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0南
九州
の
戦
国
・
織
豊
期
城
郭
プ
ラ
ン

②

権力
構
造
と
城
郭
プ
ラ
ン

③近
世
城
郭
へ
の
転
換

おわ
り
に

［論
文
要
旨
］

　
城
郭
プ
ラ
ン
は
権
力
構
造
と
ど
の
よ
う
に
連
関
し
て
で
き
あ
が
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
解
く
た
　
　
　
　
郭
プ
ラ
ン
と
の
相
関
関
係
は
日
本
列
島
の
城
郭
・
城
下
を
遺
跡
に
即
し
て
分
析
す
る
都
市
空
間
研
究

め
に
、
き
わ
め
て
特
徴
的
な
城
郭
プ
ラ
ン
を
も
っ
た
南
九
州
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
を
行
っ
た
。
ま
　
　
　
　
を
進
め
る
上
で
、
重
要
な
視
座
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

ず
鹿児
島
県
知
覧
城
を
事
例
に
南
九
州
の
戦
国
期
城
郭
の
分
立
構
造
を
把
握
し
た
。
そ
し
て
城
内
に

多
数
の
武
家
屋
敷
が
凝
集
し
、
そ
れ
が
近
世
の
麓
集
落
の
直
接
の
母
胎
に
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
つ
い

で熊
本
県
人
吉
城
を
事
例
に
知
覧
城
で
確
認
し
た
城
郭
構
造
が
で
き
あ
が
っ
た
要
因
を
検
討

し
た
。
こ
の
議
論
を
進
め
る
上
で
重
要
な
の
は
人
吉
城
の
城
郭
遺
跡
が
完
全
な
形
で
残
さ
れ
て
お
り
、

踏
査
を
行
う
こ
と
で
把
握
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
『
相
良
氏
文
書
』
や
『
八
代
日
記
』

な
ど
の
良
好
な
史
料
を
基
盤
と
し
て
勝
俣
鎮
夫
と
服
部
英
雄
が
深
め
た
戦
国
期
相
良
氏
の
権
力
構
造

の問
題
を
踏
査
成
果
と
あ
わ
せ
る
こ
と
で
再
検
討
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
結
果
、
人
吉
城
の
分
立
的
な
城
郭
プ
ラ
ン
は
地
形
要
因
だ
け
で
は
な
く
、
築
城
主
体
の
権
力

構
造
の

特色
を
反
映
し
て
で
き
た
と
結
論
づ
け
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
築
城
主
体
の
権
力
構
造
と
城

1
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は

じ
め
に

　
宮
崎
県
と
熊
本
県
・
鹿
児
島
県
を
中
心
と
し
た
九
州
南
部
の
地
域
で
は
、
特
徴
的

な
プ
ラ
ン
を
も
っ
た
中
世
城
郭
が
広
く
展
開
し
て
い
た
。
そ
の
特
徴
は
第
一
に
、
主

郭

を
中
心
と
し
た
曲
輪
配
置
に
求
心
性
が
弱
く
、
曲
輪
間
の
連
結
関
係
の
階
層
性
が

相
対
的
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
横
並
び
」
で
城

郭
を
構
成
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
第
二
に
、
城
郭
の
規
模
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
れ
は
城
郭
内
に
多
く
の
武
家
屋
敷
を
包
摂
し
た
こ
と
に
対
応
し
た
。
筆
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
や
し
き
が
た
じ
ょ
う
か
く

こ
う
し
た
特
色
を
も
つ
城
郭
を
館
屋
敷
型
城
郭
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る

〔千
田
二
〇
〇
〇
〕
。

　
城
郭
プ
ラ
ン
の
特
徴
は
地
域
の
政
治
体
制
や
社
会
状
況
の
反
映
で
あ
り
、
南
九
州

の
中
世
城
郭
の
は
っ
き
り
と
し
た
特
色
は
地
域
の
歴
史
を
読
み
解
く
格
好
の
素
材
に

な
り
得
る
。
殊
に
先
述
し
た
城
郭
プ
ラ
ン
は
近
世
段
階
に
至
っ
て
な
お
容
易
に
は
克

服

さ
れ
ず
、
色
濃
く
そ
の
影
響
を
残
し
た
。
城
郭
の
並
立
的
構
造
を
近
世
段
階
ま
で

継
承

し
た
こ
と
は
、
近
世
的
な
政
治
・
社
会
機
構
へ
の
転
換
が
い
か
に
困
難
で
あ
っ

た
か
を
如
実
に
示
す
。

　
さ
ら
に
島
津
氏
領
で
は
近
世
に
な
っ
て
も
鹿
児
島
城
下
へ
の
武
士
の
一
元
的
集
住

は
行
わ
ず
、
一
二
〇
に
も
お
よ
ぶ
領
内
の
外
城
が
存
続
し
た
（
十
八
世
紀
半
ば
頃
以

降
に
外
城
は
一
一
三
に
な
っ
た
）
。
こ
の
外
城
の
麓
に
展
開
し
た
の
が
武
士
の
居
住

域

と
小
規
模
な
商
業
地
域
を
あ
わ
せ
も
っ
た
城
下
「
麓
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

近
世
の

麓
集
落
は
、
織
豊
期
の
地
域
に
お
け
る
城
郭
群
の
構
成
を
基
礎
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
近
世
の
城
下
町
形
成
を
戦
国
～
織
豊
期
の
城
郭
と
城
下
の
あ
り
方
が

大

き
く
規
定
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
織
豊
期
の
城
郭
と
城
下
の
様
相
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
遡
っ
て
中
世
を
考
え
る
上
に
も
、
ま
た
今
日
に
つ
づ
く
地

域
の
都
市
形
成
を
考
え
る
上
に
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
本
稿
で
は
従
来
、
十
分
に

検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
織
豊
期
の
城
郭
形
成
を
考
え
る
こ
と
で
、
十
六
世
後
半
か

ら
十
七
世
紀
初
頭
に
か
け
た
城
郭
都
市
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
そ

こ
で
①
南
九
州
の
城
郭
プ
ラ
ン
の
特
色
の
要
点
を
把
握
し
、
②
築
城
主
体
の
権

力
構
造
と
城
郭
プ
ラ
ン
の
関
連
を
検
証
す
る
。
そ
し
て
③
南
九
州
に
お
け
る
織
豊
期

拠
点
城
郭
の
実
像
に
迫
り
た
い
。

0
南
九
州
の
戦
国
・
織
豊
期
城
郭
プ
ラ
ン

　
（
1
）
城
郭
プ
ラ
ン
の
特
徴

　
ま
ず
南
九
州
の
中
世
城
郭
プ
ラ
ン
の
特
徴
を
把
握
す
る
た
め
に
、
鹿
児
島
県
知
覧

町

の

知
覧
城
を
事
例
に
構
造
を
考
え
た
い
。
知
覧
城
は
南
北
約
六
〇
〇
m
・
東
西
約

七

〇
〇
m
に
お
よ
ぶ
、
南
九
州
を
代
表
す
る
城
郭
で
あ
る
。
知
覧
城
の
様
相
を
一
九

九

二
年
に
知
覧
町
教
育
委
員
会
の
上
田
耕
ら
の
協
力
を
得
て
筆
者
が
行
っ
た
現
地
調

査
の
成
果
か
ら
、
概
要
を
把
握
す
る
（
図
1
）
。

　
知
覧
城
の
城
域
は
広
大
で
、
そ
の
内
部
を
自
然
地
形
を
巧
み
に
利
用
し
た
巨
大
な

堀
で
区
画

し
た
。
曲
輪
群
は
こ
の
堀
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
た
。

そ
う
し
た
曲
輪
群
の
ま
と
ま
り
か
ら
城
の
形
成
過
程
や
曲
輪
ご
と
の
機
能
差
を
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
知
覧
城
を
訪
ね
た
と
き
に
ま
ず
驚
か
さ
れ
る
の
は
堀
の
深
さ

と
大
き
さ
で
あ
る
。
一
般
に
南
九
州
の
中
世
城
郭
の
堀
は
大
き
な
も
の
が
少
な
く
な

く
、
ほ
か
の
地
域
と
比
べ
て
も
規
模
の
大
き
さ
は
傑
出
し
た
。
知
覧
城
の
場
合
も
曲

輪
面
と
堀
底
と
の
比
高
差
は
最
大
で
三
〇
m
に
も
達
し
た
。
さ
ら
に
堀
の
斜
面
（
曲

　
　
き
り
ぎ
し

輪
の
切
岸
）
は
、
ほ
ぼ
垂
直
の
壁
面
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
大
き
さ
と
と
も
に
独
特

の
景
観
を
つ
く
り
だ
し
た
。

　

こ
う
し
た
囲
郭
の
様
相
は
南
九
州
の
中
世
城
郭
の
大
き
な
特
色
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
第
一
に
地
質
と
密
接
に
関
わ
っ
て
で
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
火
山
灰
の
シ
ラ

ス

土
壌
は

切

り
込
ん
だ
と
き
一
般
的
な
安
全
勾
配
を
と
っ
た
の
で
は
雨
水
に
浸
食
さ

れ

て
安
定
せ
ず
、
逆
に
垂
直
に
切
断
す
る
と
壁
面
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
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だ

か

ら
中
世
城
郭
の
切
岸
も
垂
直
勾
配
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
垂
直
の
切
岸
は

当
時
か
ら
の
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
い
（
た
だ
し
現
在
露
出
し
て
い
る
シ
ラ
ス
の

壁

は
、
そ
の
後
の
崩
落
に
よ
っ
て
新
鮮
な
面
が
出
て
い
る
の
で
あ
っ
て
当
時
の
も
の

で
は
な
い
）
。

　
堀
の
深

さ
も
シ
ラ
ス
土
壌
と
の
関
わ
り
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ラ
ス

土
壌
で
は
低
い
と
こ
ろ
が
雨
水
の
流
路
に
な
る
と
浸
食
が
早
く
進
む
。
こ
の
こ
と
は

知

覧
城
を
は
じ
め
と
し
た
南
九
州
の
中
世
城
郭
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
信
じ
が
た
い

