
支
配
の
性
格

本
章
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
頭
人
|
寄
子
方
式
は
、
得
宗
家
の
仏
事
供
養

の
よ
う
な
行
事
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
費
用
を
ま
か
な
う
た
め
に
編
成

さ
れ
、
用
い
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
際
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
た
。

(
北
条
政
子
〉

(
前
略
)
成
安
堵
天
、
各
一
郷
一
村
を
も
令
領
知
事
者
、
偏
是
ニ
品
禅
定

聖
霊
之
御
恩
徳
之
所
令
然
也
、
心
有
ら
む
輩
、
誰
不
知
思
之
誠
哉
、
而
今
、

此
最
少
の
所
課
に
於
て
は
、
或
ハ
忘
却
の
由
を
陳
し
、
或
過
分
之
儀
を

称
天
、
若
ハ
遅
々
せ
し
め
、
若
ハ
令
対
拝
天
、
聖
霊
乃
御
為
に
疎
略
を
致

さ
ん
事
、
只
是
可
類
干
木
石
者
也
、
於
木
石
之
類
者
、
恩
顧
を
施
し
て
、

〈
回
)

そ
れ
何
詮
か
あ
ら
ん
哉
、
(
後
略
)

得
宗
被
官
が
現
在
そ
の
経
済
的
・
社
会
的
地
位
を
保
証
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ひ
と
え
に
主
家
で
あ
る
得
宗
家
の
恩
に
よ
る
も
の
だ
。
そ
の
思
に
報
い
ず
、
得

宗
家
の
仏
事
供
養
を
疎
ん
じ
て
そ
の
負
担
を
怠
る
の
は
、
木
石
に
等
し
く
、
得

〈
郎
)

宗
家
が
恩
顧
を
施
す
べ
き
い
わ
れ
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
石
。
つ
ま
り
、
得

宗
被
官
が
得
宗
家
の
仏
事
供
養
の
費
用
を
負
担
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

単
な
る
経
済
上
の
課
役
で
は
な
く
、
得
宗
家
と
得
宗
被
官
の
聞
に
御
恩

l
奉
公

の
関
係
で
結
ぼ
れ
た
主
従
制
を
、
改
め
て
確
認
し
、
そ
れ
を
よ
り
強
固
な
も
の

と
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
費
用
負
担

を
怠
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
「
至
不
法
之
人
々
者
、
所
帯
を
あ
ら
た
め
ら
れ
む

(
川
田
〉

事
、
更
無
所
拘
欺
」
と
い
う
よ
う
に
、
所
領
の
没
収
な
ど
非
常
に
厳
し
い
処
断

が
下
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
頭
人
|
寄
子
方
式
は
、
得
宗
家
の
主
従
制
の
結
集
点
と
な
る
よ

う
な
課
役
に
あ
た
っ
て
用
い
ら
れ
た
、
主
従
関
係
を
再
確
認
す
る
支
配
方
式
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
政
所
|
給
主
方
式
が
荘
園
制
的
な
土
地
を
機
軸
と
し
た
支
配

本
章
第
一
・
ニ
節
で
、
得
宗
領
の
存
在
形
態
や
得
宗
家
支
配
機
構
内
に
位
置

づ
け
ら
れ
組
織
化
さ
れ
た
得
宗
被
官
た
ち
の
あ
り
か
た
を
み
て
き
た
が
、
最
後

に
そ
れ
ら
を
見
通
し
て
、
得
宗
家
の
支
配
構
造
の
全
体
像
に
迫
っ
て
み
た
い
。

本
章
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
得
宗
領
に
は
、
新
恩
と
し
て
幕
府
か
ら
得

宗
家
に
給
与
さ
れ
た
と
い
う
系
譜
を
も
っ
得
宗
家
の
一
円
的
な
支
配
が
貫
徹
し

た
所
領
の
ほ
か
に
、
訴
訟
を
有
利
に
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
在
地
の
側
か
ら

得
宗
家
に
寄
進
さ
れ
、
在
地
領
主
の
権
限
が
か
な
り
強
い
ま
ま
残
さ
れ
た
所
領

も
あ
っ
た
。
前
者
は
荘
園
制
の
最
も
完
成
さ
れ
た
姿
、
す
な
わ
ち
一
同
化
さ
れ

た
荘
園
の
形
態
で
あ
り
、
後
者
の
ほ
う
は
、
そ
の
前
段
階
、
在
地
領
主
に
現
地

支
配
権
を
握
ら
れ
た
ま
ま
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
得
宗
家
の
中
央
集
権
的
支
配
の
浸
透
度
の
差
を
認
識
し
て
、
得
宗

領
は
別
納
・
例
郷
・
政
所
直
轄
領
と
い
う
三
形
態
に
分
類
さ
れ
て
そ
の
支
配
が

行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
一
貫
し
た
支
配
原
理
と
し
て
、
得
宗

家
公
文
所
が
そ
の
頂
点
に
た
っ
て
す
べ
て
の
所
領
を
一
括
し
て
把
援
・
管
理
す

る
、
政
所
|
給
主
方
式
と
い
う
支
配
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
政
所
l
給

主
と
い
う
支
配
方
式
は
、
土
地
の
支
配
と
同
時
に
、
土
地
の
管
理
者
と
し
て
の

得
宗
被
官
を
支
配
機
構
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

土
地
の
支
配
が
基
本
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
媒
介
と
す
る
か
た
ち
で
人
を
も
支
配

す
る
、
と
い
う
荘
園
制
的
な
支
配
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
得
宗
家
の
支
配
方
式
は
、
こ
の
よ
う
な
荘
園
制
的
な
政
所

l
給
主

方
式
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
方
式
と
並
立
す
る
形
で
、
頭
人
l
寄
子
方
式

が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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方
式
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
頭
人
!
寄
子
方
式
は
、
得
宗
家
と
得
宗
被
官
と
の

主
従
関
係
と
い
う
、
人
を
機
軸
と
し
た
支
配
方
式
と
い
え
よ
う
。

(
町
)

前
節
で
紹
介
し
た
徳
治
二
年
五
月
日
円
覚
寺
毎
月
四
日
大
斎
番
文
に
は
、
は

か
ら
ず
も
そ
の
こ
と
が
明
確
に
現
れ
て
い
た
。
得
宗
被
官
た
ち
九
十
六
名
は
十

二
の
番
に
編
成
さ
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
各
個
人
と
し
て
そ
の
名
前

で
把
握
さ
れ
て
お
り
、
守
護
代
や
地
頭
代
・
政
所
と
い
っ
た
得
宗
家
内
で
の
所

領
支
配
に
関
わ
る
肩
書
き
で
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
十
二

番
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
工
藤
右
衛
門
入
道
呆
暁
(
呆
禅
)
は
、
当
時
、

(
伺
)

得
宗
領
摂
津
国
多
国
庄
の
政
所
で
あ
っ
た
が
、
「
多
田
庄
政
所
」
と
い
う
所
領

支
配
の
機
構
で
の
位
置
づ
け
で
は
な
く
、
得
宗
被
官
一
個
人
「
工
藤
右
衛
門
入

道
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
頭
人
l
寄
子
と
い
う
集
団
に
編
成
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

本
質
的
に
は
頭
人
・
寄
子
そ
れ
ぞ
れ
が
単
に
得
宗
被
官
個
人
と
し
て
把
握
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
頭
人
!
寄
子
方
式
と
は
、
得
宗
家
と
得
宗
被
官
個
人
と
の

主
従
関
係
、
つ
ま
り
「
人
」
を
前
面
に
押
し
出
し
た
支
配
方
式
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
得
宗
家
の
支
配
は
、
単
に
荘
園
制
的
な
も
の
と

い
う
こ
と
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
。
政
所
l
給
主
と
い
う
荘

園
制
的
な
土
地
を
軸
と
す
る
支
配
方
式
の
ほ
か
に
、
主
従
制
に
依
拠
し
た
頭
人

|
寄
子
と
い
う
支
配
方
式
を
併
存
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
第
一
章
で
見
た
よ

う
に
、
得
宗
家
の
主
従
関
係
が
直
接
的
で
強
固
な
結
び
付
き
で
あ
っ
て
、
得
宗

の
袖
判
等
に
よ
っ
て
そ
の
関
係
が
確
認
・
強
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
を
考
え
あ

わ
せ
る
と
、
課
役
に
よ
っ
て
主
従
関
係
を
確
認
す
る
よ
う
な
こ
の
頭
人
|
寄
子

方
式
と
い
う
支
配
の
方
法
は
、
得
宗
家
の
支
配
の
あ
り
か
た
の
も
う
一
本
の
大

き
な
柱
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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お

わ

り

tこ

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
得
宗
家
発
給
文
書
に
は
、
得
宗
袖
判
下
文
や
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
等
、
得

