
近江地方史研
第 43号

論文

高島市の 「鵜川四十八黙石仏」再考
―「為広越後下向日記」と「小松之庄与音羽新庄与境論目録」から一

……………………………大 塚 活

中世後期近江国麻生荘の “庄"公文と下七板 “村"

―蒲生文書と山部神社文書―
…・若 林 陵

中世今津の問屋に関する二、三の問題 ―「河原林文書」を中心に一
………………………… 河 内 将 芳

近世大津における油屋仲間の実態 ―明和期を中心として一
…齊 藤 慶

研究ノート

大溝城はいつ廃城となったか
…杉 江

史料紹介

平成22年

口絵解説

大会案内

道中記録にみる近江②…………………………………八 杉

(2010)近 江関係研究文献リスト・……………………………………

重要無形民俗文化財 「長浜曳山祭の曳山行事」―長刀組太刀渡
……………………………西 りII 丈

平成 24年 3 月

近 江 地 方 史 研 究 会

~・

画I SSN 0287-4709

匡



中
世
今
津
の
間
屋
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題

―

「河
原
林
文
書
」
を
中
心
に
―

は
じ
め
に

中
世
今
津
に
所
在
し
た
問
屋
に
つ
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

間
屋
研
究
、
あ
る
い
は
間
研
究
に
お
い
て
も
以
前
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ

れ
は
、
比
較
的
近
年
に
発
表
さ
れ
た
宇
佐
見
隆
之
氏
①
や
鍛
代
敏
雄
氏
②
の
研

究
に
お
い
て
も
同
様
で
、
ま
た
近
世
史
か
ら
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
杉
江
進
氏
③

の
研
究
に
お
い
て
も
同
様
と
い
え
る
。

そ
の
背
景
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る

「河
原
林
文
書
」
（「川
原
林
文
書
」）
④
に

中
世
今
津
の
間
屋
に
か
か
わ
る
文
書
が
数
点
の
こ
さ
れ
て
い
る
点
が
大
き
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
も
、
こ
れ
ら
の
文
書
に
関
す
る
先
行
研
究
の
理
解
を
紹
介
す

る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
再
検
討
を
と
お
し
て
、
中
世
今
津
に
所
在
し
た
問
屋

に
か
か
わ
る
問
題
点
を
確
認
で
き
れ
ば
と
思
う
。

な
お
、
「河
原
林
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
部
分
的
に
つ
か
わ
れ
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
複
数
の
文
書
よ
り
な
る
文
書
群
と
い
う
点
を
ふ
ま
え
て
検

討
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
思
い
の
ほ
か
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

本
稿
で
は
、
ま
ず
最
初
に
文
書
群
と
し
て
の

「河
原
林
文
書
」
に
つ
い
て
若
干

の
検
討
を
お
こ
な
い
、
そ
の
う
え
で
関
係
文
書
の
内
容
へ
と
す
す
ん
で
い
き
た

河

内

将

芳

い
と
思
う
。一

　

「河
原
林
文
書
」
を
め
ぐ

っ
て

ま
ず
、
「河
原
林
文
書
」
と
い
う
名
称
か
ら
み
て
い
く
と
、
こ
れ
は
、
「明
治

十
九
年
十

一
月
」
に

「近
江
国
高
島
郡
今
津
村
川
原
林
甚
右
衛
門
蔵
本
」
「五

点
」
を

「採
訪
」
し
、
「翌
年
五
月
影
写
」
し
た

「編
修
星
野
恒
」
に
よ
っ
て

命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
現
在
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
所
蔵
さ

れ
る
影
写
本
の
奥
書
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
の
影
写
本
で
は
、
「河
原
林
文
書
」
で
は

な
く
、
「川
原
林
文
書
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
地
元
の
今
津
町
で
は
、

少
な
く
と
も
近
世
前
期
の
段
階
ま
で
河
原
林
と
よ
ば
れ
て
い
た
⑤
と
さ
れ
て
い

る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
本
稿
で
は
、
以
下
、
「河
原
林
文
書
」
で
統

一
し
て
お

こ
う
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
影
写
本
の
奥
書
に
よ
っ
て
、
「河
原
林
文
書
」
が
、
今
津

の
河
原
林
甚
右
衛
門
家
に
伝
来
し
て
き
た
文
書
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な

る
わ
け
だ
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
そ
の
原
本
の
所
在
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
明
治
二
〇
年

（
一
八
八
七
）
に
影
写
さ
れ
た
も
の
は
、
わ
ず
か
に
五

点
に
し
か
す
ぎ
ず
、
し
か
も
、
そ
の
う
ち
の
二
点
は
、
あ
き
ら
か
に
近
世
の
文

書
や
写
で
あ
り
、
本
稿
で
の
検
討
対
象
か
ら
は
と
り
あ
え
ず
は
ず
れ
る
こ
と
に

な
る
。
よ
っ
て
、
五
点
の
う
ち
、
の
こ
り
三
点
の
文
書
が
こ
こ
で
は
検
討
の
対

象
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
三
点
が
具
体
的
に
は
表
１
の
Ａ
と
な
る
。

河
原
林
甚
右
衛
門
家
に
伝
来
し
た
文
書
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
五
点

だ
け
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
く
、
か
な
り
膨
大
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
じ
つ
は
す
で
に
近
世
の
段
階
で
そ
の

一

部
が
謄
写
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
金
沢
藩
五
代
藩
主
前
田
綱
紀
に
よ
っ
て
蒐
集
さ
れ
、
そ
の
の

ち
編
纂
さ
れ
た

「松
雲
公
採
集
遺
編
類
纂

（松
雲
公
遺
稿
古
文
類
纂
）
」
百
四

十
⑥
の
な
か
に

「江
州
今
津
甚
右
衛
門
伝
書
」
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
本
稿
の
検
討
対
象
と
な
る
時
代
の
文
書

（写
）
は
六

点
と
な
り
、
そ
れ
が
表
１
の
Ｂ
と
な
る
。

Ａ
と
く
ら
べ
て
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
Ｂ
で
は
Ａ
と
の
あ
い
だ
に
文

書
の
排
列
に
異
同
が
あ
る
ば
か
り
か
、
Ａ
で
は
影
写
さ
れ
て
い
な
い
文
書
も
三

点
謄
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。
じ
つ
は
、
こ
の
三
点
の
文
書

こ
そ
、
中
世
今
津
の
問
屋
に
か
か
わ
る
史
料
な
の
だ
が
、
そ
れ
ら
が
な
ぜ
Ａ
に

お
い
て
影
写
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
な
い
。

し
か
し
、
Ｂ
の
ほ
う
が
書
写
さ
れ
た
時
期
が
Ａ
と
く
ら
べ
て
早
い
と
い
う
こ

と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
、
近
年
の
研
究
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
Ｂ
を
つ
か

う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
⑦
。
た
だ
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
問
題
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。

と
い
う
の
も
、
Ｂ
は
や
は
り
謄
写
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
少
な
か
ら
ず
誤

写
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
な
ぜ
わ
か
る
の
か
と
い

え
ば
、

「河
原
林
文
書
」
を
書
写
し
た
の
が
、
じ
つ
は
Ａ
と
Ｂ
だ
け
で
は
な
い

と
い
う
事
実
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
大
正

一
一
年

（
一
九
二
二
）
に
滋
賀
県
史
編
纂
の
た
め
謄
写
さ

れ
た
史
料
が

「滋
賀
県
史
採
集
史
料

（県
有
影
写
文
書
）
」
③
と
し
て
の
こ
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
も