深

さ
の
堀
が
、
数
百
年
の
問
の
浸
食
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
規
模
を
増
し
た
可
能
性

を
示
唆
す
る
。
一
方
で
は
、
す
で
に
あ
っ
た
渓
谷
状
の
地
形
を
築
城
時
に
堀
と
し
て

利
用
し
た
こ
と
も
当
然
あ
っ
た
か
ら
、
す
べ
て
を
二
次
的
な
も
の
と
評
価
す
る
こ
と

は

で

き
な
い
が
、
地
質
と
の
関
わ
り
の
中
で
南
九
州
の
中
世
城
郭
の
景
観
的
な
特
色

が
促
進

さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
し
て
知
覧
城
で
は
堀
の
底
を
城
道
と
し
て
利
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
輪
を
結
ん

で
い

た
。
南
九
州
の
中
世
城
郭
で
は
一
般
に
、
曲
輪
群
を
区
画
し
た
堀
の
底
を
通
路

と
し
て
利
用
し
て
お
り
、
知
覧
城
の
城
道
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
た
。
曲
輪
群
の
周
囲

を
絶
壁
の
堀
で
囲
郭
し
た
か
ら
、
堀
底
を
通
路
と
し
て
用
い
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ

と
で
あ
っ
た
。

　
堀

底
を
連
絡
路
と
し
た
曲
輪
群
の
連
結
は
曲
輪
を
め
ぐ
る
堀
底
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の

曲
輪
に
出
入
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
尾
根
筋
上
の
曲
輪
群
を
つ
な
い

で
い

く
連
結
方
法
と
比
較
し
て
、
曲
輪
ご
と
の
階
層
差
を
も
た
せ
に
く
か
っ
た
。
求

心

的
な
城
郭
構
造
へ
転
換
さ
せ
る
た
め
に
は
堀
底
道
連
絡
で
は
な
く
、
尾
根
（
台

地
・
丘
陵
）
上
の
連
絡
に
改
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
別
言
す
れ
ば
堀
に
通
路
と
遮
断

と
い
う
ふ
た
つ
の
機
能
を
負
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
連
絡
機
能
を
分
離
し
て
遮
断
機

能
の
み

に
収
敏
さ
せ
る
と
い
う
城
郭
構
造
の
質
的
変
化
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

　
確
か
に

巨
大
化
し
た
堀
は
そ
う
し
た
転
換
を
困
難
に
し
た
か
ら
、
地
質
要
因
を
無

視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
た
と
え
大
き
な
堀
が
め
ぐ
っ
た
と
し
て
も
、
土

橋
を
用
い
て
尾
根
や
台
地
上
で
連
絡
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
す
べ
て
を
地
質
要

因
で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
資
料
と
し
て
城
郭
を
把
握
す
る
た
め
に
南

九

州
の
中
世
城
郭
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
並
立
的
な
城
郭
構
造
成
立
の
要
因
を
、
築

城
主
体
の
権
力
構
造
と
の
関
わ
り
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
（
2
）
中
心
曲
輪
群
の
構
造

　
そ

う
し
た
築
城
主
体
と
の
検
討
は
章
を
改
め
て
行
う
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
知

覧
城
の
構
成
を
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
知
覧
城
で
も
並
立
的
な
城
郭
構
造

は

色
濃
く
、
全
体
を
貫
く
主
郭
へ
の
求
心
性
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
し
か
し
曲
輪
群
は

た
だ
寄
り
集
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
の
ま
と
ま
り
と

し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
知
覧
城
を
子
細
に
観
察
す
る
と
、
中
心
の
曲
輪
A
群

と
、
周
辺
の
曲
輪
B
群
に
分
け
ら
れ
る
。

　

中
心
曲
輪
A
群
は
主
郭
1
～
曲
輪
8
を
、
周
辺
曲
輪
B
群
は
曲
輪
9
～
曲
輪
1
5
を

指
す
。
周
辺
曲
輪
B
群
は
、
中
心
曲
輪
A
群
を
と
り
ま
く
よ
う
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
周
辺
曲
輪
B
群
の
成
立
に
先
立
っ
て
、
中
心
曲
輪
A
群
が
成
立
し
て
い
た
こ

と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
ま
た
中
心
曲
輪
A
群
は
西
側
の
曲
輪
1
・
3
・
5
を
核
と

し
た
列
（
西
列
）
と
、
東
側
の
曲
輪
7
・
8
を
核
と
し
た
列
（
東
列
）
に
細
分
で
き

る
。
中
心
曲
輪
A
群
に
属
す
曲
輪
の
ほ
と
ん
ど
は
土
塁
を
備
え
た
。

　
周
辺
曲
輪
B
群
で
は
部
分
的
に
し
か
土
塁
を
も
た
な
か
っ
た
。
位
置
と
構
造
か
ら

A
群
の
優
位
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
A
群
は
、
B
群
と
比
べ
て
曲
輪
を
細
か

く
分
割
し
て
い
る
。
そ
し
て
出
入
り
口
や
城
道
も
複
雑
に
構
成
し
た
。
こ
れ
よ
り
A

群
は
、
B
群
よ
り
高
い
格
式
を
備
え
、
よ
り
強
い
防
御
機
能
を
も
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
と
り
わ
け
A
群
西
列
の
プ
ラ
ン
は
複
雑
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
城
道
の
設
定
を
視
点
に
細
部
を
分
析
す
る
。
主
郭
1
の
大
手
出
入
り
口
に

は

小

規
模
な
が
ら
典
型
的
な
完
成
形
態
を
示
す
内
枡
形
を
備
え
た
。
こ
の
出
入
り
口

を
下
っ
て
主
郭
1
・
曲
輪
3
か
ら
出
る
に
は
曲
輪
2
を
経
由
し
、
そ
こ
か
ら
大
堀
底

に

進

出
し
た
。
同
様
に
曲
輪
3
・
5
か
ら
出
る
に
は
曲
輪
4
を
経
由
し
た
。
こ
れ
ら

曲
輪
2
、
曲
輪
4
の
出
入
り
口
は
、
い
ず
れ
も
外
枡
形
の
形
態
を
と
っ
た
。
出
入
り

15
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口

の

脇
に
は
櫓
台
が
あ
り
、
防
御
の
た
め
の
防
射
・
横
矢
を
掛
け
た
。
緻
密
に
計
画

さ
れ
た
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
も
と
も
と
曲
輪
2
・
4
は
単
純
な
堀
切
り
で
あ
っ
た
も
の

を
、
最
終
段
階
に
出
撃
機
能
を
専
有
し
た
虎
口
空
間
と
し
て
改
修
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
主
郭
1
の
小
さ
く
形
式
的
な
内
枡
形
と
と
も
に
こ
う
し
た
出
入
り
口
の
改
修
方
法

は

注

目
す
べ
き
部
分
で
あ
る
。
城
郭
全
体
で
見
れ
ば
南
九
州
の
中
世
城
郭
の
外
形
に

規
制
さ
れ
て
完
全
な
階
層
構
造
に
ま
で
転
換
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
虎
口
空
間
を

つ
く
り
出
し
て
曲
輪
の
機
能
分
化
を
達
成
し
、
さ
ら
に
出
入
り
口
の
形
態
を
外
枡
形

タ
イ
プ
に
し
た
点
な
ど
、
改
修
は
織
豊
系
城
郭
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
高
い
。

早
け
れ
ば
天
正
期
後
半
、
お
そ
く
と
も
文
禄
・
慶
長
期
に
実
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
東
列
の
曲
輪
7
・
8
で
も
同
様
に
、
直
接
大
堀
底
に
下
り
な
い
城
道
プ
ラ
ン
を
読

み
取
れ

る
。
し
か
し
腰
曲
輪
と
組
み
合
わ
せ
た
虎
口
空
間
を
構
成
し
た
よ
う
す
は
う

か
が
わ
れ

な
い
。
西
列
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
格
式
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

点
で
は
明
ら
か
に
西
列
が
、
知
覧
城
内
で
最
も
高
い
位
置
を
占
め
た
曲
輪
群
で
あ
っ

た
。
や
は
り
西
列
に
属
し
た
「
主
郭
」
が
城
主
（
地
頭
）
の
居
館
と
政
庁
機
能
を
果

た
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
東
列
の
曲
輪
7
は
西
列
の
曲
輪
群
ほ
ど
細
分
化
せ
ず
、
A
群
の
中
で
は

も
っ
と
も
大
き
な
面
積
を
も
つ
。
内
部
を
い
く
つ
か
の
屋
敷
地
と
し
て
区
分
し
て
い

な
け
れ
ば
、
城
主
の
屋
敷
地
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
こ
の
点
は
今
後
の
発

掘
調
査
の
成
果
を
待
つ
ほ
か
は
な
い
が
、
「
今
城
」
と
い
う
名
称
を
も
ち
、
出
入
り
口

も
内
枡
形
を
採
用
し
た
点
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
曲
輪
7
が
最
終
段
階
の
城
主
屋
敷

で

あ
っ
た
可
能
性
も
残
る
。
内
部
を
複
数
の
屋
敷
に
区
分
し
て
い
れ
ば
、
城
主
に
準

じ
た
ク
ラ
ス
の
屋
敷
地
や
公
的
機
関
の
所
在
地
で
あ
ろ
う
。
ま
た
A
群
の
曲
輪
の
中

に

は

城
主

に
直
属
し
た
直
臣
の
屋
敷
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
（
3
）
周
辺
曲
輪
群
の
構
造

　
周
辺

曲
輪
B
群
は
壮
大
な
面
積
を
も
つ
曲
輪
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
曲
輪
を
屋
敷