宗
の
袖
判
が
据
え
ら
れ
た
文
書
が
多
い
。
中
世
、
文
書
の
袖
に
据
え
ら
れ
た

主
人
の
花
押
は
、
そ
の
文
書
の
受
取
者
個
人
と
の
主
従
関
係
を
、
具
体
的
な

形
で
直
接
保
証
・
確
認
し
、
ま
た
強
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
鎌
倉

時
代
を
通
じ
て
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
得
宗
家
の
主
従
関
係
が
、
主

人
で
あ
る
得
宗
個
人
と
被
官
個
人
と
い
う
、
具
体
的
・
直
接
的
な
結
び
つ
き

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

得
宗
家
の
家
政
機
関
の
う
ち
、
得
宗
家
公
文
所
は
、
得
宗
領
の
年
貢
収
取

や
そ
れ
に
関
連
し
た
文
書
発
給
と
い
っ
た
得
宗
領
の
経
済
的
支
配
に
関
す
る

職
務
ば
か
り
で
な
く
、
や
は
り
得
宗
領
支
配
の
も
う
一
本
の
柱
と
し
て
重
要

な
人
の
支
配
、
具
体
的
に
は
得
宗
領
内
の
人
々
の
間
の
秩
序
維
持
活
動
と
も

い
え
る
訴
訟
処
理
を
も
行
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
従
来
得
宗
家
の
訴
訟
機
関
と

い
わ
れ
て
き
た
「
得
宗
方
」
と
は
、
得
宗
家
公
文
所
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
家
政
機
関
「
御
内
侍
所
」
は
、

反
得
宗
家
の
動
き
や
事
件
に
対
す
る
検
断
権
を
行
使
し
て
い
た
。

三
得
宗
領
に
は
、
従
来
注
目
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
、
新
恩
と
し
て
得
宗
家
に

与
え
ら
れ
得
宗
家
の
一
円
的
・
中
央
集
権
的
支
配
が
貫
徹
し
や
す
か
っ
た
所

領
だ
け
で
な
く
、
相
論
に
お
け
る
有
利
さ
を
求
め
て
在
地
の
側
か
ら
得
宗
家

に
寄
進
さ
れ
現
地
経
営
権
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
在
地
領
主
が
握
る
と
い
う
、

得
宗
家
の
支
配
が
直
接
及
び
に
く
い
も
の
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
ど
ち
ら
も
、



得
宗
家
公
文
所
の
一
元
的
な
管
理
・
統
制
を
受
け
、
政
所

l
給
主
方
式
と
い

う
支
配
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
。
従
来
の
研
究
で
も
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
の

支
配
方
式
は
、
土
地
の
支
配
を
基
本
と
し
た
う
え
で
そ
れ
を
媒
介
に
土
地
管

理
者
と
し
て
の
人
を
も
支
配
す
る
と
い
う
、
荘
園
制
的
な
支
配
の
し
か
た
と

い
え
る
。
し
か
し
も
う
一
方
で
、
頭
人
l

寄
子
方
式
と
い
う
主
従
関
係
の
確

認
・
強
化
を
重
視
し
た
支
配
方
式
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
得
宗
家
の

支
配
は
、
土
地
を
軸
と
し
た
政
所
i
給
主
方
式
と
、
人
を
軸
と
し
た
頭
人
|

寄
子
方
式
の
二
本
立
て
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

本
文
を
要
約
す
る
と
、
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
最
後
に
三
に
関
連
し
て
少

し
だ
け
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。

得
宗
家
の
支
配
原
理
の
一
つ
、
政
所
l
給
主
方
式
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
得

宗
家
で
は
土
地
を
軸
と
し
そ
れ
を
媒
介
と
し
た
被
官
の
支
配
・
組
織
化
が
行
わ

れ
て
い
た
。
中
世
に
お
い
て
は
、
土
地
は
そ
こ
を
開
発
し
た
個
人
(
あ
る
い
は

「
相
伝
」
に
よ
っ
て
そ
の
所
有
者
と
な
っ
た
開
発
者
の
子
孫
)
の
人
格
と
深
く

(
町
)

結
び
つ
く
も
の
と
観
念
さ
れ
て
お
り
、
通
常
、
こ
う
し
た
人
と
、
土
地
あ
る
い

は
そ
こ
に
発
生
す
る
権
利
と
し
て
の
所
職
と
の
結
び
付
き
を
切
り
離
し
て
支
配

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
得
宗
家
に
お
い
て

は
、
新
思
と
し
て
獲
得
し
た
所
領
が
多
か
っ
た
こ
と
も
一
つ
の
理
由
で
あ
ろ
う

が
、
得
宗
領
の
一
円
的
支
配
に
か
な
り
の
程
度
で
成
功
し
、
こ
う
し
た
一
円
化

し
た
所
領
に
お
か
れ
た
給
主
は
あ
く
ま
で
得
宗
の
代
官
に
す
ぎ
ず
、
究
極
的
な

進
止
権
に
つ
い
て
は
得
宗
家
が
握
っ
て
い
て
、
所
領
・
所
職
は
「
遷
替
」
の
も

の
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
全
得
宗
領
に
つ
い
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
一
円
的
支

配
の
及
ん
だ
得
宗
領
に
関
し
て
は
、
そ
の
所
職
は
土
地
と
切
り
離
さ
れ
て
被
官

に
「
預
け
置
」
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
究
極
的
な
進
止
権
は
土
地
を
握
っ
て
い

る
得
宗
家
に
あ
る
、
と
い
っ
た
考
え
方
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
預
け

置
き
」
の
考
え
方
は
、
の
ち
の
室
町
幕
府
将
軍
と
そ
の
直
轄
軍
た
る
奉
公
衆
と

(
開
)

の
聞
に
も
見
ら
れ
、
そ
の
思
想
的
源
流
と
し
て
興
味
深
い
。

そ
し
て
、
所
領
の
一
円
支
配
を
お
し
進
め
、
土
地
と
人
と
の
有
機
的
な
強
い

結
び
つ
き
を
切
り
離
し
た
時
、
つ
ぎ
に
支
配
・
組
織
化
の
対
象
と
し
て
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
も
の
は
、
当
然
、
「
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
、

得
宗
家
に
お
い
て
も
、
主
従
関
係
に
依
拠
し
「
人
」
を
機
軸
と
し
た
頭
人
l
寄

子
と
い
う
支
配
方
式
が
、
も
う
一
つ
の
支
配
原
理
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
得
宗
袖

判
下
文
や
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
に
象
徴
的
に
現
れ
て
い
た
よ
う
に
、
得
宗
と
被

官
と
の
主
従
関
係
の
確
認
は
鎌
倉
時
代
末
に
い
た
る
ま
で
重
視
さ
れ
、
主
従
の

結
び
つ
き
は
直
接
的
で
非
常
に
強
固
な
も
の
だ
っ
た
。

鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
、
建
武
政
権
は
、
従
来
の
土
地
を
軸
と
す
る
「
相
伝
」
の

原
理
に
よ
る
支
配
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
吸
収
す
る
か
た
ち
で
、
む
し
ろ
人
を

軸
と
す
る
「
遷
替
」
の
原
理
に
よ
る
支
配
へ
の
一
本
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
と

(
伺
〉

言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
動
向
の
萌
芽
、
あ
る
い
は
後
醍
醐
天
皇

が
実
現
し
よ
う
と
し
て
で
き
な
か
っ
た
方
向
の
、
む
し
ろ
か
な
り
完
成
し
た
形

の
も
の
が
、
得
宗
領
で
も
一
円
的
支
配
に
成
功
し
た
所
領
に
つ
い
て
に
限
ら
れ

る
と
は
い
え
、
す
で
に
得
宗
家
内
部
で
は
み
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
得
宗
家
の
か
な
り
進
ん
だ
支
配
形
態
は
、
結
局
、
鎌
倉
幕
府
の
一

御
家
人
の
家
政
支
配
と
い
う
枠
を
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
か

つ
て
網
野
善
彦
氏
が
「
得
宗
の
支
配
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
早
熟
だ
っ
た
よ
う
に

(
捌
)

思
わ
れ
る
」
と
経
験
的
に
示
唆
さ
れ
た
が
、
得
宗
権
力
の
基
盤
は
、
そ
の
「
早

熟
」
な
権
力
と
い
う
性
格
に
ふ
さ
わ
し
く
、
時
代
の
さ
き
が
け
と
も
い
え
る
支

配
原
理
・
支
配
構
造
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

得宗家の支配構造39 



注
〈1
〉
石
井
進
「
九
州
諸
国
に
お
け
る
北
条
氏
所
領
の
研
究
」
(
竹
内
理
三
博
士
還
暦
記

念
会
編
『
荘
園
制
と
武
家
社
会
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
)
、
豊
田
武
「
北
条
氏