「河
原
林
文
書
」
と
題
し
て
か
な
り
の
数
の
文
書

が
謄
写
さ
れ
て
い
る
。

表
１
の
Ｃ
は
、
そ
の
う
ち
の
本
稿
の
検
討
対
象
と
な
る
時
代
の
文
書

（写
）

の

一
覧
で
あ
る
。
排
列
だ
け
を
み
て
み
る
と
、
Ｂ
を
謄
写
し
た
か
の
よ
う
に
も

み
え
な
く
も
な
い
が
、
し
か
し
、
実
際
は
、
前
半
の
三
点
の
文
書
は
Ａ
を
謄
写

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

「大
正
十

一
年
九
月
廿
三
日
写
校
了
」
と
記
さ
れ

た
奥
書
か
ら
あ
き
ら
か
と
な
る
。

同
様
に
、
後
半
の
三
点
の
文
書
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
ら
に
つ
づ
い
て
謄
写
さ
れ
た
文
書

の
な
か
に
Ｂ
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の

も
複
数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
Ｂ
を
単
純
に

謄
写
し
た
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ

ろ
う
。

さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
原
本
の
所
在

が
不
明
な
た
め
確
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い

が
、
可
能
性
と
し
て
は
、
Ｃ
の
後
半
二
点
の

文
書
に
つ
い
て
は
、
Ａ
と
同
じ
よ
う
に
原
本

か
そ
れ
に
近
い
写
本
を
謄
写
し
た
と
み
る
の

が
自
然
で
あ
る
。

河原林文書 (滋 賀県史採集文書) 堀井家文書

排列 排列

③

② ①

①

④

⑤

⑥ ②
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実
際
、
平
成

一
三
年

（二
〇
〇

一
）
に
今
津
の
堀
井
家
で
あ
ら
た
に
発
見
さ

れ
た

「堀
井
家
文
書
」
⑨
の
な
か
に
も
本
稿
の
検
討
対
象
と
な
る
文
書
の
写
が

二
点
つ
た
え
ら
れ
て
い
る
が

（表
１
の
Ｄ
）
、
そ
の
う
ち
Ａ
～
Ｄ
に
共
通
す
る
、

天
正

一
一
年

（
一
五
八
三
）
六
月
朔
日
付
羽
柴
秀
吉
判
物
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、

Ａ
と
Ｄ
に
お
い
て
は
、
各
行
の
文
字
の
排
列
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
と
と
も
に
、
文
章
に
つ
い
て
も
、
Ｃ
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。

い
つ
ぼ
う
、
Ｂ
は
各
行
の
文
字
の
排
列
が
Ａ

・
Ｄ
と
異
な
る
だ
け
で
な
く
、

冒
頭
の
文
章
に
つ
い
て
も
、
Ａ

・
Ｃ

・
Ｄ
が

「従
若
州
往
反
之
高
荷
船
等
事
」

（傍
点
、
筆
者
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
Ｂ
だ
け
が

「従
若
州
往
来

之
商
荷
物
等
之
事
」
（傍
点
、
筆
者
）
と
記
さ
れ
る
な
ど
、
あ
き
ら
か
な
誤
写

も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
Ｂ
も
ま
た
、
お
そ
ら
く
は
原
本
か
そ
れ
に
近
い
写
本
を
謄
写
し

た
の
だ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
な
る
関
係

史
料
に
つ
い
て
も
、
Ｂ
を
そ
の
ま
ま
つ
か
っ
て
い
く
の
に
は
若
干
の
不
安
が
の

こ
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
Ｃ
の

「河
原
林
文
書
」
（滋
賀
県
史
採
集

文
書
）
を
基
本
に
、
Ｂ
の

「江
州
今
津
甚
右
衛
門
伝
書
」
な
ど
を
参
照
と
し
つ

つ
、
検
討
を
す
す
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

二
　

「今
津
問
屋
中
」

さ
て
、
本
稿
で
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く

「河
原
林
文
書
」
は
、
表
１
の
Ｃ

の
う
ち
、
今
津
と
は
お
よ
そ
無
関
係
と
思
わ
れ
る
内
容
を
そ
な
え
た

（天
正

一

二
年
）
五
月

一
七
日
付
羽
柴
秀
吉
朱
印
状
写
０
を
の
ぞ
い
た
五
点
と
な
る
。
そ

の
う
ち
、
間
屋
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
ま

ず
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
つ
ぎ
の
文
書

（表
１

の
Ｃ
の
④
）
で
あ
る
。

〔史
料
１
〕

以
上

態
申
遣
候
、
従
若
州
出
之
候
商
人
荷
二
、

於
其
地
役
を
取
候
由
候
、
如
何
之
事
候

哉
、
日
本
国
之
諸
役

。
京
之
見
入

・
兵

庫
之
関

・
浦
々
役
義
、
如
此
従
往
古
有

来
役
さ
へ
あ
か
り
候
処
、
其
元
に
て
新

儀
二
役
取
候
事
、
沙
汰
之
限
、
曲
事
候
、

商
人
付
候
者
、
め
し
を
う
り
、
や
と
を

可
仕
候
、
其
外
役
義
取
候
者
、
得
上
意
、

可
成
敗
候
、
急
度
返
事
可
申
越
候
、

恐
々
謹
言
、

弾
正
少
弼

十
月
廿
四
日
　
　
長
吉
（花
押
影
）

今
津日

――
―‐
国

さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
現
在
の
と
こ

ろ

「河
原
林
文
書
」
の
原
本
は
、
所
在
不
明

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
文
書
の
形
状
に
つ

い
て
は
、
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
。
ま

表 「河原林文書」関連史料一覧 (丸囲み番号が同じものは同文書 (写)を意味する。)

A B

河原林文書 (東大史料編纂所影写本)

排列 年 月 日 文書名 宛 所 排列 年月日 文書名 宛  所

① (天 正12年)5月 17日 羽柴秀 吉朱印状写 民法・小野木清次殿 ③

② 天正 11年 6月 朔日 羽柴秀吉判物 江州高島郡今津浦中 ②

③ 天正 9年 9月 8日 織 田信重判物 今津地下人中 ①

④ (年 未詳)10月 24日 浅野長吉書状写 今津E二 [=コ

⑤ (年 末詳)11月 6日 浅野長吉書状写 今津問屋中

⑥ (年 未詳)3月 13日 浅野長吉書状写 今津惣中

|

ヨ伝書 (松 雲公 :

|



た
、
そ
の
年
紀
も
、
文
書
の
様
式
が
原
則
、
年
号
を
記
さ
な
い
折
紙
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
未
詳
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
行
研

究
が

一
致
し
て
天
正

一
三
年

（
一
五
八
五
）
と
比
定
し
て
い
る
。

そ
の
根
拠
は
、
差
出
の
浅
野
長
吉

（弥
兵
衛
尉
、
の
ち
に
長
政
）
が
今
津
の

所
在
す
る

「高
島
郡
内
」
に

「七
千
弐
百
石
」
の

「加
増
」
を
秀
吉
か
ら
う
け

た
の
が
天
正

一
三
年
間
八
月
二
一
日
で
あ
る
こ
と
①
、
ま
た
、
文
中
に
み
え
る

「日
本
国
諸
役
」
の

「あ
か
り
」
と
い
う
施
策
が
敢
行
さ
れ
た
の
も
天
正

一
三

年
⑫
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
年
紀
に
つ
い
て
は
、
よ
ほ
ど
の
新
史
料
が
発
見
さ
れ
な
い

か
ぎ
り
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
も
と
り
あ
え
ず
そ
れ
に
し
た

が
い
、
内
容
の
ほ
う
へ
と
す
す
ん
で
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
文
書
の
冒
頭
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の

〔史
料
１
〕
で
は
、

「其
地
」
（今
津
）
に
お
い
て
、
「従
若
州
出
之
候
商
人
荷
」
に
対
す
る

「役
」

を
取
る
行
為
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

こ
こ
で
な
ぜ
、
「役
」
を
取
る
行
為
が
問
題
と
な
る
の
か
と
い
え
ば
、
「日
本

国
之
諸
役

・
京
之
見
入

。
兵
庫
之
関

・
浦
々
役
」
な
ど

「従
往
古
有
来
役
さ
へ
」

「あ
か
り
」
と
い
う
状
況
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「其
元
」
に
て