地

と
し
て
使
用
し
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
大
規
模
な
集
住
を
行
っ
た
こ
と
が
遺
構
か

ら
読
み
と
れ
る
。
曲
輪
9
の
台
地
つ
づ
き
の
西
か
ら
北
面
に
は
長
大
な
横
堀
が
め
ぐ

り
、
内
側
に
自
然
地
形
を
残
す
土
塁
を
も
っ
た
。
こ
の
土
塁
に
沿
っ
た
部
分
が
南
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
こ
い

に

曲
輪
内
部
を
つ
な
い
だ
城
道
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
曲
輪
9
は
「
西
ノ
椿
」
と
呼
び
、

南
側
は
地
形
に
沿
っ
た
不
正
形
の
平
場
に
な
っ
て
い
た
が
北
側
は
安
定
し
た
矩
形
の

屋
敷
地
と
な
っ
て
い
た
。

　
注
意
さ
れ
る
の
は
横
堀
が
北
端
で
東
側
に
折
れ
た
部
分
の
角
度
で
あ
る
。
シ
ラ
ス

土
壌
の
崩
壊
は
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
尾
根
筋
と
直
交
す
る
方
位
で
は
な
く
、
塁
線
が

長
く
な
る
斜
め
に
堀
を
入
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
曲
輪
9
の
横
堀
が
谷
を
隔

て

て

隣
接
し
た
曲
輪
1
0
の
横
堀
と
一
体
化
す
る
よ
う
に
堀
を
構
築
し
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
同
じ
こ
と
は
B
群
を
と
り
ま
い
た
横
堀
全
体
に
共
通
し
て
お
り
、
外
郭

の
横
堀
ラ
イ
ン
は
個
別
単
独
に
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
高
度
な
計
画
性
の
も
と
に

成
立
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
B
群
の
外
縁
は
ひ
と
つ
づ
き
の
軍

事
的
か
つ
象
徴
的
な
惣
構
え
の
囲
郭
を
備
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
惣
構
え
内
に
は
か
な
り
多
く
の
人
び
と
が
住
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で

も
居
住
で
き
た
の
は
、
一
定
の
身
分
に
限
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
「
城
内
に
住
む
」

と
い
う
身
分
象
徴
の
装
置
と
し
て
、
こ
の
堀
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。
明
治
期
の

地
籍
図
か
ら
は
「
東
ノ
椿
」
の
さ
ら
に
外
側
に
屋
敷
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
読
で
き
、

城
内
に
屋
敷
を
持
て
た
者
と
そ
う
で
は
な
い
者
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
武
士
身
分
の
編
成
を
遺
構
か
ら
知
る
手
が
か
り
と
な
る
。

　
曲
輪
1
0
の
内
部
は
少
な
く
と
も
六
つ
の
屋
敷
地
に
区
分
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
中
央

を
占
め
る
南
北
ふ
た
つ
の
屋
敷
は
、
通
路
を
兼
ね
た
浅
い
堀
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
例
は
南
九
州
の
中
世
城
郭
に
広
く
認
め
ら
れ
る
。
南
の
屋
敷
は
北
の
屋
敷

に

向
け
て
土
塁
を
備
え
た
。
防
御
と
い
う
よ
り
、
土
地
が
や
や
高
い
北
の
屋
敷
か
ら

見
透
か
さ
れ
な
い
為
の
目
隠
し
だ
っ
た
ら
し
い
。
同
時
期
の
宮
崎
城
を
記
し
た
『
上

井
覚
兼
日
記
』
に
は
城
内
の
屋
敷
に
木
を
植
え
、
石
を
据
え
て
庭
を
整
え
た
こ
と
が

知

ら
れ
る
か
ら
（
『
上
井
覚
兼
日
記
』
上
、
大
日
本
古
記
録
、
天
正
十
一
年
閏
正
月
三

日
条
）
、
こ
の
土
塁
は
築
山
を
兼
ね
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

16
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ま
た
曲
輪
1
0
へ
の
主
要
な
出
入
口
で
あ
っ
た
東
側
出
入
り
口
は
、
そ
の
内
部
で
城

道
を
左
右
に
振
り
分
け
た
T
形
桝
形
を
採
用
し
た
。
こ
の
形
態
の
桝
形
は
南
九
州
の

中
世
城
郭
に
特
徴
的
に
現
れ
た
在
地
系
の
出
入
り
口
技
術
で
あ
る
。
同
様
の
T
形
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
の
こ
お
り

入

り
口
は
鹿
児
島
県
の
苦
辛
城
や
宮
崎
県
の
都
於
郡
城
な
ど
に
あ
る
。
多
く
の
場
合

は

曲
輪
へ
の
出
入
り
口
に
こ
の
形
の
出
入
り
口
を
使
っ
た
が
、
曲
輪
内
部
で
通
路
を

ふ
た

つ
に

分

け
た
理
由
は
、
曲
輪
内
部
を
そ
れ
ぞ
れ
の
通
路
に
対
応
し
た
ふ
た
つ
の

屋
敷
地
に

区
分

し
て
使
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
知
覧
城
の
こ
の
出
入
り
口
の
場

合
は
そ
の
応
用
で
、
通
路
を
兼
ね
た
堀
底
に
城
道
を
振
り
分
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
B
群
は
内
部
は
城
道
や
堀
底
通
路
で
連
絡
し
た
上
級
屋
敷
群
で
、
一

部
に

「
蔵
屋
敷
」
と
呼
ぶ
曲
輪
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
的
施
設
も
備
え
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
大
き
な
惣
構
え
で
囲
郭
し
た
が
、
A
群
と
は
異
な
り
織
豊
系
城
郭
の
影

響
を
受
け
た
要
素
は
直
接
に
は
見
ら
れ
ず
、
在
地
系
の
防
御
施
設
に
よ
っ
て
い
た
。

こ
の
点
も
B
群
が
城
郭
と
し
て
よ
り
、
屋
敷
地
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
示
す
証
拠

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
殿
屋
敷
（
曲
輪
1
1
）
、
式
部
殿
城
（
曲
輪
1
4
）
、
伊
豆
屋

敷
（
曲
輪
1
5
）
な
ど
、
尊
称
も
し
く
は
官
職
名
と
い
っ
た
、
特
定
個
人
に
か
か
わ
る

名
称
を
も
つ
曲
輪
が
、
B
群
の
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
大
身
ク
ラ
ス
の
家
臣

屋

敷
で
あ
ろ
う
。
伊
豆
屋
敷
の
伊
豆
は
知
覧
町
の
豊
玉
姫
神
社
に
伝
来
し
た
「
天
下

一
」

銘

を
も
つ
慶
長
期
の
能
面
の
寄
進
者
に
比
定
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
最

終
段
階
の
十
七
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
も
重
臣
屋
敷
が
独
立
的
な
囲
郭
を
備
え
分
立
し

た
こ
と
を
物
語
る
。
城
主
に
一
元
化
さ
れ
な
い
、
多
核
的
な
プ
ラ
ン
を
つ
い
に
完
全

に

は
克
服
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
4
）
知
覧
麓
へ
の
城
下
町
移
転

　
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
る
広
大
な
城
域
が
成
立
し
た
の
は
、
い
つ
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
虎
口
空
間
の
出
現
か
ら
は
織
豊
期
以
降
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で

の
発
掘

成
果
か
ら
も
十
七
世
紀
代
の
遺
物
を
下
限
と
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
は
じ

め

ま
で
機
能
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
格
式
を
示
す
た
め
に
付
与
し
た
と
思
わ
れ
る
き

わ
め
て

形
骸
化

し
た
主
郭
の
内
桝
形
も
、
そ
う
し
た
や
や
下
っ
た
時
期
の
受
容
と
す

れ
ば
わ
か
り
や
す
い
。
屋
敷
地
を
周
辺
に
の
み
こ
む
こ
と
で
巨
大
化
し
た
城
郭
は
、

地
域
の
拠
点
城
郭
で
行
っ
た
「
城
郭
内
集
住
」
を
物
語
る
。

　

さ
ら
に
地
籍
図
と
地
名
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
武
家
屋
敷
地
が
あ
り
な
が
ら

町
屋
地
区
は

か

な
り
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
知
覧

城
下
町
は

十
七
世
紀
に
廃
棄
さ
れ
、
最
終
的
に
近
世
の
知
覧
麓
へ
都
市
移
転
を
行
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
近
世
の
知
覧
麓
は
知
覧
城
の
北
三
㎞
ほ
ど
に
位
置
し
、
代
表
的
な

麓
集
落
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
近
世
知
覧
麓
の
直
接
の
原
型
は
、
ま
さ
に
織
豊
期
に

完
成
し
た
知
覧
城
へ
の
集
住
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
近
世
の

知
覧
麓
の
武
家
屋
敷
は
出
入
り
口
に
小
規
模
な
内
枡
形
を
も
っ
た
。
知
覧

城
で
は
本
丸
の
み
に

見
ら
れ
た
内
枡
形
を
そ
れ
ぞ
れ
の
武
家
屋
敷
が
備
え
た
の
で
あ

る
。
囲
郭
を
失
っ
た
こ
と
で
得
た
内
枡
形
は
、
せ
め
て
も
の
身
分
表
象
の
格
式
で

あ
っ
た
の
だ
。

②
権
力
構
造
と
城
郭
プ
ラ
ン

　
（
1
）
人
吉
と
相
良
氏

　
先
に
知
覧
城
を
事
例
に
見
た
特
徴
的
な
城
郭
プ
ラ
ン
は
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
築
城
主
体
と
の
関
わ
り
が
史
料
と
遺
構
を
通
じ
て
把

握

し
や
す
い
熊
本
県
人
吉
市
の
人
吉
城
を
事
例
と
し
て
検
討
す
る
。
人
吉
城
は
鎌
倉

時
代
か
ら
江
戸
時
代
末
期
ま
で
一
貫
し
て
相
良
氏
の
居
城
で
あ
っ
た
ま
れ
な
城
郭
で

あ
っ
た
。

　