所
領
の
形
成
」
(
豊
田
武
・
遠
藤
巌
・
入
間
田
宣
夫
「
東
北
地
方
に
お
け
る
北
条
氏
の

所
領
」
第
一
章
、
『
東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
』
別
巻
第
七
集
、
一
九
七

O
年
)
等
。

〈2
)

佐
藤
進
一
司
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
(
畝
傍
書
房
、
一
九
四
三
年
)
、
一

O

五

t
一O
六
頁
。

〈
3
)

奥
富
敬
之
「
得
宗
専
制
政
権
の
研
究
(
そ
の
一
)
」
(
『
目
白
学
園
女
子
短
期
大
学

研
究
紀
要
』
第
一
号
、
一
九
六
四
年
)
、
同
「
得
宗
家
公
文
所
の
基
礎
的
素
描
」
(
『
日

本
史
孜
究
』
第
一
六
号
、
一
九
七

O
年
〉
、
同
『
鎌
倉
北
保
氏
の
基
礎
的
研
究
』
(
吉
川

弘
文
館
、
一
九
八

O
年)。

(
4
)

入
間
田
宣
夫
「
北
条
氏
所
領
の
内
部
構
造
」
(
豊
田
武
・
遠
藤
巌
・
入
間
田
宣
夫

「
東
北
地
方
に
お
け
る
北
条
氏
の
所
領
」
第
三
章
、
『
東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究

報
告
』
別
巻
第
七
集
、
一
九
七

O
年
)
、
同
「
北
条
氏
と
摂
津
多
田
院
・
多
国
庄
」

(
『
日
本
歴
史
』
第
三
二
五
号
、
一
九
七
玉
年
〉
、
同
「
延
応
元
年
五
月
廿
六
日
平
盛
綱

奉
書
に
つ
い
て
」
(
日
本
古
文
書
学
会
編
『
日
本
古
文
書
学
論
集
』
玉
、
古
川
弘
文
館
、

一
九
八
六
年
、
初
出
は
『
山
形
史
学
研
究
』
第
一
三
・
一
四
合
併
号
、
一
九
七
八
年
)
。

(

5

)

田
村
浩
「
得
宗
家
公
文
所
の
一
考
察
」
(
千
葉
県
立
船
橋
高
等
学
校
『
研
究
紀
要
』

第
一
三
号
、
一
九
八
二
年
〉
。

〈6
)

得
宗
家
が
家
政
支
配
の
た
め
に
発
給
し
た
文
書
に
は
い
く
つ
か
の
様
式
が
あ
る
が
、

本
稿
で
は
、
史
料
の
残
存
数
が
多
い
得
宗
袖
判
下
文
・
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
・
得
宗
家

公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
の
三
種
類
を
扱
う
。
と
こ
ろ
で
周
知
の
ご
と
く
、
得
宗
と
は

北
条
義
時
の
法
名
で
あ
り
、
こ
れ
を
北
条
氏
嫡
流
の
呼
称
と
し
た
の
は
そ
の
子
北
条
泰

時
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
い
え
ば
得
宗
家
と
は
、
義
時
あ
る
い
は
泰
時
以
降
の
北
条
氏

嫡
流
家
の
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
、
時
政
の
代
を
含
め
た
北
条
氏
嫡
流
山
梨
を
得
宗

家
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

ハ
7
〉
佐
藤
進
一
『
古
文
書
学
入
門
』
(
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
年
)
、
日
本
古
文

書
学
会
編
『
概
説
古
文
書
学
』
古
代
・
中
世
編
(
古
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
)
。

(
8
)

得
宗
家
の
下
文
だ
け
で
な
く
、
北
条
氏
の
安
堵
状
全
体
を
取
り
扱
っ
た
論
考
と
し

て
は
、
工
藤
勝
彦
氏
「
北
条
氏
の
安
堵
と
主
従
制
」
(
『
史
叢
』
第
五

O
号
、
一
九
九
三

年
)
が
あ
る
。
同
氏
は
北
条
氏
の
安
堵
状
を
素
材
と
し
て
、
北
条
氏
に
特
徴
的
に
み
ら

れ
る
安
堵
の
種
類
を
分
析
さ
れ
、
北
条
氏
の
主
従
制
は
、
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
制
よ
り

も
、
よ
り
直
接
的
な
保
護
!
被
保
護
関
係
で
あ
っ
た
と
結
論

e

つ
け
て
お
ら
れ
る
。

(
9
)
前
掲
(

7

)

書。

(
叩
〉
御
内
法
に
も
安
堵
の
時
に
下
文
を
賜
る
の
は
「
定
法
」
と
記
さ
れ
て
い
る
〈
『
中

世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
、
追
加
法
六
二
ニ
号
)
。

(
日
〉
表
1
1
9
〈表
1
中
の
文
書
番
号
9
の
文
書
、
と
い
う
意
。
以
下
同
様
〉
。

(
ロ
)
『
国
史
大
辞
典
』
(
吉
川
弘
文
館
〉
「
袖
判
」
の
項
、
『
日
本
史
大
事
典
』
〈
平
凡
社
、

一
九
九
三
年
)
「
袖
判
」
の
項
。

(
口
)
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
袖
判
と
は
少
し
異
な
る
が
、
松
井
輝
昭
氏
「
折
紙
の
着

到
状
に
つ
い
て
」
(
『
古
文
書
研
究
』
第
三
四
号
、
一
九
九
一
年
)
に
、
証
判
と
し
て
の

花
押
が
、
や
は
り
主
従
関
係
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
そ
の
保
証
と
な
る
べ
き
重
要
な
意
味

を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

(
U
)

『
吾
妻
鏡
』
建
久
ニ
年
正
月
十
五
日
条
、
建
久
三
年
八
月
五
日
条
〈
『
吾
妻
鏡
』
は
、

『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
コ
二
一
・
三
三
巻
「
吾
妻
鏡
」
に
よ
っ
た
)
。

(
日
)
嘉
元
ニ
年
五
月
廿
四
日
曽
我
泰
光
譲
状
(
『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
八
コ
二
号
〉
、
嘉
元

四
年
四
月
十
四
日
千
竃
時
家
譲
状
(
『
一
鎌
倉
遺
文
』
二
二
六
一

O
号〉。

(
時
)
ま
た
、
得
宗
家
の
主
従
関
係
が
個
別
具
体
的
・
直
接
的
な
結
び
つ
き
で
あ
る
こ
と

は
、
得
宗
家
に
お
い
て
、
被
官
側
の
代
替
わ
り
(
譲
与
〉
を
得
宗
が
承
認
す
る
譲
与
安

堵
の
ほ
か
に
、
得
宗
家
の
家
替
の
代
替
わ
り
に
際
し
で
も
被
官
の
所
領
を
安
堵
し
直
す
、

い
わ
ゆ
る
「
代
替
わ
り
安
堵
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
強
く
印
象
づ
け
ら
れ

る。
た
だ
し
、
得
宗
家
の
代
替
わ
り
安
堵
の
史
料
が
見
出
せ
る
の
は
泰
時
の
代
か
ら
文
永

元
年
ま
で
で
あ
り
、
そ
の
後
、
貞
時
の
代
に
な
る
と
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
た
っ

た
こ
通
と
は
い
え
外
題
安
堵
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
得
宗
家
に
お
い
て
も
次
第
に
主

従
関
係
の
質
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
袖
判
下
文
自
身
は

鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
発
給
さ
れ
て
お
り
、
得
宗
家
に
お
け
る
主
従
関
係
は
、
幕
府
の
場

合
と
比
べ
、
や
は
り
き
わ
め
て
具
体
的
で
直
接
的
な
結
び
つ
き
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

な
お
、
文
永
元
年
の
代
替
わ
り
安
堵
と
い
う
の
は
、
文
永
元
年
三
月
二
十
九
日
の
袖

判
下
文
(
袖
判
は
北
条
氏
の
誰
の
も
の
か
不
明
、
『
鎌
倉
遺
文
』
九
O
六
七
号
)
の
こ

と
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
前
掲

(
8
)
論
文
で
は
、
当
時
の
幕
府
執
権
職
交
替
の
状
況

か
ら
代
替
わ
り
安
堵
と
す
る
に
は
時
期
が
不
適
当
と
み
て
保
留
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

40 



こ
の
前
年
に
あ
た
る
弘
長
三
年
に
得
宗
北
条
時
頼
が
亡
く
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
伴
う

代
替
わ
り
安
堵
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
幕
府
執
権
職
の
交
替
と
は
関

わ
り
な
く
、
明
ら
か
に
北
条
氏
嫡
流
家
の
家
督
得
宗
の
交
替
に
際
し
て
代
替
わ
り
安
堵

が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
臼
)
奥
富
敬
之
氏
は
、
後
述
す
る
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
と
こ
の
得
宗
袖
判