「新
儀
ニ

役
」
を
取
る
行
為
は
、
「沙
汰
之
限
」
で
あ
り
、
「曲
事
」
で
あ
る
と
い
う
の
が

そ
の
理
由
と
な
る
。

こ
こ
で
い
う

「役
」
と
は
、
文
中
に
み
え
る

「日
本
国
之
諸
役
」
に
つ
い
で

記
さ
れ
る

「京
之
見
入
」
が
、
い
わ
ゆ
る
京
都
七
日
の
関
銭
を
意
味
し
て
い
る

こ
と
が
あ
き
ら
か
①
な
の
で
、
関
銭
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
の
点
、
こ

の
「役
」
を
、
か
つ
て
の
研
究
が
、
た
と
え
ば
、
脇
田
修
氏
⑭
や
朝
尾
直
弘
氏
⑮

の
よ
う
に

「本
所
の
課
役
徴
収
権
」
や

一
般
的
な

「役
」
と
し
て
と
ら
え
て
い

た
の
に
対
し
、
近
年
の
宇
佐
見
隆
之
氏
や
鍛
代
敏
雄
氏
に
よ
っ
て
関
銭
と
的
確

に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
に
は
あ
ら
た
め
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
の

「役
」
が

「あ
か
り
」
と
は
、
「あ
か
り
」
が

『日
葡
辞
書
』
⑬
に
み
え

る

「ア
ガ
リ
」
＝

「あ
る
人
か
ら
領
地
と
か
役
目
と
か
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
」

に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
具
体
的
に
は
、
『言
経
卿
記
』
⑦

天
正

一

〇
年

（
一
五
八
二
）

一
〇
月

一
九
日
条
に
み
え
る

「諸
口
見
入
公
事
、
去
九
日

欺
ヨ
リ
羽
柴
筑
己
下
ニ
テ
五
人
之
奉
行
ト
シ
テ
停
止
了
」
と
い
っ
た
、
関
銭
を

取
る
行
為
の

「停
止
」
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
す
で
に
天
正

一
〇
年
段
階
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
施
策
と
の
対
比

の
な
か
で
そ
の
違
法
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
に
み
え

る

「新
儀
二
役
」
と
は
、
「従
往
古
有
来
役
さ
へ
」
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
浅
野
長
吉
の
耳
に
は
、
文
字
ど
お
り

「新
儀
」
と
聞

こ
え
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な

「役
」
や

「新
儀
二
役
」
を
取
っ
て
い
た
主
体
が

何
だ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
当
然
そ
れ
は
宛
所
の

「今
津
日

―‐
］
」
と
な
る
。

こ
の
宛
所
が
な
ぜ
部
分
的
に
欠
け
て
い
る
の
か
０
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら

さ
だ
か
で
は
な
い
。
が
、
こ
れ
も
先
行
研
究
が
お
し
な
べ
て
理
解
し
て
い
る
よ

う
に
、
「今
津

日

□

」
に
対
し
て
は
、
「役
」
を
取
る
行
為
な
ど
は
や
め
て
、

「商
人
付
候
者
、
め
し
を
う
り
、
や
と
を
可
仕
候
」
と
指
示
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
い
わ
ゆ
る
商
人
宿
の
機
能
も
は
た
す

「問
屋
中
」
が
入
る
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
津
に
は
間
屋
が
所
在
し
、
そ
れ
が
こ
の
と
き

「従
若

州
出
之
候
商
人
荷
」
に
対
し
て

「新
儀
二
役
」
を
取
っ
て
い
た
事
実
が
知
ら
れ

る
。
と
と
も
に
、
浅
野
長
吉
が
そ
の
事
情
に
つ
い
て
、
「急
度
返
事
可
申
越
候
」
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と

「返
事
」
を
も
と
め
た
こ
と
も
あ
き
ら
か
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

〔史
料

１
〕
は
、
す
で
に
杉
江
進
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「今
津
口

Ｈ
］
」
（間

屋
中
）
が

「新
儀
二
役
」
を
取
る
行
為
に
対
し
て
、
そ
の
事
情
説
明
を
も
と
め

た
文
書
と
な
ろ
う
。

注
意
さ
れ
る
の
は
、
「其
外
役
義
取
候
者
、
得
上
意
、
可
成
敗
候
」
と
強
い

口
調
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
即
座
に
処
断
す
る
こ
と
を
通
告
し
た
も
の
で
は
な

い
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

一
定
の
時
間
的
な
猶
予
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
事
情

が
あ
つ
た
よ
う
す
も
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
文
書
に
対
し
て
、
「今
津
日

Ｈ
］
」
（間
屋
中
）
が
ど
の
よ
う
な

「返
事
」

を
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
直
接
そ
の
内
容
を
示
す
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い

の
で
さ
だ
か
で
は
な
い
。
が
、
お
そ
ら
く
そ
の

「返
事
」
を
う
け
て
、
ふ
た
た

び
浅
野
長
吉
か
ら
出
さ
れ
た
の
が
つ
ぎ
の
文
書

（表
１
の
Ｃ
の
⑤
）
と
考
え
ら

れ
る
。

〔史
料
２
〕

以
上

日
本
国
諸
役
悉
上
申
候
処
、
於
当
津
、
従
若
州
出
候
荷
物
二
駄
別
を
取
由

候
、
然
者
、
早
崎
平
蔵
方
へ
礼
金
出
付
而
、
如
此
之
旨
候
、
向
後
、　
一
切

礼
儀
不
可
出
之
候
、
駄
別
も
取
間
敷
候
、
庭
物
之
事
は
、
壱
駄
付
而
八
木

壱
升
宛
可
取
之
候
、
恐
々
謹
言
、

浅
野
弾
正
少
弼

十

一
月
六
日
　
　
長
吉

（花
押
影
）

今
津問

屋
中

こ
れ
も
ま
た
、
〔史
料
１
〕
と
同
様
、
折
紙
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
年
紀
を

欠
い
て
い
る
が
、
先
行
研
究
は

一
致
し
て
そ
の
年
紀
を
天
正

一
三
年
と
比
定
し

て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
も
動
く
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

こ
の

〔史
料
２
〕
は
、
〔史
料
１
〕
が
出
さ
れ
て
か
ら
お
よ
そ

一
〇
日
あ
ま
り
後
に

出
さ
れ
た
文
書
と
な
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
わ
ず
か
な
あ
い
だ
に
、
「今
津
日

Ｈ
］
」

（問
屋
中
）
は
そ
の

「返
事
」
を
返
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の

〔史
料
２
〕
で
は
、
宛
所
が

「今
津
問
屋
中
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

時
期
の
今
津
に
問
屋
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
実
と
な
る
わ
け
だ
が
、
先
行
研
究
で

は
、
こ
の
こ
と
も
ふ
ま
え
て
、
さ
き
の

〔史
料
１
〕
の
宛
所
も
こ
れ
と
同
様
で

あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

妥
当
な
理
解
と
い
え
よ
う
が
、
こ
の

〔史
料
２
〕
と
さ
き
の

〔史
料
１
〕
で

大
き
く
異
な
る
点
は
、
「今
津
問
屋
中
」
が
取
っ
て
い
た

「役
」
が
、
具
体
的

に
は
、
「従
若
州
出
候
荷
物
」
に
対
す
る

「駄
別
」
と
よ
ば
れ
る
関
銭
で
あ
っ

た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
点
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
〔史
料
２
）
に
よ
っ
て

「役
」
の
実
態
が
あ
き
ら
か
と
な
っ

た
背
景
に
は
、
こ
の
文
書
が
、
「今
津
問
屋
中
」
の

「返
事
」
を
ふ
ま
え
て
出

さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
取
ら
れ
て
い
た

「役
」

が

「駄
別
」
で
あ
る
点
か
ら
、
問
題
の

「役
」
が

「若
州
」
よ
り
馬
で
運
ば
れ

て
き
た

「荷
物
」
に
対
し
て
取
ら
れ
た
関
銭
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
き
ら
か
と
な