築
城
主
体
で
あ
っ
た
相
良
氏
に
つ
い
て
は
す
ぐ
れ
た
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る

〔勝
俣

一
九

六

七
・
一
九
七
九
、
服
部
一
九
七
七
・
一
九
八
〇
〕
。
そ
う
し
た
先
学
に

導
か
れ
て
相
良
氏
と
人
吉
、
八
代
の
か
か
わ
り
を
ま
ず
概
観
し
て
み
よ
う
。
人
吉
に

つ
い

て

は
、
一
二
四
四
年
（
寛
元
二
）
の
「
人
吉
庄
起
請
田
以
下
中
分
注
進
状
」
に

lg
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よ
っ
て
（
相
良
家
文
書
6
　
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
5
　
相
良
家
文
書
の
ー
）
、

溝

を
限
り
と
し
て
中
分
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
石
原
町
、
奈
良
町
や
横
大
路
の
地
名
が
見

え
、
す
で
に
市
的
機
能
を
も
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
地
域
の
中
心
地
と
し
て
一

定
の

役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
相
良
氏
は
一
四
四
八
年
（
文
安
五
）
に
求

磨
郡
を
統
一
し
、
一
四
六
〇
年
（
長
禄
四
）
に
は
守
護
菊
池
氏
か
ら
葦
北
郡
を
安
堵

さ
れ
、
そ
の
一
円
支
配
を
確
立
し
た
。

　

さ
ら
に
相
良
氏
は
一
四
八
四
年
（
文
明
十
六
）
に
は
名
和
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
八

代
を
版
図
に
加
え
た
。
し
か
し
一
四
九
九
年
（
明
応
八
年
）
に
は
菊
池
氏
ら
の
攻
撃

で
一
時
退
転
、
一
五
〇
四
年
（
永
正
元
）
に
八
代
を
奪
回
し
た
。
八
代
支
配
が
安
定

し
た
一
五
三
四
年
（
天
文
三
）
に
は
相
良
氏
の
本
拠
を
八
代
・
鷹
の
峯
城
に
移
転
し

て

い
る
。

　

こ
う
し
て
相
良
氏
の
求
磨
・
芦
北
・
八
代
の
三
郡
支
配
が
実
現
し
た
。
し
か
し
相

良
氏
当
主
は
完
全
に
八
代
に
居
住
し
た
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
人
吉
城
と
行

き
来
し
た
。
こ
の
間
、
人
吉
城
に
は
一
族
や
嫡
男
が
居
住
し
た
。
そ
の
後
、
永
禄
期

に
入
る
と
島
津
氏
の
侵
入
が
本
格
化
し
、
相
良
氏
と
激
し
く
対
立
し
て
い
く
こ
と
に

な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
ふ
さ

　
一
五
六
七
年
（
永
禄
十
）
相
良
頼
房
（
義
陽
）
は
大
口
初
栗
で
島
津
氏
と
戦
い
こ

れ

を
撃
退
し
た
。
し
か
し
一
五
六
九
年
（
永
禄
十
二
）
の
大
口
砥
上
の
戦
い
で
は
島

津
氏
に
敗
北
、
大
口
を
失
っ
た
。
一
五
七
九
年
（
天
正
七
）
か
ら
は
相
良
氏
の
新
た

な
防
衛
拠
点
と
な
っ
た
水
俣
を
め
ぐ
っ
て
島
津
氏
と
の
攻
防
が
つ
づ
い
た
。
一
五
八

一
年

（天
正
九
）
島
津
氏
は
相
良
氏
の
境
目
の
城
で
あ
っ
た
水
俣
城
を
包
囲
、
後
詰

を
果
た
せ
な
か
っ
た
頼
房
は
、
つ
い
に
芦
北
郡
の
割
譲
と
益
城
の
甲
斐
氏
攻
撃
を
条

件
に

和
睦
し
た
。
そ
の
直
後
、
頼
房
は
甲
斐
氏
と
の
戦
い
で
戦
死
し
、
八
代
に
は
島

津
義
弘
が
入
城
し
た
。
こ
う
し
て
相
良
氏
の
八
代
支
配
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
つ
ね

　
人
吉
に
本
拠
を
戻
し
た
相
良
氏
は
長
毎
が
家
督
を
次
ぎ
、
島
津
氏
の
豊
後
攻
め
に

参
加

し
た
。
し
か
し
一
五
八
七
年
（
天
正
十
五
）
の
豊
臣
秀
吉
の
九
州
統
一
後
の
国

割
り
で
は
、
島
津
氏
家
臣
で
は
な
く
球
磨
一
郡
の
大
名
と
し
て
安
堵
を
受
け
る
こ
と

に
成
功
し
た
。
こ
の
後
、
長
毎
は
豊
臣
大
名
と
し
て
文
禄
・
慶
長
の
役
に
第
三
軍
と

し
て
従
軍
を
果
た
し
た
（
相
良
家
文
書
脳
　
『
相
良
家
文
書
』
大
日
本
古
文
書
、
相

良
家
文
書
の
2
）
。
一
六
〇
〇
年
（
慶
長
五
）
の
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
西
軍
に
属
し
た

が

美
濃
大
垣
城
内
で
内
応
、
領
地
を
確
保
し
幕
藩
体
制
下
の
大
名
と
し
て
幕
末
に

至
っ
た
。
内
応
の
立
て
役
者
は
重
臣
の
相
良
清
兵
衛
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
の

ち
に
大
事
件
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
改
め
て
城
郭
プ
ラ

ン

の
問
題
と
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
。

　
（
2
）
史
料
に
み
る
戦
国
期
の
人
吉
・
八
代
城
下
町

　
天
文
三
年
か
ら
本
拠
を
移
し
た
鷹
の
峯
城
の
麓
に
は
、
相
良
氏
の
居
館
「
陣
内
」

を
核
に
八
代
奉
行
、
老
者
を
中
心
と
し
た
八
代
衆
の
武
家
屋
敷
や
町
屋
、
市
が
整
え

ら
れ
、
城
下
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
そ
の
様
子
は
『
八
代
日
記
』
〔
熊
本
中
世
史
研
究

会
編
一
九
八
〇
〕
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
五
五
四
年
（
天
文
二
十

三
）
四
月
二
十
四
日
か
ら
五
月
二
日
ま
で
「
豊
州
御
使
真
光
寺
・
田
吹
殿
」
へ
の
会

釈

に
桑
原
六
良
左
衛
門
尉
ほ
か
多
数
の
家
臣
屋
敷
を
使
っ
て
い
る
こ
と
や
、
一
五
五

五
年

（天
文
二
十
四
）
三
月
十
六
日
に
蓑
田
筑
州
の
屋
敷
か
ら
出
火
し
た
火
事
が
上

村
刑
部
左
衛
門
尉
の
屋
敷
を
は
じ
め
三
町
、
宝
教
寺
な
ど
に
延
焼
、
焼
亡
さ
せ
た
こ

と
は
、
城
下
中
心
部
が
凝
集
的
に
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

ま
た
一
五
六
〇
年
（
永
禄
三
）
三
月
二
十
八
日
条
に
は
「
被
下
候
居
屋
敷
二
初
メ

テ
垣
仕
候
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
八
代
城
下
の
家
臣
屋
敷
群
が
相
良
氏
に
よ
っ
て
下
さ

れ
、
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
鷹
の

峯
城
と
相
良
氏
居
館
を
核
と
し
た
八
代
衆
の
城
下
町
集
住
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
疑
い

得

な
い
で
あ
ろ
う
。
衆
の
集
住
は
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
や
衆
議
、
政
務
に
参
加
す
る
た

め
に

不
可

欠
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
一
五
六
〇
年
（
永
禄
三
）
六
月
二
十

四

日
条
に
は
「
小
路
二
牛
馬
ツ
ナ
ク
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
田
園
的
景
観

も
濃
厚
で
あ
っ
た
。

　
先
述
の

よ
う
に
相
良
晴
広
の
八
代
転
出
に
よ
っ
て
、
人
吉
城
は
父
親
の
上
村
頼
興
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が
城
主

と
な
っ
た
。
一
五
五
五
年
の
晴
広
死
亡
以
降
は
頼
興
が
八
代
に
移
っ
た
。
一

五
三
三
年
（
天
文
二
）
に
生
ま
れ
た
晴
広
の
嫡
男
頼
房
は
、
一
五
五
七
年
（
弘
治
三
）

十
月
十
五
日
条
に
「
頼
房
さ
ま
八
代
二
御
下
向
、
内
城
さ
ま
御
同
前
二
、
」
、
同
十
八

日
条
に
「
頼
房
さ
ま
御
帰
宅
」
と
あ
り
、
一
五
五
九
年
（
永
禄
二
）
年
十
月
十
七
日

条
に
「
頼
房
様
　
妙
見
二
御
参
詣
、
今
歳
初
メ
テ
八
代
御
下
向
、
」
と
あ
る
よ
う
に
人

吉
城
内
に
居
住
し
た
。

　

そ
し
て
人
吉
に
は
人
吉
奉
行
、
老
者
を
中
心
と
し
た
人
吉
衆
が
あ
り
、
求
磨
郡
内

の
支
配
や
相
良
氏
の
分
国
支
配
の
要
の
役
割
を
八
代
衆
と
と
も
に
担
っ
て
い
た
。
人

吉
衆
の
基
本
的
な
あ
り
方
も
『
八
代
日
記
』
で
詳
細
が
判
明
す
る
八
代
衆
と
大
き
く

変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
人
吉
城
「
内
城
」
に
近
接
し
て
相
良
氏
か
ら
居

屋
敷
を
賜
っ
て
武
家
屋
敷
地
を
つ
く
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
『
八
代
日
記
』
一
五
五