執
事
奉
書
を
、
両
方
と
も
得
宗
家
公
文
所
で
発
給
さ
れ
た
文
書
と
み
て
、
一
括
し
て

「
得
宗
公
文
所
奉
書
」
と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
。
(
奥
富
敬
之
「
得
宗
家
公
文
所
の
基
礎
的

素
描
」
(
『
日
本
史
孜
究
』
第
一
六
号
、
一
九
七

O
年
)
、
同
『
鎌
倉
北
保
氏
の
基
礎
的

研
究
』
(
古
川
弘
文
館
、
一
九
八
O
年)。

し
か
し
、
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
は
、
得
宗
家
公
文
所
が
家
政
機
関
と
し

て
主
人
の
意
を
う
け
た
ま
わ
っ
て
発
給
す
る
と
い
う
形
を
と
る
の
で
、
文
書
の
差
出
人

は
公
文
所
の
奉
行
人
た
ち
複
数
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
は
、
得
宗

家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
へ
と
そ
の
ま
ま
移
行
し
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
得
宗

家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
が
発
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
並
行
し
て
発
給
さ

れ
続
け
て
い
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
両
者
の
並
立
し
た
時
期
に
お
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
固
有
の
用
途
に
使
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
実
際
中
世
当
時
で
も
、
得
宗

袖
判
執
事
奉
書
と
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
と
は
、
分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
(
円
覚
寺
文
書
目
録
で
は
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
の
こ
と
を
、
わ
ざ
わ
ざ

「
執
事
奉
書
」
と
断
っ
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
る
も
の
が
多
い
〈
『
鎌
倉
市
史
』
史
料

編
第
二
巻
、
円
覚
寺
文
書
、
六

O
号
・
一
六
八
号
〉
。
い
っ
ぽ
う
、
正
応
五
年
十
一
月

十
ニ
日
佐
束
西
念
施
行
状
案
〈
『
鎌
倉
遺
文
』
一
八

O
四
六
号
〉
で
は
、
正
応
五
年
十

月
十
三
日
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
〈
『
鎌
倉
遺
文
』
一
八
O
一ニ

O
号
〉
の
こ

と
を
「
公
文
所
御
執
行
」
と
意
識
し
て
い
る
)
。
こ
う
し
た
様
式
も
用
法
も
異
な
る
両

者
を
、
一
括
し
て
扱
っ
て
し
ま
う
の
は
少
々
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
、
本
稿

で
は
、
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
と
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
と
は
分
け
て
扱
う
こ

と
と
す
る
。
な
お
、
入
間
田
宣
夫
氏
も
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
と
得
宗
家
奉
行
人
連
署
奉

書
と
を
区
別
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら
れ
(
「
北
条
氏
と
摂
津
多
国

院
・
多
田
庄
」
、
『
日
本
歴
史
』
第
三
二
五
号
、
一
九
七
五
年
て
そ
の
後
田
村
浩
氏
も
、

前
掲
〈
5
)
論
文
で
両
者
を
分
け
て
お
ら
れ
る
。

(
日
)
表
2
1
5
0

(
凶
)
表

2
i
M
。

(
却
〉
得
宗
家
の
執
事
奉
書
で
も
、
得
宗
の
柏
判
が
な
い
も
の
も
い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ

れ
ら
は
原
本
を
写
し
た
案
文
で
あ
っ
て
、
袖
判
に
つ
い
て
の
記
載
が
欠
け
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
も
の
で
、
原
則
的
に
は
得
宗
家
の
執
事
奉
書
に
は
袖
判
が
据

え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
最
初
か
ら
袖
判
の
な
い
も
の
も
少
々
存
在
す
る

(表

2
i
u、
お
そ
ら
く
表

2
l
mも
そ
う
で
あ
ろ
う
)
。
そ
れ
は
い
ず
れ
も
円
覚
寺
へ

の
寄
進
に
関
す
る
文
書
で
、
得
宗
の
袖
判
は
据
え
ら
れ
ず
、
「
恐
々
謹
言
」
と
い
う
よ

り
丁
寧
a

な
書
止
め
文
言
が
使
わ
れ
、
奉
者
の
名
前
の
下
に
は
「
奉
」
と
い
う
下
附
が
付

く
か
わ
り
に
奉
者
の
花
押
が
加
え
ら
れ
る
な
ど
、
一
般
的
な
執
事
奉
書
と
は
少
し
異
な

っ
て
い
る
。
同
じ
円
覚
寺
宛
て
で
も
、
「
円
覚
寺
奉
行
人
中
」
が
宛
所
だ
と
書
止
め
は

「
何
執
達
如
件
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
場
合
の
宛
所
は
「
円
覚
寺
方
丈
」
で
あ

り
、
宛
所
に
敬
意
を
表
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
よ
り
厚
礼
な
「
恐
々
謹
言
」

と
い
う
書
止
め
文
言
が
使
わ
れ
、
尊
大
で
上
意
下
達
の
意
味
あ
い
が
強
い
袖
判
は
遠
慮

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
同
じ
鎌
倉
時
代
、
こ
の
文
書
が
「
同
方
〈
吉
田
方
)
御
寄
進
執
事

奉
書
」
と
意
識
さ
れ
て
い
る
(
円
覚
寺
文
書
目
録
、
『
鎌
倉
市
史
』
史
料
編
第
一
一
巻
、

円
覚
寺
文
書
六

O
見
方
)
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
文
書
も
得
宗
家
の
執
事
奉
書
の
範
曜
に

い
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
事
情
に
よ
っ
て
、
普
通
の

得
宗
袖
判
執
事
奉
書
と
は
少
々
異
な
る
型
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
得
宗
家
の
執
事

奉
書
に
は
、
基
本
的
に
得
宗
の
袖
判
が
据
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
幻
)
防
長
守
護
職
に
あ
っ
た
北
条
氏
一
門
が
袖
判
執
事
奉
書
を
発
給
し
て
い
た
こ
と
は
、

児
玉
県
一
氏
が
「
文
永
・
弘
安
の
役
を
契
機
と
す
る
防
長
守
護
北
条
氏
の
一
考
察
」

(
白
山
史
学
』
第
一
一
一

O
号
、
一
九
九
四
年
)
で
注
目
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま

た
、
足
利
氏
の
袖
判
執
事
奉
書
に
つ
い
て
は
、
福
田
豊
彦
氏
の
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る

足
利
氏
の
家
政
管
理
機
構
」
(
『
日
本
歴
史
』
第
三
四
七
号
、
一
九
七
七
年
)
や
上
島
有

氏
の
「
折
紙
の
足
利
尊
氏
袖
判
文
書
に
つ
い
て
」
(
『
古
文
書
研
究
』
第
ニ
七
号
、
一
九

八
七
年
〉
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
奥
富
敬
之
「
得
宗
家
公
文
所
の
基
礎
的
素
描
」
(
『
日
本
史
孜
究
』
第
一
六
号
、
一

九
七

O
年
)
、
同
『
鎌
倉
北
保
氏
の
基
礎
的
研
究
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
O
年)。

(
幻
)
前
掲
(
5
)
論
文
。

(
但
)
前
掲
(

7

)

書。

(
お
)
『
吾
妻
鏡
』
建
久
二
年
正
月
十
五
日
条
。

(
部
)
『
吾
妻
鏡
』
建
久
三
年
八
月
五
日
条
。

〈
訂
)
折
紙
の
袖
判
執
事
奉
書
は
、
得
宗
家
だ
け
で
な
く
、
足
利
氏
も
用
い
て
い
た
(
上

島
有
「
折
紙
の
足
利
尊
氏
袖
判
文
書
に
つ
い
て
」
『
古
文
書
研
究
』
第
二
七
号
、
}
九
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八
七
年
)
。

(
お
)
表

2
l
M
・
口
・
問
。

(
却
)
前
掲
(
幻
)
。

(
叩
)
小
田
雄
三
「
摂
津
多
田
庄
と
鎌
倉
北
条
氏
」
(
名
古
屋
大
学
教
養
部
門
紀
要
』
第

三
四
輯
、
一
九
九
O
年
)
。
小
田
氏
は
、
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
に
は
、
卒

者
か
ら
み
て
上
下
二
つ
の
ラ
ン
ク
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同

氏
が
上
の
ラ
ン
ク
に
属
す
る
と
指
摘
さ
れ
た
文
書
の
う
ち
、
多
田
神
社
文
書
の
正
和
五

年
間
十
月
十
八
日
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
以
外
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
に
そ
の
担

当
奉
行
で
あ
っ
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
ず
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
今

の
と
こ
ろ
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

〈
担
〉
前
掲

(
5
)
論
文
。

(
M
M
)