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
今
津
の
問
屋
に
は
、
馬
に
乗
せ
ら
れ
た

「荷

物
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
き
ら
か
と
な
ろ
う
。

な
お
、
「今
津
問
屋
中
」
が
、
こ
の
よ
う
な
馬
に
乗
せ
ら
れ
た

「荷
物
」
以

外
の
品
も
扱
う
て
い
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
こ
こ

で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
つ
と
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
問
題
の

「駄
別
」
が

「早
崎
平
蔵
方
へ
礼
金
出
付
而
」
、
取
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
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知
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

こ
の
早
崎
平
蔵

（平
三
）
（家
久
）
に
つ
い
て
は
、
高
島
幸
次
氏
⑬
や
鍛
代
敏

雄
氏
、
あ
る
い
は
杉
江
進
氏
の
研
究
に
く
わ
し
く
、
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
よ

っ
て
、
早
崎
氏
が
竹
生
島
の

「寺
領
早
崎
村
」
を
拠
点
と
し
た

一
族
で
あ
っ
た

こ
と
、
ま
た
早
崎
平
蔵

（平
三
）
が
、
す
で
に
天
正

一
一
年

（
一
五
八
三
）
五

月
の
段
階
で
み
ず
か
ら
の
書
状
②
の
な
か
で

「秀
吉
様
」
と
記
し
て
い
る
点
か

ら
、
秀
吉
配
下
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
き
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
早
崎
平
蔵
が
今
津
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
権
限
を
有
し
て

い
た
の
か
に
つ
い
て
ま
で
は
具
体
的
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
が
、
「今
津
問

屋
中
」
が
、
そ
の
早
崎
平
蔵
に

「礼
金
」
を
出
す
こ
と
で
、
「駄
別
」
を
取
る

こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
だ
け
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ

う
。こ

の
点
、
朝
尾
直
弘
氏
は
、
「今
津
の
間
屋
中
は
秀
吉
馬
廻
で
あ
っ
た
早
崎

平
蔵
の
被
官
と
な
っ
て
礼
金
を
納
め
、
そ
の
反
対
給
付
と
し
て
若
州
荷
物
駄
別

銭
を
徴
収
す
る
権
利
を
許
さ
れ
て
い
た
」
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
鍛
代
敏
雄
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
被
官
関

係
を
具
体
的
に
確
認
で
き
る
史
料
は
な
く
、
慎
重
に
考
え
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
礼
銭
や
礼
物
な
ど
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
権
利
の
保

証
を
も
と
め
る
あ
り
か
た
は
、
中
世
的
な
慣
行
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
浅
野
長
吉
が
、
「向
後
、　
一
切
礼
儀
不
可
出
之
候
、

駄
別
も
取
間
敷
候
」
と
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な

「礼
金
」
（「礼

義
」
）
や
そ
の
代
償
と
し
て
の

「駄
別
」
、
さ
ら
に
は

「礼
金
」
を
う
け
と
る
早

崎
平
蔵
の
よ
う
な
存
在
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
と
い
え

よ
う
。

も
っ
と
も
、
「向
後
、　
一
切
礼
儀
不
可
出
之
候
、
駄
別
も
取
間
敷
候
」
と
あ

る
よ
う
に
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

「向
後
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
こ
と

に
つ
い
て
ま
で
問
い
た
だ
す
意
志
の
な
か
っ
た
点
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
が
秀
吉
の

「上
意
」
だ

っ
た
の
か
ど
う
か
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、

お
そ
ら
く
は
、
現
場
に
の
ぞ
む
浅
野
長
吉
の
判
断
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の

と
考
え
る
の
が
現
実
的
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
浅
野
長
吉
と
早
崎
平
蔵
の
あ
い
だ
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
上
下
関
係
な

ど
に
つ
い
て
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
〔史
料
２
〕
の
直
前
と
い
う
か
た
ち
で

〔史
料
１
〕
が
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
事
情
に
つ
い
て
の

「返
事
」
ま
で
も
と

め
た
と
い
う
背
景
に
は
、
あ
る
い
は
同
じ
秀
吉
配
下
の
早
崎
平
蔵
が
今
回
の
件

に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
た
事
前
情
報
な
ど
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

〔史
料
２
〕
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
と
は
、

じ
つ
は
最
後
の

「庭
物
之
事
は
、
壱
駄
付
而
八
木
壱
升
宛
可
取
之
候
」
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
「役
」

「新
儀
二
役
」
「駄
別
」
や

「礼
金
」
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
き
た
が
、

す
で
に
脇
田
修
氏
や
鍛
代
敏
雄
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
〔史
料
２
〕
が

出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「今
津
問
屋
中
」
に
は
、
「壱
駄
付
而
八
木
壱
升
宛
」

の

「庭
物
」
を
取
る
こ
と
が

「公
定
」
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う

「庭
物
」
と

「駄
別
」
の
ど
ち
ら
が
荷
主
に
と
っ
て
負
担
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
「今
津
問
屋
中
」
が

「庭
物
」
を
取
る
こ
と
を
公
権
力
に
認
め
ら
れ
た
意
義
は
大
き
い
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て

「今
津
問
屋
中
」
は
、
中
世
的
な
憤

行
と
し
て
の

「礼
金
」
な
ど
を
い
ず
こ
へ
も
出
す
必
要
な
く
、
今
津
に
つ
く

「荷
物
」
「壱
駄
」
ご
と
に

「八
木
壱
升
」
を
も
と
め
る
権
益
を
獲
得
す
る
こ
と
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に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
「庭
物
」
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
鍛
代
敏
雄
氏
が
く
わ
し
く
検
討
を

加
え
て
お
り
、
少
な
く
と
も
こ
こ
に
み
え
る

「庭
物
」
は
、
「単
に
手
数
料
と

す
る
よ
り
も
、
倉
庫
料
」
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
、
「今
津
問
屋
中
」
は
、
「駄
別
」
を
捨
て
る
か
わ
り
に
、
「庭
物
」

を
得
た
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三

「河
原
林
文
書
」
と
河
原
林
氏

（今
津
氏
）

前
章
で
は
、
「河
原
林
文
書
」
に
伝
来
し
た

〔史
料
１
〕
〔史
料
２
〕
に
登
場

す
る

「今
津
問
屋
中
」
に
つ
い
て
く
わ
し
く
み
て
き
た
が
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た

よ
う
に
、
従
来
の
研
究
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
史
料
で
も
つ

て
、
中
世
間
屋
の
特
権
が
豊
臣
政
権
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
き

た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
も
こ
と
の
一
面
を
と
ら
え
て
い
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、

し
か
し
、
あ
ら
た
め
て

〔史
料
１
〕
〔史
料
２
〕
が
と
も
に
、
「河
原
林
文
書
」

の
な
か
に
伝
来
し
て
き
た
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
杉
江
進
氏
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の

「河
原
林
文
書
」
を
つ
た
え
た
河
原
林
氏
は
、
文
禄
四
年

（
一
五
九
五
〉
に
今

津
と
弘
川
村
が
加
賀
前
田
家
領
と
な
っ
た
際
、
代
官
と
し
て
そ
の
支
配
を
命
ぜ

ら
れ
た
河
原
林
甚
六
を
祖
と
し
、
そ
の
二
代
に
あ
た
る
甚
右
衛
門
が
寛
永
二
〇

年

（
一
六
四
三
）
に
前
田
利
常
に
よ
っ
て
今
津
の
苗
字
を
あ
た
え
ら
え
た
〇
一

族
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
代
官
の
職
は
、
幕
末

ま
で
存
続
し
た
②
。

つ
ま
り
、
「河
原
林
文
書
」
は
、
近
世
今
津
の
有
力
者
の
地
位
を
占
め
た
河

原
林
氏

（今
津
氏
）
に
よ
っ
て
伝
来
さ
れ
て
き
た
文
書
群
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
常
識
的
に
も
考
え
て
も
、
そ
れ
ら
は
、
所
持
し
、
伝
来
す
る
に
た
る
現
実