四

年
（
天
文
二
十
三
）
四
月
一
日
条
に
は
「
申
之
時
求
麻
人
吉
御
城
焼
亡
、
類
火

多
々
候
、
如
此
之
義
二
御
曹
司
ハ
東
弾
正
忠
殿
御
座
ヲ
御
移
候
」
と
み
え
、
多
く
の

建
物
が
城
に

接

し
て
建
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
火
災
の
記
事
で
は
一
五
五

八
年
（
永
禄
元
）
五
月
十
八
日
条
に
も
「
人
吉
堀
合
火
災
」
と
あ
る
。

　
ま
た
近
世
の
編
纂
物
で
は
青
井
阿
蘇
神
社
の
社
前
に
七
日
町
、
二
日
町
、
川
原
町

が

あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
神
社
を
核
と
し
た
市
町
で
あ
っ
た
。
武
家
屋
敷
地
区
と

は
空

間
的
に
分
離
し
た
、
戦
国
期
人
吉
城
下
町
の
散
在
域
を
構
成
し
た
と
評
価
さ
れ

る
。　

文
献
史
料
か
ら
城
下
町
に
つ
い
て
お
お
む
ね
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
判
明
す
る
。

そ
れ

で
は

具
体
的
な
人
吉
城
下
町
の
中
心
部
分
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

地
表
面
観
察
の
成
果
を
も
と
に
遺
構
か
ら
検
討
を
進
め
る
。

　
（
3
）
戦
国
期
の
人
吉
城

　

人
吉
城
の
城
郭
遺
構
は
球
磨
川
の
南
岸
の
標
高
約
一
五
〇
m
、
比
高
約
五
〇
m
の

台
地
上
に
東
西
約
一
二
〇
〇
m
、
南
北
約
六
〇
〇
m
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い
る
。

中
世
か
ら
使
用
し
た
台
地
上
の
曲
輪
群
の
い
く
つ
か
は
江
戸
期
に
も
武
家
屋
敷
に

な
っ
た
が
、
近
世
初
頭
に
石
垣
を
付
与
す
る
な
ど
の
改
修
を
行
っ
た
内
城
や
御
館
を

除
い
て
、
基
本
的
な
プ
ラ
ン
は
変
わ
っ
て
い
な
い
（
図
2
）
。

　

中
世
の
人
吉
城
の
中
心
は
現
在
↓
般
に
人
吉
城
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
球
磨
川

に

面
し
た
部
分
で
な
く
、
そ
の
背
後
の
台
地
上
に
あ
る
通
称
、
上
原
城
に
あ
っ
た
。

こ
こ
は
現
在
、
畑
と
雑
木
林
と
な
っ
て
い
る
。
上
原
城
は
A
・
B
・
C
と
い
う
三
つ

の

曲
輪
か
ら
な
る
。
A
は
最
高
所
を
占
め
、
主
郭
に
相
当
し
た
最
も
重
要
な
曲
輪
と

考
え
ら
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
曲
輪
の
東
下
か
ら
南
に
か
け
て
、
長
大
な

横
堀

を
め
ぐ
ら
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
城
内
の
ほ
か
の
曲
輪
に
は
み
ら
れ
な
い

厳
重
な
構
成
で
、
遺
構
か
ら
も
A
が
や
は
り
特
別
重
要
な
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

上
原
城
の
北

に
位
置
し
た
中
原
城
は
現
在
、
人
吉
市
の
上
水
道
配
水
池
と
な
り
、

一
部
の
遺
構
が
消
滅
し
て
い
る
。
し
か
し
曲
輪
西
端
を
限
る
堀
切
り
は
明
瞭
に
遺
存

し
、
曲
輪
群
北
端
の
腰
曲
輪
も
旧
状
を
よ
く
残
す
。
ま
た
中
原
城
の
東
を
区
を
切
る

堀
は

規
模
が
大
き
く
、
こ
の
曲
輪
の
北
か
ら
上
原
城
の
東
側
ま
で
伸
び
る
。
堀
は
上

原
城
と
中
原
城
を
一
体
的
に
つ
つ
ん
で
守
っ
て
い
て
、
中
原
城
が
上
原
城
に
準
じ
て

重
要

な
曲
輪
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
曲
輪
は
相
良
氏
一
族
を
中
心
と
し
た
有
力
者

の
屋
敷
地
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

下
原
城
は
上
原
城
、
中
原
城
の
東
に
広
が
っ
た
広
大
な
曲
輪
で
あ
る
。
最
も
上
原

城
に
近
い
部
分
は
奉
行
屋
敷
と
伝
え
ら
れ
、
先
述
の
人
吉
奉
行
の
役
所
が
あ
っ
た
所

と
推
測
で
き
よ
う
。
こ
の
場
所
は
堀
を
隔
て
な
が
ら
も
上
原
城
な
ど
の
城
郭
中
心
部

分
に

近
接

し
、
奉
行
役
所
の
位
置
と
し
て
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
。
下
原
城
の
大
部

分
は

主
に

人
吉
衆
の
屋
敷
地
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
状
は
宅
地
、

畑
と
雑
木
林
な
ど
で
、
宅
地
の
振
興
が
著
し
い
。
急
速
な
遺
構
の
破
壊
が
最
も
憂
慮

さ
れ
る
曲
輪
で
あ
る
。

　
下
原
城

と
中
原
城
を
わ
け
た
堀
の
下
原
城
側
に
は
土
塁
を
備
え
た
。
現
在
も
奉
行

役
所
跡
北
部
分
で
観
察
で
き
る
。
下
原
城
と
中
原
城
で
は
後
者
の
曲
輪
面
が
は
る
か

に
高
く
、
よ
り
中
心
に
近
い
中
原
城
に
と
っ
て
土
塁
は
脅
威
と
な
ら
な
い
。
土
塁
は
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堀
底
道
に
対
し
て
下
原
城
か
ら
防
射
す
る
た
め
の
施
設
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
上
原

城
に

面

し
た
南
西
隅
部
分
に
も
幅
が
広
く
高
い
土
塁
が
遺
存
す
る
。
し
か
し
上
原
城

の
曲
輪
面
が
高
く
、
や
は
り
防
御
⊥
の
問
題
に
は
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
て
細
か
な
施
設
の
配
置
を
観
察
し
て
み
る
と
、
曲
輪
相
互
は
そ
れ
ぞ
れ
に

独
立

的
な
構
成
で
あ
っ
た
が
、
下
原
城
↓
中
原
城
↓
⊥
原
城
と
い
っ
た
ゆ
る
や
か
な

求
心
性
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
曲
輪
の
格
差
は
直
接
的
に
は
人
吉
城
に
お
け
る

曲
輪
配
列
の
階
層
性
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
曲
輪
に
居
住
し
た
者
の
階
層
差

と
直
結
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
下

原
城
の
東
斜
面
に
は
少
な
く
と
も
近
世
に
遡
る
城
道
が
良
好
に
残
り
、
堀
底
道

状
に

な
っ
て
い
る
。
東
南
端
斜
面
に
は
現
状
で
は
三
条
の
畝
状
空
堀
群
が
遺
存
す
る
。

下
原
城
の
中
心
の
曲
輪
面
か
ら
一
段
下
が
っ
た
帯
曲
輪
と
組
み
合
わ
せ
て
畝
状
空
堀

群
を
つ
く
っ
て
お
り
、
典
型
的
な
あ
り
方
と
評
価
で
き
る
。
畝
状
空
堀
群
の
西
側
斜

面
は

大

規
模
な
崩
落
で
旧
地
形
が
失
わ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
は
こ
の
部
分
に
も

あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
か
ら
、
全
体
で
は
五
～
六
条
で
構
成
し
た
と
復
原
で
き
る
。

　

こ
れ
ま
で
九
州
の
畝
状
空
堀
群
は
福
岡
、
佐
賀
、
大
分
と
離
れ
て
宮
崎
で
確
認
さ

れ
て

お
り
、
今
回
、
人
吉
城
で
発
見
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
伝
播
の
状
況
を
一
層
明

確
に

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
〔
千
田
二
〇
〇
〇
〕
。
九
州
に
お
け
る
畝
状
空
堀

群
の
盛
行
時
期
は
永
禄
期
か
ら
天
正
期
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
に
人
吉
城

で

も
か
な
り
大
規
模
な
改
修
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

　
原
城
外
回
り
は
下
原
城
の
南
に
位
置
し
た
。
北
と
西
に
深
い
谷
と
堀
が
入
り
、
南

は

断
崖
に
な
っ
て
い
る
の
で
独
立
性
が
高
い
。
こ
こ
も
人
吉
衆
の
屋
敷
地
と
し
て
…
機

能

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
ず
か
に
下
原
城
と
土
橋
状
の
回
廊
で
結
ぶ
と
い

う
、
城
域
東
側
で
は
最
も
低
く
設
定
し
た
ラ
ン
ク
か
ら
考
え
て
、
高
位
の
家
臣
が
居

住

し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
現
状
で
、
居
住
機
能
の
比
重
が
高
い
大
型
の
曲
輪
で

唯
一
土
塁
が
見
ら
れ
な
い
の
も
、
順
位
づ
け
の
低
さ
を
表
し
て
い
る
。

　

上
原
城
の
西
に
は
通
称
西
の
丸
が
あ
る
。
城
内
で
は
小
規
模
な
曲
輪
で
あ
る
が
、

地
形
が

急
峻
で
あ
る
上
に
厳
重
な
堀
を
幾
重
に
も
配
し
て
お
り
、
際
だ
っ
て
高
い
防

御
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
士
口
市
教
育
委
員
会
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
も
日

常
的
な
居
住
を
示
す
遺
構
・
遺
物
は
発
見
さ
れ
ず
、
要
害
と
し
て
狭
義
の
城
郭
機
能

を
発
揮
し
た
曲
輪
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
中
世
段
階
の
人
吉
城
は
土
づ
く
り
の
曲
輪
群
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。