表
3
を
参
照
。

(
お
)
『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
八
月
廿
八
日
条
。

(
叫
)
前
掲
(
幻
)
。

(
お
)
陸
奥
国
平
賀
郡
大
平
賀
郷
正
和
四
・
五
年
結
解
状
(
『
鎌
倉
遺
文
』
二
六
四
九
八

号
)
、
陸
奥
国
名
取
郡
北
方
四
郎
丸
内
若
四
郎
名
元
応
二
年
結
解
状
(
『
鎌
合
遺
文
』
二

七
七
七
六
号
)
。

(
珂
)
川
添
昭
二
「
覆
勘
状
に
つ
い
て
」
(
日
本
古
文
書
学
会
編
円
日
本
古
文
書
学
論
集
』

六
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
、
初
出
は
『
史
淵
』
第
一

O
五
・
一

O
六
合
併
サ
、

一
九
七
一
年
)
。

(
町
)
表

3

目。

(
訪
)
表

3
1却
。
奉
者
の
う
ち
「
呆
勝
」
と
さ
れ
て
い
る
人
物
は
、
花
押
よ
り
、
有
力

な
特
宗
被
官
の
工
藤
呆
暁
(
某
禅
)
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
ο

(
叩
)
表

3
l幻。

(
却
)
表

3
1日。

(
叫
)
表

2
l
m
・
口
・
問
。

(
m
M
)

表

2
1問。

(
必
)
相
田
ニ
郎
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
武
家
古
文
書
の
筆
跡
」
(
日
本
古
文
書
学
会
編

『
日
本
古
文
書
学
論
集
』
六
、
古
川
弘
文
館
‘
一
九
八
七
年
、
初
出
は
『
史
学
雑
誌
』

第
五
五
編
第
一
・
一
ニ
号
、
一
九
四
四
年
)
。

(
叫
)
『
鎌
倉
市
史
』
史
料
編
第
二
巻
、
円
覚
寺
文
書
、
六

O
号
・

(
必
)
『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
九
一
九
号
。

一
六
八
号
。

〈
絹
)
『
同
史
大
辞
典
』
〈
古
川
弘
文
館
)
「
公
文
所
」
の
項
、
『
日
本
史
大
事
典
』
(
平
凡

社
、
一
九
九
三
年
)
「
公
文
所
」
の
項
ω

(
灯
)
前
掲

(
3
)
・〈
4
)
・
(
5
1

(
制
)
『
鎌
倉
遺
文
』
二
六
四
九
八
号
。
な
お
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
の
影
写
本

を
見
た
と
こ
ろ
、
花
押
①
は
長
崎
高
資
(
『
花
押
か
〉
み
』
ニ
九
七
九
|
一
一
)
、
花
押
②

は
沙
弥
了
口
(
『
花
押
か
〉
み
』
二
八
二
二
l
l
一
一
)
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
朱
筆
で
書
か

れ
た
花
押
④
一
@
は
同
一
人
物
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

(
的
)
『
鎌
倉
遺
文
』
ニ
七
七
七
六
号
。

(
別
)
表

3
1
4
0

(
日
)
表
3
1
5
0

(
臼
)
田
村
浩
氏
は
前
掲

(
5
)

論
文
で
、
御
内
人
が
侍
所
の
所
司
職
員
を
占
め
て
い
た

こ
と
、
ま
た
従
来
侍
所
発
給
と
考
え
ら
れ
て
き
た
文
書
が
得
宗
家
奉
行
人
連
署
奉
書
と

同
形
式
で
あ
る
こ
と
(
正
安
元
年
六
月
七
日
奉
行
人
連
署
奉
書
〈
『
鎌
倉
遺
文
』
ニ

O

一
四
一
号
〉
・
文
、
氷
十
年
十
一
月
十
四
日
奉
行
人
連
署
奉
書
〈
『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
四
六

四
号
〉
)
か
ら
、
侍
所
の
文
書
に
関
し
て
も
得
宗
家
公
文
所
が
発
給
し
て
い
た
と
推
測

し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
文
永
十
年
十
一
月
十
四
日
奉
行
人
連
署
奉
書
は
、

侍
所
管
国
の
相
模
国
の
大
番
役
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
奉
者
た
ち
四
人
は
、

ほ
か
に
僧
日
蓮
の
赦
免
に
つ
い
て
の
文
書
三
通
の
奉
者
と
し
て
も
み
え
る
(
『
鎌
倉
遺

文
』
一
一
五
四
一
五
号
・
一
一
五
回
ニ
号
・
一
一
五
四
四
号
)
。
日
蓮
を
断
罪
し
た
の

は
鎌
倉
幕
府
、
そ
の
検
断
機
構
た
る
侍
所
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
赦
免
も
当
然
侍
所
が
行

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
四
人
の
奉
者
た
ち
は
、
得
宗
家
の
家
政
文
書
発
給
に
は
関
与

せ
‘
す
、
侍
所
所
管
事
項
の
み
に
つ
い
て
専
門
的
に
文
書
発
給
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
、

彼
ら
は
得
宗
，
米
の
家
政
機
関
た
る
得
宗
家
公
文
所
の
職
員
で
は
な
く
、
鎌
倉
幕
府
侍
所

の
職
員
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
得
宗
家
公
文
所
と
鎌
倉
幕
府
侍
所

は
、
独
立
し
て
別
々
に
機
能
し
て
い
た
と
考
え
る
。

(
日
)
前
掲

(
2
)
者。

(
弘
)
村
井
章
介
「
御
内
人
と
外
様
」
(
井
上
光
貞
・
永
原
慶
二
・
児
玉
幸
多
・
大
久
保

利
謙
編
『
日
本
股
史
大
系
』
ニ
〈
山
川
出
版
社
、
一
九
八
五
年
〉
、
第
一
一
編
第
五
章
第

二
一
節
の
補
説
凶
)
で
も
、
佐
藤
進
一
氏
の
説
を
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
奥
寓
敬
之
「
得
宗
専
制
政
権
の
研
究
(
そ
の
一
)
」
(
『
目
白
学
園
女
子
短
期
大
学

研
究
紀
要
』
第
一
号
、
一
九
六
四
年
)
、
同
円
鎌
倉
北
保
氏
の
基
礎
的
研
究
』
(
古
川
弘

文
館
、
一
九
八
O
年)。
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(
同
)
前
掲
〈
5
〉
論
文
。

(
町
)
文
永
二
年
十
一
月
日
若
狭
国
惣
回
数
帳
写
、
円
鎌
倉
遺
文
』
九
四
一
一
一
一
号
。

な
お
、
本
文
で
指
摘
し
た
ほ
か
に
、
恒
枝
保
・
岡
安
名
の
相
論
も
お
そ
ら
く
得
宗
家

公
文
所
で
扱
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(
国
)
弘
安
四
年
五
月
十
七
日
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
(
表

3
i
m
)、
文
保

元
年
五
月
十
日
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
(
表
3
1叩)。

(
印
〉
「
得
宗
方
」
と
い
う
言
葉
を
、
単
に
一
般
名
詞
と
し
て
と
ら
え
て
み
る
と
、
「
方
」

ど
は
、
方
角
を
一
万
す
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
に
人
を
指
す
敬
意
を
も
っ
た
表
現
な
の
で

(
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
、
小
学
館
、
「
方
」
の
項
)
、
「
得
宗
方
」
と
は
「
得
宗
」
の
「
方
」
、

す
な
わ
ち
得
宗
家
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
沙
汰
未
練
書
』
(
『
続
群

書
類
従
』
第
二
十
玉
輯
上
、
武
家
部
〉
に
「
御
内
方
ト
ハ
相
模
守
殿
御
内
奉
行
人
事

也
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
ま
た
、
同
じ
鎌
倉
時
代
に
「
御
内
御
領
」
と
「
得
宗
御
領
」

と
い
う
言
葉
と
が
同
意
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
(
『
鎌
倉
遺
文
』
一
ニ

O
七
六
七
号
)

こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
も
「
御
内
方
」
と
「
得
宗
方
」
は
同
じ
意
味
で
、
得
宗
家
の
奉

行
人
ま
た
そ
の
奉
行
人
が
所
属
す
る
機
関
で
あ
る
得
宗
家
公
文
所
の
こ
と
、
と
解
し
て

上
い
と
思
わ
れ
る
。
だ
い
た
い
、
「
得
宗
方
」
と
い
う
訴
訟
機
関
が
存
在
し
た
の
な
ら
、

鎌
倉
時
代
末
期
、
訴
訟
手
続
に
熟
練
し
て
い
な
い
者
の
た
め
に
訴
訟
関
係
用
語
を
説
明

し
た
『
沙
汰
未
練
書
』
に
、
得
宗
家
公
文
所
が
解
説
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
得
宗
家
の
訴