的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
意
義
と
は
、
〔史
料
１
）
と

〔史
料
２
〕
に
そ
く
し
て
い
う
な
ら
ば
、
「今
津

問
屋
中
」
と
し
て

「壱
駄
付
而
八
木
壱
升
宛
」
の

「庭
物
」
を
取
る
権
限
を
有

し
て
い
た
こ
と
の
保
証
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
中
世
間
屋
の
特
権
が

否
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
つ
か
わ
れ
て
き
た

〔史
料
１
〕
〔史
料

２
〕
は
、
じ
つ
は
そ
れ
ら
を
所
持
し
伝
来
し
て
き
た
河
原
林
氏

（今
津
氏
）
に

と
っ
て
は
、
む
し
ろ
逆
に
、
近
世
以
降
の
み
ず
か
ら
の
存
在
を
保
証
す
る
も
の

で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
や
は
り
、
「駄
別
」
を
捨
て
る
か
わ
り
に
、

「庭
物
」
を
得
た
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
〔史
料
１
〕
と

〔史
料
２
〕
だ
け
で
は
、
「今
津
問
屋
中
」
と
し

て
河
原
林
氏

（今
津
氏
）
が
獲
得
し
た
権
益
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
の
、
そ
の
い
っ
ぼ
う
で
、
代
官
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
と
の
つ
な
が
り
は
よ

く
わ
か
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
文
書
も

「河
原
林
文
書
」
に
は
つ
た
え
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
つ
ぎ
の
史
料

（表
１
の
Ｃ
の
②
〉
と
考
え
ら
れ
る
。

（史
料
３
〕

従
若
州
往
反
之
高
荷
船
等
事
、
如
先
々
、
当
浦
へ
可
相
着
、
若
違
犯
輩
於

在
之
者
、
可
加
成
敗
者
也
、

天
二
十

一

六
月
朔
日
　
　
　
　
秀
吉

（花
押
）

江
州
高
島
郡
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今
津
浦
中

こ
れ
は
、
時
期
的
な
こ
と
か
ら
推
し
て
、
天
正

一
一
年

（
一
五
八
三
）
四
月

に
柴
田
勝
家
を
賤
ヶ
岳
の
戦
い
で
破

っ
た
の
ち
、
六
月

一
日
に
上
洛
し
た
④
直

後
に
秀
吉
に
よ

っ
て
出
さ
れ
た
文
書

（折
紙
）
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

〔史
料

３
〕
が
出
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
わ
か
ら
な
い

が
、
通
常
、
こ
の
種
の
文
書
が
権
力
側
か
ら
出
さ
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、

お
そ
ら
く

「今
津
浦
中
」
の
ほ
う
か
ら
秀
吉
方

へ
は
た
ら
き
か
け
た
結
果
、
獲

得
し
た
も
の
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
同
じ
く

「河
原
林
文
書
」
に
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
に
出
さ
れ
た
つ
ぎ

の
よ
う
な
文
書

（表
１
の
Ｃ
の
①
）
も
つ
た
え
ら
れ
て
い
る
。

〔史
料
４
〕

以
上

従
若
州
出
塩
荷
之
事
、
新
庄
馬
同
前
二
今
津

へ
も
可
相
付
候
、
往
還
不
可

有
相
違
者
也
、
昴
如
件
、

天
正
九
年

九
月
八
日
　
　
信
重

〈花
押
）

今
津地

下
人
中

こ
れ
は
、

〔史
料
３
〕
か
ら
二
年
前
の
天
正
九
年

（
一
五
八

一
）
当
時
、
高

島
郡
を
支
配
し
て
い
た
、
信
長
の
甥
に
あ
た
る
織
田

〈津
田
）
信
重
②
が
出
し

た
文
書

（
モ
ト
折
紙
力
）
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
も
ま
た
、
「今
津
地
下

人
中
」
が
信
重
に
申
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

内
容
は
、
「従
若
州
出
塩
荷
」
を
今
津
に
つ
け
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
だ
が
、

文
中
に

「新
庄
馬
同
前
二
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
問
題
の

「塩
荷
」
も
ま
た

馬
に
乗
せ
ら
れ
た

「荷
物
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
よ
り
ま
え
に

「若
州
」
よ
り
の

「塩
荷
」
が
今
津
に
は
つ
け
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て

「従
若
州
出
塩
荷
」
に
対
し
て

一
定
の
強
制
力
が
は
た
ら
く
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
は
う
た
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
、
こ
の

〔史
料
４
〕
な
ど
を
根

拠
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
そ
の
二
年
後
に
獲
得
し
た
の
が
、
〔史
料
３
〕

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

〔史
料
３
〕
に
み
え
る

「如
先
々
」
と
い
う
文
言
も
、
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え

て
み
る
と
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
、
〔史
料
３
〕
に
は

「若
州
」
よ
り
の

「塩
荷
」
で
は
な
く
、
「往
反
之
商
荷
船
等
」
を

「当
浦
」

（
「今
津
浦
」
）
に
つ
け
る
よ
う
に
と
あ
り
、
〔史
料
４
〕
だ
け
を
そ
の
ま
ま
下
敷

き
に
し
た
も
の
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
、
〔史
料
３
〕
の
ほ
う
に

は
、
わ
ざ
わ
ざ

「浦
」
と
い
う
こ
と
ば
が
つ
か
わ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
、
湖
上
交
通
に
視
点
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
〔史
料
３
〕
と

〔史
料
４
〕
に
よ
っ
て
、
「若

州
」
よ
り

「出
」
た
り
、
「往
反
」
し
た
り
す
る

「塩
荷
」
や

「高
荷
」
、
そ
し

て
、
そ
れ
を
は
こ
ぶ

「船
」
ま
で
が
今
津
に
強
制
的
に
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
公

認
さ
れ
た
こ
と
だ
け
は
ま
ち
が
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の

は
、
や
は
り

〔史
料
３
〕
も

〔史
料
４
〕
も
と
も
に
、
「河
原
林
文
書
」
と
し

て
伝
来
し
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
河
原
林
氏

（今

津
氏
）
が
、
「今
津
浦
中
」
「今
津
地
下
人
中
」
宛
の
文
書
を
所
持
、
伝
来
し
て

き
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
河
原
林
氏

（今

津
氏
）
が
、
港
津
、
あ
る
い
は
都
市
と
し
て
の
今
津
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
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「庭
物
」
と

「十
楽
」
―
ぉ
ゎ
り
に
か
え
て
―

以
上
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
中
世
の
間
屋
は
、
「今
津
問
屋
中
」
の
よ
う

に
、
近
世
へ
も
生
き
残
り
、
所
在
の
港
津
、
あ
る
い
は
都
市
の
な
か
で
有
力
な

地
位
を
た
も
ち
つ
づ
け
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
す
で
に
宇
佐
見
隆
之
氏
が
検
討
を
重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
た

と
え
ば
、
天
正

一
五
年

（
一
五
八
七
）
六
月
に
筑
前
博
多
に
対
し
て

「
一
、
当

津
に
を
ゐ
て
諸
問

・
諸
座

一
切
不
可
有
事
」
と
い
う
文
言
を
そ
な
え
た
禁
制
④

が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
ご
と
く
、
中
世
の
間
や
問
屋
は
、

同
業
者
組
織
と
し
て
の
座
と
と
も
に
基
本
的
に
は
否
定
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
首
都
京
都
に
お
い
て
も
同
様
で
、
少
な
く
と
も
中
世
の
段
階
で

間
や
間
屋
と
し
て
知
ら
れ
る
存
在
が
そ
の
ま
ま
近
世
に
お
い
て
も
存
続
し
て
い

た
と
い
う
事
実
を
史
料
の
う
え
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
④
。

と
す
れ
ば
、
「今
津
問
屋
中
」
は
、
な
ぜ
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
の
理
由
と
い
う
の
は
、　
一
般
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
む