曲
輪
群
に
は
上
原
城
を
中
心
と
し
た
一
定
の
階
層
的
ま
と
ま
り
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
ゆ
る
や
か
な
求
心
性
に
と
ど
ま
り
、
曲
輪
相
互
の
相
対

的

な
独
立
性
が
強
い
構
成
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
城
郭
構
成
の
特
色
は
、
先
に
知
覧

城
で

も
見
た
よ
う
に
人
吉
城
固
有
の
現
象
で
は
な
く
、
南
九
州
の
戦
国
大
名
や
国
人

領
主
の
城
郭
に
広
く
共
通
し
た
。

　
（
4
）
戦
国
期
相
良
氏
権
力
と
城
郭
プ
ラ
ン

　
戦
国
期
の
相
良
氏
権
力
に
つ
い
て
は
勝
俣
鎮
夫
が
「
相
良
氏
法
度
の
一
考
察
」
で

研
究
を
進
め
て
い
る
〔
勝
俣
一
九
六
七
（
の
ち
勝
俣
一
九
七
九
に
収
録
）
〕
。
勝
俣
に
よ

れ

ば
相
良
氏
の
分
国
で
あ
っ
た
球
磨
郡
、
八
代
郡
、
葦
北
郡
の
三
郡
に
郡
中
惣
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
決
機
関
と
し
て
老
者
（
年
行
）
た
ち
が
ま
と
め
る
衆
儀
が
あ
っ

た
。
衆
儀
は
自
ら
意
志
決
定
を
行
い
、
と
き
に
は
相
良
氏
の
決
定
を
も
覆
し
、
法
度

を
発
議
し
、
相
良
氏
家
督
を
決
定
す
る
強
い
力
を
も
っ
た
。
衆
儀
は
相
良
氏
権
力
か

ら
自
立
的
で
あ
り
、
相
良
氏
権
力
を
規
制
し
た
と
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
服
部
英
雄
は
相
良
氏
権
力
の
形
成
過
程
を
分
析
す
る
新
し
い
視
点
か

ら
勝
俣
説
の
再
検
討
を
行
っ
た
〔
服
部
一
九
七
七
〕
。
こ
れ
に
勝
俣
が
反
論
す
る
と

〔勝

俣
一
九
七
九
〕
、
そ
れ
に
応
え
つ
つ
再
度
自
ら
の
主
張
を
補
強
し
て
い
る
〔
服
部

一
九
八

〇
〕
。
論
点
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
大
き
な
対
立
点
に
な
っ
た
八
代

衆
・
人
吉
衆
を
郡
中
惣
と
見
る
か
（
勝
俣
）
、
城
下
の
直
属
武
士
団
と
見
る
か
（
服

部
）
、
に
つ
い
て
ま
ず
検
討
し
た
い
。

　
服
部
に

よ
れ
ば
勝
俣
が
八
代
衆
‖
八
代
郡
中
惣
と
し
た
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
八

代
衆

と
は
鷹
の
峯
城
下
で
あ
る
八
代
に
集
住
し
、
老
者
（
年
行
）
に
統
率
さ
れ
た
直

属
武
士
団
で
あ
っ
た
と
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
勝
俣
は
「
八
百
余
人
で
構
成
さ
れ
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て
い
る
八
代
衆
全
員
を
城
下
に
集
住
し
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
暴
論
で
あ
ろ

う
」
と
き
び
し
く
反
論
し
た
〔
勝
俣
一
九
七
九
、
一
五
一
頁
〕
。
服
部
は
「
勝
俣
氏
の

八
代
衆
の
把
握
に
は
地
理
的
理
解
に
著
し
く
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
し
て
『
八

代
日
記
』
が
記
し
た
八
代
衆
の
居
住
地
が
八
代
麓
に
ま
と
ま
る
こ
と
を
示
し
、
八
百

余
人
の
す
べ
て
で
は
な
い
に
せ
よ
大
部
分
が
八
代
麓
に
い
た
と
し
た
〔
服
部
一
九
八

〇
、
二
一
二
頁
〕
。

　
服
部
が
指
摘
し
た
よ
う
に
史
料
の
解
釈
に
地
理
的
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
は
重
要

で

あ
る
。
そ
し
て
地
名
の
配
置
関
係
に
加
え
て
地
籍
図
や
航
空
写
真
を
利
用
し
て
地

割
り
の
デ
ー
タ
を
読
み
込
み
、
ま
た
現
地
踏
査
を
行
っ
て
山
中
に
残
る
城
郭
遺
構
を

も
つ
か
め
ば
、
さ
ら
に
史
料
を
活
か
し
な
が
ら
総
合
的
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
。

　
幸

い
、
鷹
の
峯
城
・
八
代
麓
に
つ
い
て
は
人
吉
市
教
育
委
員
会
の
鶴
嶋
俊
彦
が
そ

の
概
要

を
明
ら
か
に
し
た
〔
鶴
嶋
二
〇
〇
一
〕
。
そ
れ
に
よ
る
と
鷹
の
峯
城
は
鷲
尾

山
を
主
峰
と
し
た
本
格
的
な
山
城
の
立
地
で
、
主
尾
根
筋
と
麓
側
に
派
生
し
た
尾
根

筋
に
散
在
的
に
曲
輪
を
配
置
し
た
。
尾
根
線
上
の
い
く
つ
も
の
頂
に
占
地
し
た
曲
輪

が

周
囲
の
曲
輪
群
の
中
心
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
ま
っ
た
く
並
立
的
で
、
城
は
堀

切

り
と
自
然
地
形
の
高
ま
り
に
よ
る
前
後
関
係
に
よ
る
防
御
に
留
ま
っ
た
。
き
わ
め

て

散
在
性
の
強
い
鷹
の
峯
城
の
プ
ラ
ン
は
先
に
見
た
知
覧
城
の
よ
う
な
シ
ラ
ス
台
地

の
城

と
は
一
見
異
な
っ
た
も
の
に
見
え
る
が
、
並
立
・
散
在
と
い
っ
た
曲
輪
の
連
結

構
造
の
あ
り
方
で
は
完
全
に
一
致
し
た
。

　

こ
う
し
た
峰
々
に
曲
輪
が
分
立
し
つ
つ
ゆ
る
や
か
に
ま
と
ま
る
城
郭
プ
ラ
ン
は
、

強
く
階
層
的
に
組
織
化
し
た
軍
勢
で
は
な
く
、
集
団
ご
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
防
御
し
た

集
合
体
と
し
て
の
軍
勢
を
連
想
さ
せ
る
。
お
そ
ら
く
城
郭
構
造
か
ら
も
実
際
に
八
代

衆
が
籠
城
す
れ
ば
そ
う
し
た
防
御
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
鷹

の
峯
城
は
砦
的
機
能
の
比
重
が
高
く
、
生
活
や
政
庁
と
し
て
の
機
能
は
山
麓
の
屋
敷

が
主
に

担
っ
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。

　

日
常
の
鷹
の
峯
城
は
『
八
代
日
記
』
か
ら
八
代
衆
に
よ
る
番
役
に
よ
っ
て
守
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
〔
服
部
一
九
七
七
　
八
頁
、
一
四
ー
一
五
頁
〕
。
番
役
は
砥
崎
衆
、
堀

内
（
衆
）
、
芦
北
衆
、
求
摩
一
番
衆
、
求
摩
二
番
衆
に
よ
る
五
番
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン

と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
日
間
の
番
を
勤
め
た
。
八
代
衆
の
人
数
を
考
え
れ
ば
山

城

を
中
心
に
充
分
な
平
常
の
守
備
力
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
八
代
衆
が
ど
こ
に

居
住
し
た
の
か
は
勝
俣
と
服
部
と
の
間
で
見
解
が
異
な
っ
た
大
き
な
問
題
点
で
あ
っ

た
。　

し
か
し
、
こ
の
点
も
鶴
嶋
の
研
究
に
よ
っ
て
疑
問
の
余
地
な
く
解
決
し
た
と
い
え

る
。
詳
細
な
地
籍
図
や
航
空
写
真
の
判
読
に
よ
り
、
鷹
の
峯
城
と
球
磨
川
と
の
間
に

南
北
約
一
八
〇
〇
m
・
東
西
四
〇
〇
m
に
お
よ
ぶ
大
規
模
な
集
住
を
証
明
す
る
城
下

が

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
か
ら
で
あ
る
〔
鶴
嶋
二
〇
〇
こ
。
八
百
余
人
と
い
う

人

数
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
課
題
は
あ
る
が
、
兵
農
分
離
前
の
商
工
人
や
農

人
・
海
民
を
兼
ね
た
武
士
も
当
然
多
く
含
ん
で
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
決
し
て
不

自
然
で
は
な
い
。

　

た
と
え
ば
戦
国
期
に
島
津
氏
に
仕
え
、
鹿
児
島
県
の
加
世
田
を
本
拠
に
し
た
春
成

氏
は
、
近
世
権
力
が
自
由
な
海
外
渡
航
を
禁
ず
る
ま
で
自
主
的
な
海
外
交
易
に
よ
っ

て

も
利
益
を
得
て
い
た
と
い
う
（
春
成
秀
爾
の
教
示
に
よ
る
）
。
八
代
の
徳
渕
か
ら

も
海
外
交
易
船
の
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
担
い
手

に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
の
交
易
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

鷹
の
峯
城
山
麓
の
「
御
内
」
に
は
相
良
氏
の
居
館
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
城
下
の
凝