訟
機
関
「
得
宗
方
」
が
収
載
さ
れ
な
い
は
ず
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
「
得
宗
方
」
と
い
う
独
立
し
た
訴
訟
機
関
の
想
定
を
否
定
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
「
得
宗
方
」
の
存
在
の
根
拠
と
し
て
奥
富
敬
之
氏
が
挙
げ
ら
れ
た
史
料
に
つ
い
て
、

い
ち
い
ち
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
(
5
)
論
文
で
す

で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

(
削
〉
前
掲
(
日
)
。

(
但
)
前
掲
(

5

)

論
文
。

(
臼
)
若
狭
国
惣
回
数
帳
に
得
宗
家
公
文
所
で
訴
訟
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ

た
八
例
は
、
い
ず
れ
も
御
内
対
非
御
内
の
相
論
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
駿
河
国
富
士
上
方

上
野
郷
の
御
内
対
非
御
内
の
相
論
に
お
い
て
も
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
の
問

状
が
発
給
さ
れ
て
い
る
し
(
表
3
1叫
)
、
ま
た
近
江
国
多
賀
社
の
馬
上
役
に
関
す
る

御
内
対
非
御
内
の
相
論
も
、
い
っ
た
ん
は
「
得
宗
方
(
日
得
宗
家
公
文
所
ど
に
持
ち

込
ま
れ
て
い
る
〈
『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
六
九
八
号
〉
。

〈
臼
)
前
掲

(
5
〉
論
文
。

〈
叫
)
『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
六
九
八
号
。

(
印
)
笠
雅
博
「
得
宗
・
与
奪
・
得
宗
方
」
(
網
野
善
彦
・
笠
松
宏
至
・
勝
俣
鎮
夫
・
佐

藤
進
一
編
『
こ
と
ば
の
文
化
史
』
中
世
一
、
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
)
。

(
侃
)
佐
藤
進
一
氏
の
『
増
訂
鎌
倉
時
代
守
護
制
度
の
研
究
』
〈
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
七
一
年
)
に
よ
る
と
、
近
江
国
守
護
職
は
、
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
佐
々
木
氏
に
握
ら

れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

(
肝
)
『
神
奈
川
県
史
』
史
料
編
二
三
六
八
号
。

(
防
)
前
掲

(
2
)

書
、
二
五
六
頁
。

(
伺
)
『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
八
八
四
号
。

(
刊
〉
搭
治
二
年
二
月
十
七
日
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
連
署
奉
書
(
表
3
1
M
)
。

〈
礼
)
六
波
羅
探
題
の
段
階
で
和
与
が
成
立
し
、
得
宗
家
公
文
所
ま
で
持
ち
込
ま
れ
な
か

っ
た
訴
訟
の
例
と
し
て
は
、
正
安
二
年
間
七
月
廿
三
日
六
波
羅
裁
許
状
(
『
鎌
倉
遺
文
』

コ
O
五一ニ

O
号
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
鎮
西
探
題
で
相
論
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
肥
後
国
本
但
嶋
地
頭
職
を
め
ぐ
る
相
論
に
つ
い
て
も
、
得
宗
代
官
職
た
る
地
頭

代
職
没
収
の
た
め
「
関
東
」
に
注
進
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
と
訴
え
て
い
る
(
『
鎌
倉
遺

文』一一一

O
七
六
七
・
一
一
一

O
九
九
五
号
〉
こ
と
か
ら
、
と
の
「
関
東
」
は
当
然
、
得
宗
代

官
職
の
進
退
権
を
も
っ
得
宗
家
の
こ
と
で
あ
り
、
相
論
が
鎮
西
探
題
か
ら
得
宗
家
〈
そ

の
訴
訟
機
関
た
る
特
宗
家
公
文
所
)
〈
送
付
さ
れ
え
た
、
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
と
い
え
よ
ろ
J
O

(η)
網
野
善
彦
・
大
隅
和
雄
・
笠
松
宏
至
・
佐
藤
進
一
・
永
原
慶
ニ
・
横
井
清
『
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
日
本
歴
史
』
第
八
巻
(
学
生
社
、
一
九
七
四
年
)
、
第
ニ
章
荘
園
制
の
転

換
と
領
国
制
の
形
成
。

(
口
)
正
和
五
年
五
月
十
二
日
関
東
下
知
状
案
(
『
鎌
倉
遺
文
』
二
五
八
三
七
号
)
。

(
叫
〉
前
掲

(
2
)
・
前
掲
(
日
)
・
前
掲
(
日
)
。

(
布
)
『
鎌
倉
遺
文
』
三

O
五
三
一
号
。

(
祁
)
宗
正
一
味
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
年
欠
の
金
沢
貞
顕
書
状
(
『
鎌
倉
遺
文
』
二
九

八
一
一
ニ
号
)
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
事
件
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て

は
、
や
は
り
つ
か
め
な
い
。

(π)
柏
美
恵
子
「
比
企
氏
の
乱
と
北
条
時
政
」
(
『
法
政
史
論
』
第
七
号
、
一
九
七
九
年

度)。

(
河
)
『
国
史
大
辞
典
』
(
古
川
弘
文
館
)
「
侍
所
」
の
項
、
『
日
本
史
大
事
典
』
(
平
凡
社
、

一
九
九
三
年
)
「
侍
所
」
の
項
。
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八
円
)
入
間
田
宣
夫
「
北
条
氏
所
領
の
内
部
構
造
」
〈
豊
田
武
・
遠
藤
巌
-
入
間
田
宣
夫

「
東
北
地
方
に
お
け
る
北
条
氏
の
所
領
」
第
三
章
、
『
東
北
大
学
日
本
文
佑
研
究
所
研
究

報
告
』
別
巻
第
七
集
、
一
九
七
O
年
)
、
同
「
北
条
氏
と
摂
津
多
国
院
・
多
田
庄
」
(
『
日

本
歴
史
』
第
コ
三
五
号
、
一
九
七
五
年
)
。

(
加
)
嘉
暦
二
年
間
九
月
廿
九
日
摂
津
国
多
田
庄
政
所
工
藤
貞
祐
書
下
(
『
鎌
倉
遺
文
』

三
O
O
二
六
号
)
、
円
若
狭
国
守
護
職
次
第
』
(
『
群
書
類
従
』
第
四
輯
、
補
任
部
)

Q

〈
但
〉
『
熊
本
勝
史
料
』
中
世
篇
第
四
、
一

J
七
号
〈
六
号
は
円
鎌
倉
遺
文
』
一
二

O
七
六

七
号
、
七
号
は
『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
一
O
九
九
六
号
)
。

(
回
)
元
抱
一
克
年
十
月
日
志
岐
弘
円
代
覚
心
申
状
案
『
熊
本
豚
史
料
』
中
世
篇
第
四
、
六

号
(
『
鎌
倉
遺
文
』
三

O
七
六
七
号
)
。

〈
部
)
『
鎌
倉
遺
文
』
八
二
六

O
号。

〈
倒
〉
入
間
田
宣
夫
「
北
条
氏
と
摂
津
多
田
院
・
多
国
庄
」
(
『
日
本
歴
史
』
第
三
二
五
号
、

一
九
七
五
年
〉
、
同
「
延
応
元
年
五
月
廿
六
日
平
盛
綱
奉
書
に
つ
い
て
」
(
日
本
古
文
書

学
会
編
『
日
本
古
文
書
学
論
集
』
玉
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、
初
出
は
『
山
形

史
学
研
究
』
第
一
一
ニ
・
一
四
合
併
号
、
一
九
七
八
年
)
。

〈
部
)
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
、
追
加
法
四
九

O
号。

(
部
)
陸
奥
国
平
賀
郡
大
平
賀
郷
正
和
四
・
五
年
結
解
状
(
『
鎌
倉
遺
文
』
二
六
四
九
八

号)。

〈
釘
〉
承
久
四
年
一
ニ
月
十
五
日
北
条
義
時
袖
判
下
文
(
円
鎌
倉
遺
文
』
二
九
三
二
号
)
。

〈
槌
)
延
応
元
年
三
月
廿
八
日
北
条
泰
時
袖
判
下
文
(
『
鎌
倉
遺
文
』
五
四

O
O号)。

〈
的
)
陸
奥
国
名
取
郡
北
方
四
郎
丸
内
若
四
郎
名
元
応
二
年
結
解
状
(
『
鎌
倉
遺
文
』
一
一

七
七
七
六
号
)
。

(
叩
)
『
鎌
倉
遺
文
』
ニ
ニ
九
七
八
号
。

(
別
〉
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
、
追
加
法
四
九
O
号
υ

〈
四
〉
円
吾
妻
鏡
』
延
応
元
年
五
月
廿
六
日
条
、
南
新
法
華
堂
六
斎
日
湯
薪
代
銭
支
配
事
。

(
幻
〉
こ
の
「
南
新
法
華
堂
六
斎
日
湯
薪
代
銭
支
配
事
」
と
い
う
史
料
は
、
様
式
・
奉
者

か
ら
見
て
得
宗
家
の
執
事
奉
書
で
あ
る
。
『
吾
妻
鏡
』
に
は
袖
判
の
記
載
は
な
い
が
、

お
そ
ら
く
こ
の
執
事
奉
書
も
、
得
宗
北
条
泰
時
の
袖
判
が
据
え
ら
れ
た
得
宗
袖
判
執
事

奉
書
で
あ
っ
た
ろ
う
。
北
条
政
子
は
通
常
「
尼
将
軍
」
「
鎌
倉
殿
」
と
意
識
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
第
一
章
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
得
宗
袖
判
執
事
奉
書
は
得
宗
家
の
家