し
ろ
、
個
別
の
も
の
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
注
目
さ
れ
る

の
が
、
や
は
り

「庭
物
」
の
存
在
で
あ
る
。

さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「今
津
問
屋
中
」
の
場
合
は
、
早
崎
平
蔵

ヘ

「礼
金
」
を
出
し
て

「駄
別
」
を
取
る
と
い
っ
た
行
為
が
否
定
さ
れ
た
か
わ
り

に
、
「壱
駄
付
而
八
木
壱
升
宛
」
の

「庭
物
」
を
取
る
こ
と
を

「公
定
」
さ
れ

た
わ
け
だ
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
外
の
問
屋
た
ち
と
い
う
の
は
、
中
世
的
な
色

彩
の
濃
い

「礼
金
」
や

「駄
別
」
の
ほ
う
に
拘
泥
し
た
た
め
、
そ
の
す
が
た
を

消
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
も
、
「河
原
林
文
書
」
に
の
こ
さ
れ
た
、
つ
ぎ
の

〔史
料
５
〕

（表
１
の
Ｃ
の
⑥
）
と
、
も
う
ひ
と
つ
、
別
の
と
こ
ろ
に
つ
た
え
ら
れ
た
文
書

写
の

〔史
料
６
〕
②
を
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
と
興
味
深
い
事
実
が
う
き
ば
り
と

な
っ
て
く
る
。

〔史
料
５
〕

若
州
へ
立
候
海
道
之
馬
借
、
如
先
々
、
於
小
浜
不
可
相
違
候
、
何
之
荷
物

井
家
中
之
米
た
り
と
い
ふ
と
も
、
任
御
朱
印
之
旨
、
当
浦
へ
可
出
候
、　
一

切
余
之
浦
へ
不
可
出
候
、
少
も
新
儀
之
事
、
可
為
曲
事
候
也
、
謹
言
、

弾
正
少
弼

二
月
十
三
日
　
　
　
長
吉

（花
押
影
）

今
津
惣
中

〔史
料
６
〕

あ
つ
た
こ
と
も
意
味
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
か
た
こ
そ
、
河
原
林
氏

〈今
津
氏
）
が
今
津

の
代
官
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
と
し
て
前
田
家
に
認
め
ら
れ
た
理
由
だ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
年
紀
は
順
不
同
と
な
る
も
の
の
、

〔史
料
１
〕
か
ら

〔史
料
４
〕
は
、
幕
末
ま
で
代
官
と
し
て
今
津
の
支
配
に
あ

た
っ
た
河
原
林
氏

（今
津
氏
）
に
と
っ
て
、
今
津
の
間
屋
と
し
て
、
ま
た

「今

津
浦
中
」
「今
津
地
下
人
中
」
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
そ
の
由
緒
を
ほ
こ
る

も
っ
と
も
重
要
な
文
書
群
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
き
ば
り
と
な
っ
て
く
る
。

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、　
一
連
の
文
書
群
と
し
て
、

〔史
料
１
〕
か
ら

〔史
料
４
〕
の
文
書
が
つ
た
え
ら
れ
て
き
た
必
然
性
も
ま
た

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。



急
度
申
遣
候
、
働
若
州
江
相
立
入
馬
之
儀
、
何
も
十
楽
二
申
付
候
処
、
川

上
之
庄
之
馬
、
従
其
在
所
相
留
由
、
如
何
候
哉
、
諸
事
駄
賃
馬
之
義
、
無

異
義
可
相
通
候
者
也
、

弾
正

卯
月
三
日
　
　
　
長
吉
判

今
津年

寄
中

〔史
料
５
〕
〔史
料
６
〕
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
同
様
、
折
紙
と
考

え
ら
れ
る
た
め
、
年
号
を
欠
い
て
い
る
が
、
〔史
料
５
〕
の
年
紀
に
つ
い
て
は
、

杉
江
進
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
天
正

一
五
年

（
一
五
八
七
）
以
降
と
比
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
浅
野
長
吉
が
秀
吉
に
よ
っ
て
天
正

一
五
年
九
月
五
日
に

「若
狭

一
国
」
を

「扶
助
」
せ
し
め
ら
れ
た
④
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
が
、
お
そ
ら

く
、
〔史
料
６
〕
も
ま
た
同
様
に
、
天
正

一
五
年
以
降
で
、
浅
野
長
吉
が
甲
斐

国
を
宛
行
わ
れ
る
文
禄
二
年

（
一
五
九
二
）

一
一
月
二
〇
日
④
ま
で
の
、
〔史
料

５
〕
と
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
時
期
に
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
見
す
る
と
そ
の
内
容
は
似
通
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
じ
つ
は
そ

の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
ま
っ
た
く
相
反
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
も
、
〔史
料
５
〕
が
、
若
狭
の

「小
浜
」
を
起
点
と
し
て

「若
州

へ
立
候
海
道
之
馬
借
」
が
は
こ
ぶ

「何
之
荷
物
並
家
中
之
米
」
で
あ
ろ
う
と
も
、

「御
朱
印
之
旨
」
に
ま
か
せ
、
「当
浦

へ
可
出
候
、　
一
切
余
之
浦
へ
不
可
出
候
」

と

「今
津
惣
中
」

へ
つ
た
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
〔史
料
６
〕
の
ほ
う
は
、

「若
州
江
相
立
入
馬
」
に
つ
い
て
は

「何
も
十
楽
二
申
付
」
け
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
「川
上
之
庄
之
馬
、
従
其
在
所
相
留
」
め
た
こ
と
を

「如
何
候
哉
」
と
詰

間
、
そ
の
う
え
で

「諸
事
駄
賃
馬
之
義
、
無
異
義
可
相
通
」
し
と

「今
津
年
寄

中
」
へ
命
じ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
ふ
た
つ
の
史
料
の
内
容
が
相
反
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る

の
か
、
そ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
、
「若
州
」
と
今
津
を
む
す
ぶ

「海
道
」
に

立
つ
馬
の
な
か
に
も
、
〔史
料
５
〕
に
み
え
る

「馬
借
」
と

〔史
料
６
〕
に
み

え
る

「川
上
之
庄
之
馬
」
の
よ
う
に
、
そ
の
あ
い
だ
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
っ

た
か
ら
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
「駄
賃
馬
」
で
あ
る

「川
上
之
庄
之
馬
」
が

「海
道
」
を
通
り

「荷
物
」
や

「米
」
を
は
こ
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「十
楽
二
申
付
」
け
て
お
り
、

そ
れ
を
強
制
的
に

「其
在
所
」
（今
津
）
に

「相
留
」
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な

い
が
、
そ
う
で
は
な
い

「馬
借
」
に
つ
い
て
は
、
「当
浦
」
（今
津
）
へ

「出
」

す
こ
と
が

「御
朱
印
」
に
よ
っ
て
さ
だ
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
こ
こ
か

ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

じ
つ
は

〔史
料
６
〕
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
つ
か
わ
れ
た
こ
と
が
な
く
、

ま
た
写
で
も
あ
る
た
め
、
多
少
読
み
と
り
に
く
い
と
こ
ろ
も
な
い
で
は
な
い
が
、

い
わ
ゆ
る
楽
市
楽
座
に
通
じ
る
こ
と
ば
と
し
て
知
ら
れ
る

「十
楽
」
が
つ
か
わ

れ
て
い
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
「今
津
問
屋
中
」
に
み

と
め
ら
れ
た

「庭
物
」
の
対
象
が
、
「十
楽
」
で
は
な
い

「馬
借
」
の
運
ぶ

「荷
物
」
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
内
容
を
指
示
し
て
い
る
の
が
、
〔史
料
５
〕

の
い
う

「御
朱
印
」
（秀
吉
朱
印
状
）
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で

は
な
い
①
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「庭
物
」
は
、
中
世
的
な
慣
行
の
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う
え
に
あ
る