集
域
に
は
武
家
屋
敷
や
寺
院
が
多
数
あ
り
、
古
麓
に
は
杭
瀬
三
町
と
呼
ぶ
町
屋
が

あ
っ
た
。
こ
れ
と
離
れ
た
球
磨
川
河
口
の
徳
渕
に
は
港
町
が
存
在
し
た
。
徳
渕
は
国

内
の
み
な
ら
ず
、
一
五
三
九
年
（
天
文
八
）
に
は
「
市
徳
丸
」
が
海
外
貿
易
に
出
航

し
、
ま
た
唐
船
が
入
っ
た
国
際
的
な
港
で
あ
っ
た
。
港
町
徳
渕
は
八
代
城
下
の
凝
集

域
と
は
空
間
的
に
分
離
し
な
が
ら
、
一
体
の
外
港
と
し
て
機
能
し
た
。

　

砥
崎
や
堀
内
は
城
下
凝
集
域
内
で
あ
り
、
ま
た
現
地
に
想
定
さ
れ
る
武
家
屋
敷
群

の
広
が

り
か
ら
、
服
部
の
評
価
の
通
り
八
代
衆
が
八
代
城
下
に
集
住
し
た
武
士
団
で

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
八
代
衆
の
武
士
た
ち
に
求
磨
郡
や
葦
北
郡
を
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出
自
に
し
た
者
た
ち
が
い
た
こ
と
か
ら
、
在
地
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
相
良
氏
の
直

属
武
士
団
臣
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
も
正
し
い
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
八
代
郡
内
の
武
士
集
団
は
八
代
衆
だ
け
に
収
敏
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
。
八
代
衆
と
は
別
に
、
「
自
立
的
・
自
己
完
結
的
な
衆
」
の
関
衆
・
高
田
衆
・
大
牟

田
衆
・
高
塚
衆
・
種
山
衆
な
ど
が
い
た
〔
服
部
一
九
七
七
二
七
頁
〕
。
こ
れ
ら
の
衆

は

方
角
一
所
衆
と
し
て
自
立
し
た
軍
役
を
負
担
し
、
地
縁
的
な
武
士
集
団
で
あ
っ
た
。

相
良
氏
は
要
所
の
支
城
に
お
い
た
地
頭
に
よ
っ
て
そ
れ
を
編
成
し
た
が
、
決
し
て
八

代
城
下

に
一
元
的
に
集
住
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
い

で

ほ
か
の
郡
の
様
相
を
服
部
の
研
究
に
従
い
な
が
ら
整
理
し
よ
う
。
人
吉
や

八
代
の
よ
う
に
相
良
氏
直
接
の
拠
点
を
築
け
な
か
っ
た
葦
北
郡
で
は
、
北
半
部
で
は

本
貫
地
の
安
堵
に
よ
っ
て
国
人
一
揆
的
な
形
態
を
温
存
し
、
「
自
己
完
結
と
独
自
の

意
志
を
も
つ
衆
」
で
あ
っ
た
〔
服
部
一
九
七
七
二
九
頁
〕
、
田
浦
・
二
見
衆
が
い
た
。

南
半
は
「
移
」
に
よ
っ
て
在
地
と
切
り
離
さ
れ
た
津
奈
木
衆
・
佐
敷
衆
を
地
頭
が
支

配

し
た
葦
北
衆
が
い
た
。
求
磨
郡
に
は
人
吉
城
に
集
住
し
た
相
良
氏
直
属
武
士
団
で

あ
っ
た
求
磨
衆
が
い
た
一
方
で
、
一
分
衆
・
上
村
衆
・
湯
前
衆
な
ど
国
人
一
揆
的
集

団
や
地
頭
支
配
の
地
域
が
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
戦
国
期
相
良
氏
権
力
は
実
に
多
様
で
方
向
性
の
異
な
っ
た
衆
の

複
雑
な
結
合
体
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
色
の
異
な
っ
た

さ
ま
ざ
ま
布
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
想
え
る
。
こ
う
し
た
権

力
構
造
の
中
で
戦
国
期
の
相
良
氏
は
宗
主
権
を
め
ぐ
る
内
紛
・
内
訂
を
絶
え
間
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
や
す

く
り
返
し
た
。
一
四
八
七
年
（
長
享
元
）
の
多
来
木
地
頭
相
良
頼
泰
の
乱
、
一
五
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
さ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
た
か

四

年
（
大
永
四
）
の
相
良
長
定
の
乱
、
一
五
二
六
年
（
大
永
六
）
の
相
良
長
隆
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
た
だ

る
相
良
長
定
攻
略
、
同
年
の
相
良
長
唯
（
義
滋
）
に
よ
る
長
隆
の
殺
害
、
一
五
三
五

年

（天
文
四
）
の
長
唯
に
よ
る
上
村
長
種
諌
殺
、
一
五
四
五
年
（
天
文
十
四
）
の
長

唯
に
よ
る
相
良
治
頼
の
謀
殺
、
一
五
五
二
年
（
天
文
二
十
一
）
の
相
良
晴
広
に
よ
る

岡
本
頼
春
の
諌
殺
と
血
で
血
を
洗
う
抗
争
が
つ
づ
い
た
。

　

そ
れ
で
も
相
良
氏
の
宗
主
権
は
安
定
し
な
か
っ
た
。
一
五
五
七
年
（
弘
治
三
）
に

幼
少
の
当
主
相
良
頼
房
（
義
陽
）
を
後
見
し
て
い
た
上
村
頼
興
が
死
ぬ
と
、
頼
興
の

子
供
の
頼
孝
・
頼
堅
・
長
蔵
に
対
し
て
謀
反
の
嫌
疑
が
起
き
、
一
五
五
九
年
（
永
禄

二
）
ま
で
の
三
年
に
わ
た
っ
て
激
し
い
内
戦
を
く
り
広
げ
た
。
そ
の
よ
う
す
は
「
三

郡
砒
膠
」
、
「
三
ヶ
年
維
膠
」
、
「
相
良
一
家
取
乱
」
な
ど
と
称
さ
れ
、
相
良
氏
の
直
属

武
士

団
で
あ
っ
た
八
代
衆
と
人
吉
衆
も
そ
れ
ぞ
れ
分
裂
し
て
合
戦
に
な
っ
た
。

　

服
部
は
内
註
に
よ
っ
て
露
呈
し
た
相
良
氏
の
弱
点
は
八
代
衆
・
人
吉
衆
の
内
部
分

裂
で

あ
り
、
八
代
衆
・
人
吉
衆
が
周
辺
大
名
の
介
入
を
受
け
や
す
か
っ
た
こ
と
に
あ

る
と
す
る
。
そ
れ
は
衆
中
の
対
立
や
矛
盾
が
大
き
く
、
出
自
や
利
害
が
異
な
る
衆
の

武
士
た
ち
を
統
制
・
支
配
し
た
衆
儀
機
構
が
し
ば
し
ば
機
能
を
喪
失
し
た
か
ら
だ
と

ま
と
め
る
〔
服
部
一
九
七
七
　
三
九
ー
四
〇
頁
〕
。

　

そ

の
一
方
で
服
部
は
、
「
本
拠
移
転
を
、
す
ぐ
れ
て
戦
国
大
名
的
・
革
新
的
政
策

で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
八
代
鷹
の
峯
城
の
建
設
を
三
郡
支
配
の

矛
盾
止
揚

を
目
指
す
戦
国
大
名
的
政
策
で
あ
っ
た
と
予
測
す
る
〔
服
部
一
九
七
七
　

四

頁
〕
。
さ
ら
に
衆
を
指
導
し
た
年
行
1
1
老
者
が
相
良
氏
側
が
設
定
し
た
職
制
で

あ
っ
た
こ
と
、
相
良
氏
と
衆
儀
の
意
見
が
対
立
し
た
場
合
は
、
衆
儀
は
相
良
氏
に

「
要
請
」
は
で
き
て
も
、
決
定
権
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
勝
俣
が
主
張
し
た

相
良
氏
権
力
を
強
く
規
制
し
た
「
惣
」
と
呼
び
う
る
よ
う
な
組
織
は
存
在
し
な
い
と

断
定
し
た
。

　

そ
し
て
相
良
氏
の
八
代
進
出
と
は
、
相
良
氏
が
解
決
で
き
な
か
っ
た
求
磨
郡
に
温

存

さ
れ
た
国
人
一
揆
体
制
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ

に

結
果
す
る
軍
事
力
の
集
中
に
よ
っ
て
相
良
氏
の
要
求
を
満
た
し
た
と
し
た
。
つ
ま

り
「
単
に
領
土
拡
張
欲
に
基
づ
く
軍
事
基
地
と
し
て
の
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
兵
農

分
離
を
展
望
す
る
も
の
と
し
て
の
国
人
層
の
在
地
切
り
離
し
を
課
題
と
し
て
い
た
の

で

あ
り
、
そ
れ
は
最
大
限
有
効
に
機
能
し
た
」
と
結
論
づ
け
た
〔
服
部
一
九
七
七
　

三
五
頁
〕
。

　
服
部
に
よ
る
史
料
の
再
検
討
は
正
鵠
を
得
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
勝
俣
の
、
た

と
え
要
求
を
貫
徹
で
き
な
く
て
も
、
「
こ
の
よ
う
な
衆
議
が
権
力
体
内
部
に
存
在
し
、
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大
名
権
力
へ
そ
の
独
自
の
意
志
を
表
明
し
う
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
重
要

な
歴
史
的
意
義
を
見
い
だ
す
」
と
い
う
反
論
に
は
聞
く
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
〔
勝
俣
一
九
七
九
　
一
五
〇
頁
〕
。

　
服

部
自
身
の
分
析
で
明
ら
か
な
よ
う
に
三
郡
に
相
良
氏
権
力
が
貫
徹
し
た
状
況
で

は

決
し
て
な
か
っ
た
。
服
部
が
明
ら
か
に
し
た
八
代
麓
へ
の
集
住
に
し
て
も
、
確
か

に
相
良
氏
は
八
代
進
出
を
果
た
す
こ
と
で
、
国
人
領
主
層
を
在
地
か
ら
切
り
離
し
、

城
下
に

集
住
さ
せ
る
こ
と
を
実
現
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
集
住
し
た
武