政
文
書
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
南
新
法
華
堂
六
斎
日
湯
薪
代
銭
は
、
当
然
、
「
鎌
倉
殿
」

と
し
て
の
北
条
政
子
の
た
め
に
御
家
人
が
負
担
す
る
課
役
で
は
な
く
、
得
宗
家
に
お
け

る
私
的
な
人
間
と
し
て
の
北
条
政
子
追
善
の
仏
事
供
養
の
費
用
負
担
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

こ
の
場
合
の
北
条
政
子
の
恩
と
い
う
の
も
、
得
宗
家
の
恩
と
イ
コ
ー
ル
と
考
え
て
よ
い
。

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

学
会
編
『
日
本
古
文
書
学
論
集
』
王
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、
初
出
は
『
山
形

史
学
研
究
』
第
一
一
一
了
一
四
合
併
号
、
一
九
七
八
年
)
で
、
す
で
に
同
様
の
こ
と
を
指

摘
し
て
お
ら
れ
る
υ

(
叫
)
前
掲
(
蛇
)

U

(
何
)
『
鎌
倉
遺
文
』
二
一
一
九
七
八
号
。

(
m
m
)

小
田
雄
三
氏
は
、
前
掲
(
加
)
論
文
で
、
徳
治
三
年
九
月
廿
七
日
茂
光
施
行
状

〈
『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
一
ニ
九
三
号
〉
に
登
場
す
る
「
右
衛
門
殿
」
を
工
藤
次
郎
右
衛
門
尉

貞
祐
と
み
て
、
彼
が
徳
治
二
年
頃
か
ら
得
宗
領
摂
津
国
多
国
庄
政
所
だ
っ
た
と
し
て
お

ら
れ
る
が
、
「
右
衛
門
殿
」
と
い
う
呼
称
は
、
む
し
ろ
貞
祐
の
前
に
多
国
庄
政
所
だ
っ

た
工
藤
右
衛
門
入
道
呆
暁
〈
呆
禅
〉
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
円
覚

寺
毎
月
四
日
大
斎
番
文
が
書
か
れ
た
徳
治
二
年
当
時
の
多
国
庄
政
所
は
、
ひ
き
続
き
工

藤
呆
暁
(
果
禅
)
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

(
貯
)
勝
俣
鎮
夫
「
地
発
と
徳
政
一
撰
」
(
同
『
戦
国
一
法
成
立
史
論
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
九
年
)
。

(
伺
)
前
掲
(
花
)
、
佐
藤
進
一
「
室
町
幕
府
論
」
(
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第
七
巻
〈
中

世
三
〉
、
岩
波
書
居
、
一
九
六
三
年
)
。

(
凶
)
佐
藤
進
一
・
網
野
善
彦
・
笠
松
宏
至
『
日
本
中
世
史
を
見
直
す
』
(
怒
思
社
、
一

九
九
四
年
)
、
第
二
章
第
六
節
主
従
制
と
統
治
権
ほ
か
。

(
川
)
網
野
善
彦
「
鎌
倉
末
期
の
諸
矛
盾
」
(
『
講
座
日
本
史
』
第
三
巻
、
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
七

O
年)。
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表 1 得宗袖判下文

文書|年 月 典|袖判|内 所職・所領 『遺文~Nム

1 I建久 8.6. |蒲神明宮文書|時政 |補任 |蒲上下両郷地頭代職| 921 

2 I建仁 3.3.29 |阿蘇文書 |時政 |補任 |阿蘇岩坂郷預所代職| 1348 

3 建仁 3.10.13 阿蘇文書 時政 妨害排除 阿蘇大宮司領等・甲 1390 

佐官神事

4 建仁 3.10.26 新田神社文書 時政カ 当知行安堵 薩摩国新田宮執印 1395 

職・玉大院院主職

5 建保 7.4.27 新渡戸文書 義時 補{壬 平賀郡内岩楯村地頭 2494 

代職

6 承久 2.9.14 阿蘇文書 義時 譲与安堵 阿蘇大宮司職・所領 2649 

10か所

7 承久 4.3.15 陸奥斎藤文書 義時 譲与安堵 津軽平賀郡内平賀郷 2932 

曽我五郎次郎沙汰方

所知

8 貞応 2.8. 6 曽我文書 義時 妨害排除 津軽平賀本郷内曽我 3144 

五郎次郎惟次知行分

村々

9 元仁 2.3. 5 阿蘇文書 泰時 代替り安堵 阿蘇大宮司職・所領 3351 

10か所

10 嘉禄 2.8. 9 新漉戸文書 泰時 譲与安堵 津軽平賀郡乳井郷毘 3510 

沙問堂別当職

11 安貞 2.6. 6 阿蘇文書 泰時 譲与安堵 得永私領2か所・健 3755 

軍社大宮司職・南郷

等

12 安貞 2.6.19 詫摩文書 泰時カ 当知行安堵 肥後国六箇庄内小山 3761 

村地頭代職

13 安貞 2.9.15 阿蘇文書 泰時 譲与安堵 阿蘇本社大宮司職・ 3780 

所領8か所

14 嘉禎 3.3.13 新渡戸文書 泰時 譲与安堵 平賀郡岩楯村地頭代 5116 

職

15 延応1.3.28 陸奥宮崎文書 泰時 請所承認 津軽平賀郡大平賀村 5400 

々

16 I延応1.3.28 |陸奥斎藤文書|泰時 |請所承認 |津軽平賀郡岩楯村 5401 

17 延応 2.3.10 新渡戸文書 泰時 譲与安堵 津軽平賀郡乳井郷阿 5530 

弥陀堂別当職(+免

田〕
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文書|年 月 典 |袖判|内 所職・所領 Ir遺文』恥

18 寛元1. 5.16 阿蘇文書 経時 当知行安堵 阿蘇社領 1か所・健 6182 

輩社大宮司職・南郷

等

19 I寛元1. 11. 9 |阿蘇文書 |経時 l 代替り安堵|阿蘇社内所領8か所 1 6246 

20 寛元 4.12.5 宇都宮文書 時頼 補任 陸奥田1隔日五戸地頭 6768 

代職

21 寛元 5.2.16 阿蘇文書 時頼 当知行安堵 肥後国健軍社大宮司 6801 

職

22 宝治1.7.18 陸奥斎藤文書 時頼 補{壬 陸奥国名取郡土師塚 6856 

郷地頭代職

23 建長1. 6.26 麻生文書 時頼 譲与安堵 筑前田山鹿庄内麻生 7088 

庄・野面庄・上、津役

. 郷三箇所地頭職代

24 I弘安 8. 1. 23 |陸奥斎藤文書 l貞時 l当知行安堵|肉伊地萱戸主

25 弘安10.12. 12 新渡戸文書 貞時 譲与安堵 陸奥国平賀郡乳井郷 16417 

阿弥陀堂(十免田

26 永{二 6. 3.28 建長寺文書 貞H寺 譲与安堵 建長寺大工職(十給 19634 

田・屋敷〉

27 I文保 2. 5.22 円覚古=文書 |高時 |当知行安堵|山内地(昭商釧) I 2側
27 文保 2. 7.5 詫摩文書 高時 安堵 肥後国華北庄{51敷・ 26727 

A多良木阿古li
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表 2 得宗袖判執事奉書

文書|年 月 日|出 典|形態|袖判| 奉 者|宛所|内 容 Iw遺文~No.l
1 建{二 3.12.9 薩藩旧記2水 案 時政 景成 長j事左衛 裁判催行命令

引執印氏文書 カ 門尉殿

2 |元久 2.2.29 |三島神社文書| |時政|左衛門尉政元|東大夫殿|妨害排除 15241 
3 建保 5.9.26 繭寝文書 義時 散位為原 藤内兵衛 守護としての 2336 I 

尉殿 伝達

4 (承久3)6. 6 市河文書 義時 藤原兼住 いちかは 感状 2753 
の六郎刑

部殿(御

返事)