「駄
別
」
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
む
し
ろ
、

す
ぐ
れ
て
近
世
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
存
続
を
勝
ち
得
た

「今
津
問
屋
中
」
や
河
原
林
氏

（今
津
氏
）
も
ま
た
、
近
世
的
な
転
換
に
成
功
し
た
、
ま
れ
な
存
在
で
あ
っ
た

と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「今
津
年
寄
中
」
を
宛
所
と
す
る

〔史
料
６
〕
も
、
本
来

な
ら
ば
、
「河
原
林
文
書
」
の
な
か
に
つ
た
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
「河
原
林
文
書
」
の
な
か
に
の
こ
さ
れ
て
い
な
い

の
は
、
も
と
も
と
こ
の
文
書
の
原
本
が
、
そ
れ
を
所
持
す
る
こ
と
で
利
益
を
得

た
で
あ
ろ
う

「川
上
之
庄
之
馬
」
の
関
係
者
に
く
だ
さ
れ
た
⑪
か
、
あ
る
い
は
、

意
図
的
に

「河
原
林
文
書
」
の
な
か
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
っ
た
か
の
ど
ち
ら
か

に
そ
の
理
由
が
も
と
め
ら
れ
る
。

可
能
性
と
し
て
は
、
そ
の
両
方
と
も
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
〔史
料
６
〕
の
存
在
に
よ
っ
て
、
「今
津
問
屋
中
」

が
無
限
定
に
そ
の
権
益
を
み
と
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
き
ら

か
と
な
ろ
う
。

以
上
、
本
稿
で
は
、
「河
原
林
文
書
」
を
中
心
に
中
世
今
津
の
問
屋
に
か
か

わ
る
基
礎
的
な
問
題
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
も
と
よ
り

「河
原
林
文
書
」

の
ご
く

一
部
に
そ
の
対
象
を
し
ば
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
実
態
と
い
う

の
に
は
ほ
ど
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ひ
き
つ
づ
き

「河
原
林
文
書
」
の
検
討
と

あ
わ
せ
て
後
考
を
期
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
と
思

う
。

〔追
記
〕

史
料
の
閲
覧
に
際
し
て
使
宜
を
は
か
つ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
諸
機
関
に
記
し
て
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
と
り
わ
け
、
滋
賀
県
高
島
市
教
育
委
員
会
の
山
本
晃
子
氏
に
は
、
「河

原
林
文
書
」
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
御
礼
申
し

あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
本
稿
は
、
平
成
二
三
年

（二
〇

一
一
）

六
月
二
五
日
に
近
江
地
方
史
研
究
会
大
会
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
基
調
講
演

「中

世
の
今
津
と
九
里
半
道
」
を
原
稿
と
す
べ
き
で
し
た
が
、
せ
っ
か
く
伝
統
あ
る

「近
江
地

方
史
研
究
」
に
寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
く
以
上
、
多
少
な
り
と
も
論
考
に
近
い
も
の
が
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
編
集
担
当
の
委
員
の
方
々
に
お
ゆ
る
し
を
得
た
う
え
で
、
こ
の

よ
う
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
会
員
の
み
な
さ
ま
に
は
あ
ら
か
じ
め
ご
了
解
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

註
①
宇
佐
見
隆
之

「「問
」
の
終
焉
」
（石
井
進
編

『中
世
の
村
と
流
通
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九

九
二
年
、
の
ち
に
同

『
日
本
中
世
の
流
通
と
商
業
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
に
所
収
）、

同

「港
津
の
間
の
展
開
」
（五
味
文
彦

・
吉
田
伸
之
編

『都
市
と
商
人

・
芸
能
民
―
中
世
か

ら
近
世
ヘ
ー
』
山
川
出
版
社
、　
一
九
九
二
年
、
の
ち
に
前
掲

『日
本
中
世
の
流
通
と
商
業
』

に
所
収
）。
以
下
、
字
佐
見
氏
の
研
究
は
こ
れ
に
よ
る
。

②
鍛
代
敏
雄

「戦
国

。
織
豊
期
の
地
域
と
交
通
―
琵
琶
湖
の
水
上
交
通
と
早
崎
家
久
を
中
心
と
し
て

―
」
（『栃
木
史
学
』

一
〇
号
、　
一
九
九
六
年
、
の
ち
に
同

『中
世
後
期
の
寺
社
と
経
済
」

思
文
閣
出
版
、　
一
九
九
九
年
に
所
収
）
、
同

「地
域
と
交
通
―
地
方
史
研
究
の
一
視
点
―
」

（『地
方
史
研
究
』
二
六
六
号
、　
一
九
九
七
年
、
の
ち
に
前
掲

「中
世
後
期
の
寺
社
と
経
済
』

に
所
収
）
、
同

「交
通
雑
観
」
（『栃
木
史
学
』

一
二
号
、　
一
九
九
八
年
、
の
ち
に
前
掲

『中
世
後
期
の
寺
社
と
経
済
」
に
所
収
）。
以
下
、
鍛
代
氏
の
研
究
は
こ
れ
に
よ
る
。

③
杉
江
進

「交
通
の
要
衝
今
津
」
「今
津
浦
の
盛
衰
」
（『今
津
町
史
　
第
二
巻
　
近
世
』
滋

賀
県
今
津
町
、　
一
九
九
九
年
、
の
ち
に
同

『近
世
琵
琶
湖
水
運
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇

一
一
年
に
所
収
）。
以
下
、
杉
江
氏
の
研
究
は
こ
れ
に
よ
る
。

④

『滋
賀
県
史
　
第
五
巻
　
参
照
史
料
』
（滋
賀
県
、　
一
九
二
八
年
）
で
は
、
「河
原
林
文
書
」

と
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
で
は

「川
原
林
文
書
」
と
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な
っ
て
い
る
。
の
ち
に
も
ふ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
文
書
群
を
つ
た
え
て
き
た

家
が
河
原
林
氏

（今
津
氏
）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
「河
原
林
文
書
」

と
し
て
お
く
。

⑤
滋
賀
県
高
島
市
教
育
委
員
会
の
山
本
晃
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
ま
た
、
『今
津
町
史
』

全
四
巻

（滋
賀
県
今
津
町
、　
一
九
九
七
年
～
二
〇
〇
三
年
）
も
参
照
。

⑥
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
所
蔵
。

⑦
注
①
、
②
、
③
参
照
。

③
滋
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
。

⑨
こ
の
史
料
の
情
報
に
つ
い
て
も
、
滋
賀
県
高
島
市
教
育
委
員
会
の
山
本
晃
子
氏
に
ご
教
示

を
得
た
。

⑩
そ
の
内
容
は
、
す
で
に

『大
日
本
史
料
』
第

一
一
編
之
七
、
天
正

一
二
年

（
一
五
八
四
））

五
月

一
一
日
条
に
採
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「佐
久
間
正
勝
ノ
弟
道
徳
、
京
都

一
条
町

二
於
テ
、
事
ヲ
謀
ル
、
淀
ノ
小
野
木
重
次
、　
一
条
町
並
二
実
相
院
町
ノ
町
民
ヲ
捕
フ
、
勅

旨
二
依
り
、
羽
柴
秀
吉
、
之
フ
赦
免
ス
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
か
か
わ
る

文
書
の
写
が
な
ぜ

「河
原
林
文
書
」
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

課
題
で
あ
る
。

①
天
正

一
三
年
間
八
月
二

一
日
付
豊
臣
秀
吉
領
知
判
物

（大
日
本
古
文
書

『浅
野
家
文
書
』

三

一
七
号
）。

⑫

『
四
国
御
発
向
丼
北
国
御
動
座
記
』
（天
正

一
三
年

一
〇
月
吉
日
奥
書
）
（桑
田
忠
親
校
注

『太
閣
史
料
集
』
人
物
往
来
社
、　
一
九
六
五
年
）
に

「公
家

・
武
家

・
地
下
商
人
に
至
つ

て
は
、
諸
役
を
止
め
、
座
を
破
ら
る
」
と
み
え
る
。

⑬
瀬
田
勝
哉

「荘
園
解
体
期
の
京
都
―
流
通
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
願
―
」
（『武
蔵
大
学
人
文
学