5 年不詳 6.4 阿蘇文書 義時 平忠、家 野目次郎 問状 『大日本

(22号) 殿 古文書』

6 年不詳 6.26 阿蘇文書 義時 忠家 平田殿 妨害排除 『大日本

(23号) 古文書』

7 貞応 3.9.21 曽我文書 泰時 左衛門尉盛綱 曽我次郎 代替り安堵 3285 

殿

8 安貞 3.2. 13 諸家文書纂8 泰時 左衛門尉盛治 興津虎石 譲与安堵 3808 

興津文書 殿

9 寛喜 3.3.19 吾妻鏡同日条 写 / 中務丞実景 矢田六郎 在地に出挙を 4115 

兵衛尉殿 命令

10 I嘉禎 3.3.28 |多国神社文書l案 1/1左衛門尉盛綱|大蔵丞殿|裁許 5121 

11 延応1. 5.26 吾妻鏡同日条 '1τ'f. / 左衛門尉盛綱 / (御内 南新法華堂六 5436 

法的役割 斎日湯薪代銭

か) の割り当て方

12 仁治 2.3.18 新渡戸文書 泰時 左衛門尉時治 政所綿貫 在地へ打渡命 5782 

入道殿 ρiJ 、

13 イ二治 3.11. 10 阿蘇文書 経時 抄弥右蓮 阿蘇亀熊 妨害排除 6136 

殿

14 建長1. 9. 2 阿蘇文書 時頼 沙弥盛阿 山田玉郎 妨害排除 7119 

四郎殿

15 文永 9.11.3 東寺百合文書 案 時宗 左衛門尉頼綱 渋谷十郎 守護代への伝 11142 

ア カ 殿 達

16 弘安 6.6.25 円覚寺文書 折 時宗 業連 口口寺奉 円覚寺への尾 14824 

行人中 張国富田庄寄

進

17 弘安 7.3.26 円覚寺文書 折 時宗 頼綱 得重公文 円覚寺への斎 15125 

所 料寄進
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文 書 | 年 月 日|出 典|形態|袖判|奉 者|宛所|内 容 Iw遺文JJNo.

18 永仁 2.後2.25 円覚寺文書 折 / 光綱 円覚寺方 円覚寺仏日庵 18759 

丈 への寄進(替

地)

19 嘉元1.11.30 金剛三昧院文 案 貞時 左衛門尉時綱 下総三郎 過書 l 21691 

書 カ 入道殿

下総又次

郎殿

20 元応 2.10.5 円覚寺文書 ，匂~、. / 左衛門尉高資 正続庵坊 安堵(実際は 27582 

主 替地が認めら

れたらしい)

21 元亨 4. 3.9 金剛三昧院文 案 高時 左衛門尉高資 下総三郎 過書 28695 

書 カ 殿

下総孫四

郎入道殿
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表 3 得宗家公文所奉行人連署奉書

文書|年 月 典|形態| 奉 者 | 宛 所| 内 容 I~遺文』恥
1 嘉禎 4.6.24 多国神社文書 案 {自 / 裁許 5260 

に大蔵丞

左衛門尉

百 2 弘長1. 6.6 三島神社文書 藤原 北条公文所 問状 8656 

僧

沙弥

左衛門尉

3 文永 9.9.5 多国神社文書 折 時綱 多田庄政所 修造条々 11097 

隔JL'

4 文永 10.12.17 多国神社文書 田部 多国庄両政所 決済・徴税・ 11502 

沙弥 -恒念御房 寄進料・給人

沙弥 の進退

左衛門尉

沙弥

5 建治1.10.15 多国神社文書 田部 多国庄両政所 別当職・修造 12055 

沙弥 殿 勧進・決済

沙弥-
左衛門尉

6 建治2.後3.11 阿蘇文書 抄弥 砲用小北給主 修造命令 12301 
藤原 f卸中
左衛門尉

7 弘安 2.10.15 広峯神社文書 イ自 / 大番役の覆勘 13738 
僧

左荷門尉

抄弥

8 弘安 4.2. 8 多国神社文書 田部 多国庄両政所 供養費用の支 14248 

沙弥 出

左衛門尉

9 弘安 4.2.20 多国神社文書 案 田部 当(多同〉庄 殺生禁断 14252 

沙弥 両政所

左衛門尉

10 弘安 4.5.17 武田健三氏所 田部 多田庄両政所 裁判催行命令 14319 

蔵文書 沙弥

左衛門尉

11 弘安 5.2.12 多国神社文書 沙弥 当(多田)庄 修造・殺生禁 14564 

沙弥 両政所 断

左衛門尉
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文書|年 月 日|出 典 形態|奉者|宛 所|内 容 『遺文.flNo.

12 弘安 7.1. 4 東寺百合文書 案 加賀権守 若狭国守護御 守護代への伝 15051 
な 沙弥 代官殿 達

右衛門尉

13 弘安 7.9. 9 円覚寺文書 折 業連 寺奉行御中 円覚寺への菜 15301 
真性 園寄進

頼綱

14 弘安 8.10.4 長善寺文書 左衛門尉 / 大番役の覆勘 15703 
沙弥

左密門

15 弘安 9.1. 23 円覚寺文書 散位 / 円覚寺仏日j奄 15788 
左衛門尉 へ上野国北玉

村所出を寄進

16 正応 5.10.13 東寺百合文書 案 右衛門尉 工藤右衛門入 守護代への伝 18030 
リ 沙弥 道殿 達

左衛門尉

17 永仁1.12.18 多田神社文書 沙弥 当(多田)庄 修造料材木持 18426 

平 政所殿 人夫の割り当

沙弥 てを命令

18 永仁 5.3.26 一条家蔵日吉 案 丹治 走湯山寺家政 妨害排除 19320B 
記裏文書 抄弥 所

沙弥

左衛門尉

19 永仁 6.4.20 多田村1社文書 沙弥 / 修造料支出・ 19657 
中務丞 殺生禁断

左衛門尉

沙弥

20 正安 3.3.9 多国神社文書 折 沙弥 / 修造料収取期 20726 
実口 間延長

忠清

呆勝

21 正安 3.10.21 多田神社文書 折 沙弥 一庫・国津給 造営料賦課の 20884 

実口 主殿 再命令

忠清

宗口

22 乾元 2.8.17 蒲神明宮文書 藤原 工藤木工左衛 造営料賦課・ 21594 
沙弥 門尉殿・惣検 棟上以下神宝

左荷門尉 校殿 について
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文書|年 月 典|形態|奉者|宛 所 l内 容~遺文』ぬ
23 嘉元 4.5.10 多田神社文書 藤原 当(多国)庄 殺生禁断 22644 

中務丞 政所

左衛門尉 e 

左衛門尉

24 徳治 2.2.17 大石寺文書 {曽 南保七郎ニ郎 問状 22860 

左衛門尉 殿

25 延慶 3.3.8 明通寺文書 案 親経 工藤四郎右衛 守護代への伝 23932 

了暁 門尉殿 達

時綱

資口

26 正和1.10.晦 多国院文書 案 浄口 当所(河田郷) 修造料賦課 24679 

照観 給主殿

専正

道教

27 正和1.10.醇 多国神社文書 折 持口 当所(河田郷) 供養費用賦課 24680 

照観 給主殿

専正

道教

28 正和 2.3.15 多国神社文書 折 浄口 下山弥四郎殿 供養費用賦課 24825 

照観

専正

道教

29 正和 5.閏10.18 多国神社文書 折 口直 工藤右近入道 供養奉加の再 26002 

了口 殿 命令

演心

高資

30 文保1. 5.10 多国神社文書 折 以安 工藤次郎右衛 訴訟の管轄替 26172 

照観 門尉殿 え

専正

道教

31 文保1.11.23 阿蘇文書 沙弥 安東左衛門尉 造営材木賦課 26440 

抄弥 殿

32 元応 2.2.19 宗像神社文書 平 宗像大宮司殿 造営料支出 27377 

沙弥

抄弥

左衛門尉
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文 書|年 月 日 | 出 典|形態 l奉者|宛 所|内 容 tr遺文~No.
33 元応 2.10.30 宗像神社文書

34 嘉暦 2.6.18 秋田藩採集古

文書

35 嘉暦 3.7.21 飯野文書

36 元組、 2.10.22 宗像神社文書

注 1 文書:各表における文書番号

注 2 r遺文~ No.:r鎌倉遺文』での文書番号

f無印:竪紙

注 3 形態については{折 :折紙

平 宗像大宮司殿 造営料追加支

沙弥 出・和市につ

沙弥 3 いて

左衛門尉

大宅 石河与四郎殿 問状

左衛門尉

縫殿允 小山出羽前司 召文

散位 入道殿

橘 当(宗像〉社 遷宮について

沙弥 大宮司殿

左衛門尉

左衛門尉

t案写:案文あるいは写(席、文書の形態を正しく伝えているか不明)

27618 

30317 

31244 
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