会
雑
誌
』
第
二
四
巻
二
・
三
号
、　
一
九
九
二
年
、
の
ち
に
同

『洛
中
洛
外
の
群
像
―
失
わ

れ
た
中
世
京
都
へ
―
』
平
凡
社
、　
一
九
九
四
年
に
所
収
）。

①
脇
田
修

『近
世
封
建
制
成
立
史
論
―
織
豊
政
権
の
分
析
Ⅱ
Ｉ
』
（東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
七

七
年
）。
以
下
、
脇
田
氏
の
研
究
は
こ
れ
に
よ
る
。

⑮
朝
尾
直
弘

「「公
儀
」
と
幕
藩
領
主
制
」
（歴
史
学
研
究
会

ｏ
日
本
史
研
究
会
編

『講
座
日

本
歴
史
　
５
』
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
五
年
、
の
ち
に

『朝
尾
直
弘
著
作
集
　
第
二

巻
　
将
軍
権
力
の
創
出
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。
以
下
、
朝
尾
氏
の
研
究
は
こ
れ

に
よ
る
。

①
土
井
忠
生

・
森
田
武

・
長
南
実
編
訳

『邦
訳
日
葡
辞
書
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
八
〇
年
）。

⑦
大
日
本
古
記
録
。

①
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
「江
州
今
津
甚
衛
門
伝
書
」
で
は
、
「―

」
と
記
さ
れ
て
い
る

が
、
「河
原
林
文
書
」
（滋
賀
県
史
採
集
文
書
）
で
は
、
「
日

‐十日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑩
高
島
幸
次

「織
豊
政
権
期
の
湖
水
船
奉
行
」
（『近
江
地
方
史
研
究
』
二
八
号
、　
一
九
九
二

年
）。

②
天
正

一
一
年
五
月
二

一
日
付
早
崎
家
久
書
状

（『長
命
寺
古
文
書
等
調
査
報
告
書
』
滋
賀

県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
財
保
護
課
、
二
〇
〇
三
年
）。

②

「江
州
今
津
甚
右
衛
門
伝
書
」
に
お
さ
め
れ
ら
る
貞
亨
三
年

（
一
六
八
六
）
六
月
日
付
江

州
今
津
甚
四
郎
由
絡
書
写
に

「寛
永
弐
拾
年
二
微
妙
院
様
よ
り
今
津
与
名
字
を
被
下
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。

②

『今
津
町
史
　
第
二
巻
　
近
世
』
（滋
賀
県
今
津
町
、　
一
九
九
九
年
）
参
照
。

④
藤
井
譲
治

「豊
臣
秀
吉
の
居
所
と
行
動

（天
正

一
〇
年
六
月
以
降
）
」
〈藤
井
譲
治
編

『織
豊
期
主
要
人
物
居
所
集
成
」
思
文
閣
出
版
、
二
〇

一
一
年
）。

②
谷
口
克
広

「織
田
信
長
家
巨
人
名
辞
典
　
第
２
版
』
（吉
川
弘
文
館
、
二
〇

一
〇
年
）
。

④
天
正

一
五
年
六
月
日
付
豊
臣
秀
吉
禁
制

（『櫛
田
神
社
文
書
』
『新
修
福
岡
市
史
　
資
料

編
　
中
世
①
　
市
内
所
在
文
書
』
福
岡
市
、
二
〇

一
〇
年
）。

④
拙
稿

「中
世
京
都

「七
日
」
考
―
室
町
・
戦
国
期
に
お
け
る
京
都
境
域
と
流
通
―
」
（『ヒ
ス
ト

リ
ア
』

一
六
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
の
ち
に
同

『中
世
京
都
の
民
衆
と
社
会
』
思
文
閣

出
版
、
二
〇
〇
〇
年
に
所
収
）。

②

『大
江
保
河
上
往
古

。
中
古

。
近
代
集
入
雑
記
』
（『今
津
町
史
　
第
四
巻
　
資
料
』
滋

賀
県
今
津
町
、
二
〇
〇
三
年
）。
こ
の
史
料
の
情
報
に
つ
い
て
も
、
滋
賀
県
高
島
市
教
育

委
員
会
の
山
本
晃
子
氏
に
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
。

④
天
正

一
五
年
九
月
五
日
付
豊
臣
秀
吉
領
知
朱
印
状

（『浅
野
家
文
書
』
〓
〓

八
号
）。

④
文
禄
二
年

一
一
月
二
〇
日
付
豊
臣
秀
吉
領
知
判
物

（『浅
野
家
文
書
』
三
二

一
号
）
。
相

田
文
三

「浅
野
長
政
の
居
所
と
行
動
」
（前
掲
藤
井
譲
治
編

『織
豊
期
主
要
人
物
居
所
集

成
』
）
参
照
。

⑩
な
お
、
杉
江
進
氏
な
ど
の
先
行
研
究
で
は
、
「
「任
御
朱
印
之
旨
」
と
は
天
正

一
一
年
六

月

一
日
秀
吉
に
よ
っ
て
荷
物
の
今
津

へ
の
独
占
的
な
積
み
出
し
が
安
堵
さ
れ
た
事
を
指

す
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
あ
た
る

〔史
料
３
〕
は
判
物
で
あ
り
、
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朱
印
な
ど
は
ど
こ
に
も
押
さ
れ
て
は
い
な
い
。
杉
江
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
『高
島

郡
志
』
（滋
賀
県
高
島
郡
教
育
会
、　
一
九
二
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
今
津
の
住
吉
神
社
で
は
、

こ
の

〔史
料
３
〕
に
ま
つ
わ
る

「御
章
印
祭
」
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
記
事
が

み
ら
れ
る
。
ま
た
、
近
世
に
な
っ
て
、
た
と
え
ば
、
京
都
な
ど
で
も
信
長
や
秀
吉
な
ど

が
発
給
し
た
文
書
を
そ
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず

「御
朱
印
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
み

ら
れ
る
よ
う
に
は
な
る

（拙
稿

「近
世
京
都
に
お
け
る
町
共
有
文
書
と
伝
来
に
つ
い
て
―

「御
朱
印
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」
「地
方
史
研
究
』
第
四
二
巻
三
号
、　
一
九
九
二
年
、
の
ち
に
前

掲

『中
世
京
都
の
民
衆
と
社
会
』
に
所
収
）。
し
か
し
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
あ
た
る

〔史
料

５
〕
の
段
階
で
、
そ
の
よ
う
な
理
解
を
す
る
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
よ
つ
て
、

（史
料
３
〕
と
は
別
に
秀
吉
朱
印
状
が
出
さ
れ
た
可
能
性
の
ほ
う
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
も
つ
と
も
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
後
世
、
（史
料
３
〕
を

「御
朱
印
」
と
称
し
て
、

今
津
に
お
い
て
重
宝
さ
れ
た
と
し
て
も
、
特
段
、
問
題
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

③

『大
江
保
河
上
往
古

・
中
古

・
近
代
集
入
雑
記
』
に
は
、
こ
の
文
書
写
の
説
明
と
し
て
、

「御
意
ハ
、
此
状
今
津
へ
見
セ
、
河
上
庄
二
取
置
、
可
為
末
之
宝
卜
由
〓
而
」
と
の

一
文
が

記
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
「是
ハ
慶
長
八
年
河
上

・
善
積
海
道
論
有
之
、
御
奉
行
浅

野
弾
正
様
よ
り
被
下
所
也
」
と
あ
り
、
浅
野
長
吉
が
文
禄
二
年
に
甲
斐
国
を
宛
行
わ
れ

て
以
降
の
年
紀
に
比
定
し
て
い
る
な
ど
問
題
も
み
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
信
用
で
き

る
の
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。

（奈
良
大
学
文
学
部
教
授
）