士

た
ち
の
出
自
や
立
場
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
衆
と
し
て
ま
と
め
る
の
は
至
難

で

あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
う
し
た
直
臣
化
を
は
か
っ
た
八
代
衆
・
人
吉
衆
で
さ
え
宗
主

権
争
い
に
絡
ん
で
分
裂
を
く
り
返
し
た
。

　

さ
ら
に
は
在
地
に
密
着
し
一
層
自
立
性
が
高
か
っ
た
国
人
一
揆
的
な
衆
を
統
制
す

る
の
は
む
つ
か
し
か
っ
た
。
八
代
衆
・
人
吉
衆
の
衆
儀
が
相
良
氏
権
力
を
強
く
規
制

で

き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
相
良
氏
権
力
が
す
ぐ
れ
て
戦
国
大
名
的
・
革
新

的
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
は
直
結
し
な
い
の
で
あ
る
。
別
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
相
良

氏
の
八
代
へ
の
進
出
は
も
と
の
本
拠
で
あ
っ
た
人
吉
と
の
相
良
氏
の
権
力
拠
点
の
二

重
化
を
招
き
、
そ
れ
は
戦
国
期
の
相
良
氏
が
一
揆
の
構
造
を
残
存
さ
せ
て
い
た
こ
と

と
も
か
か
わ
っ
て
、
一
族
の
宗
主
権
争
い
を
ま
す
ま
す
深
刻
な
も
の
と
し
た
面
を
も

も
っ
て
い
た
。

　
一
五
四
九
年
（
天
文
十
八
）
相
良
頼
房
（
義
陽
）
の
家
督
相
続
に
際
し
て
、
三
郡

の
老
者
が
佐
敷
で
相
談
し
て
結
論
を
出
し
、
そ
の
結
果
を
後
日
、
三
郡
人
数
と
し
て

八
代
で
当
主
の
相
良
晴
広
に
申
し
入
れ
た
。
勝
俣
は
衆
儀
が
相
良
氏
の
家
督
決
定
権

を
も
も
っ
た
と
評
価
し
た
が
〔
勝
俣
一
九
六
七
（
の
ち
勝
俣
一
九
七
九
二
三
二
ー
一

三
三
頁
）
〕
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
服
部
が
い
う
よ
う
に
前
後
の
晴
広
の
行
動
か
ら
、
三

郡
老

者
の
自
主
的
意
志
で
な
く
、
晴
広
に
よ
る
要
請
と
根
ま
わ
し
の
結
果
と
考
え
た

方
が
合
理
的
で
あ
る
〔
服
部
一
九
七
七
一
二
一
二
ー
二
四
頁
〕
。

　

し
か
し
史
料
の
読
み
は
そ
の
通
り
と
し
て
、
三
郡
人
数
は
日
常
的
に
相
良
氏
政
治

に

関
わ
ら
な
か
っ
た
と
評
価
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
〔
服
部
一
九
七
七
　
二

四

頁
〕
。
も
し
相
良
氏
が
衆
儀
に
ま
っ
た
く
左
右
さ
れ
ず
、
ま
た
国
人
層
を
も
含
め

た
三
郡
人
数
に
考
慮
し
な
く
て
い
い
ほ
ど
強
か
っ
た
な
ら
ば
、
い
く
ら
頼
房
が
幼
少

で

あ
る
な
ど
と
い
っ
た
特
殊
な
事
情
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
当
主
が
二
ヶ
月
も
か
け
て

入
念
に
老
者
や
衆
儀
に
要
請
と
根
ま
わ
し
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
は
な
い

か
。
嫡
男
に
家
督
を
譲
る
こ
と
で
さ
え
、
衆
儀
を
指
導
す
る
老
者
の
同
意
を
取
り
付

け
、
さ
ら
に
は
三
郡
人
数
全
員
が
承
認
し
た
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら
な
く
て
は
安
心

で

き
な
い
ほ
ど
相
良
氏
権
力
は
不
安
定
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て

宗
主
権
の
継
承
が
こ
の
と
き
に
限
ら
ず
常
に
あ
や
う
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
戦

国
期
の
相
良
家
中
が
代
替
わ
り
ご
と
に
く
り
返
し
た
激
し
い
内
註
が
何
よ
り
も
よ
く

物
語
っ
て
い
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
か
ら
抽
出
さ
れ
る
人
吉
城
の
築
城
主
体
と
し
て
の
相
良
氏
権

力
は
、
相
良
氏
宗
主
が
一
族
の
中
で
分
立
的
な
立
場
で
あ
り
、
さ
ら
に
三
郡
の
支
配

構
造
も
複
合
的
で
分
立
的
な
集
団
の
連
合
体
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

築
城
主
体
の
権
力
構
造
は
、
ま
さ
に
先
に
検
討
し
た
人
吉
城
の
プ
ラ
ン
と
も
八
代
・

鷹
の
峯
城
の
プ
ラ
ン
と
も
合
致
す
る
。
そ
れ
は
両
城
に
つ
い
て
だ
け
築
城
主
体
の
権

力
構
造
と
城
郭
プ
ラ
ン
と
の
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
同
様
の
分
立
的
な
構
造

を
も
っ
た
城
郭
に
敷
桁
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
城
郭
プ
ラ
ン
の
共
有
は
、
権

力
を
分
有
し
た
権
力
構
造
そ
の
も
の
が
地
域
に
と
っ
て
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
知
覧
城
や
人
吉
城
と
い
っ
た
特
徴
的
な
城
郭
プ
ラ
ン
は
、
そ
れ
を
築
い
た

築
城
主
体
の
権
力
構
造
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
地
形
的
な
要
因
だ

け
で
城
郭
の
か
た
ち
の
違
い
を
説
明
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
そ
れ
は
並
立
的
な

城
郭

を
築
い
て
い
た
地
域
で
あ
っ
て
も
、
織
豊
政
権
に
参
加
し
た
大
名
が
出
現
す
る

と
、
そ
の
居
城
の
多
く
で
本
丸
を
中
心
と
し
た
求
心
的
な
城
郭
が
劇
的
に
変
貌
し
た

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
ま
た
大
名
中
心
の
編
成
が
進
む
の
に
対
応
し
て
、
大
名
の
発
給
し
た

文
書
が
、
花
押
を
押
し
た
判
物
形
式
か
ら
、
印
を
押
し
た
印
判
状
に
変
化
し
た
こ
と
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に

よ
っ
て
も
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
大
名
と
家
臣
と
の
親
密
な
人
的
関

係
に
立
脚
し
た
関
係
か
ら
、
非
人
格
的
で
官
僚
的
機
構
に
よ
る
編
成
へ
と
い
う
大
名

を
中
心
と
し
た
権
力
機
構
の
転
換
に
連
動
し
た
変
化
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
求
心

的

な
城
郭
構
造
を
も
っ
た
城
の
出
現
と
、
印
判
状
発
給
へ
の
転
換
は
ま
さ
に
対
応
し

て

実
現
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
〔
千
田
二
〇
〇
〇
〕
。
戦
国
・
織
豊
期
の
相
良

氏
は

島
津
氏
な
ど
と
と
も
に
著
し
く
印
判
状
へ
の
転
換
が
遅
れ
た
大
名
の
ひ
と
り
で

あ
り
、
発
給
文
書
の
形
式
か
ら
の
追
検
証
は
、
こ
れ
ま
で
の
評
価
を
裏
打
ち
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
そ

れ
で
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
近
世
城
郭
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
。
ひ

き
つ
づ
き
人
吉
城
と
相
良
氏
を
事
例
に
見
て
い
こ
う
。

③
近
世
城
郭
へ
の
転
換

　
（
1
）
近
世
人
吉
城
の
改
修

　
近
世
の
人

吉
城
の
中
心
部
は
内
の
御
城
と
通
称
す
る
球
磨
川
に
面
し
た
丘
陵
上
に

位
置
す
る
。
主
要
塁
線
に
石
垣
を
使
用
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
総
石
垣
の
城
を
指
向

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
普
請
は
一
五
九
〇
年
（
天
正
十
八
）
か
ら

は

じ
め
、
主
に
文
禄
・
慶
長
期
に
進
ん
だ
。
内
の
御
城
を
構
成
し
た
曲
輪
は
a
、
b
、

c
の
三
つ
で
あ
る
。
曲
輪
a
は
三
者
の
中
で
最
も
高
所
を
占
め
、
主
郭
に
相
当
し
た
。

こ
こ
か
ら
曲
輪
c
に
向
か
う
北
側
に
巨
大
な
出
入
り
口
を
備
え
た
。

　
外
側
へ
の
塁
線
の
明
瞭
な
突
出
と
城
道
の
屈
曲
、
正
面
か
ら
九
〇
度
交
差
し
た
位

置
に
建
っ
た
門
な
ど
の
特
徴
か
ら
外
枡
形
と
分
類
で
き
る
出
入
り
口
で
あ
っ
た
。
曲

輪

b
は
曲
輪
a
に
次
ぐ
曲
輪
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
も
曲
輪
a
の
も
の
よ
り
は
小
型

だ

が
、
曲
輪
c
に
出
る
出
入
り
口
が
あ
っ
た
。
や
は
り
外
枡
形
で
あ
っ
た
。

　
外
枡
形
の
形
態
は
人
類
の
防
御
施
設
の
出
入
り
口
に
共
通
し
た
普
遍
的
な
プ
ラ
ン

で

あ
っ
た
。
日
本
で
は
戦
国
織
豊
期
に
織
豊
系
城
郭
の
な
か
で
特
別
な
意
味
を
も
っ

た
出
入
り
口
と
し
て
発
達
し
た
。
外
に
面
し
た
門
を
閉
ざ
し
て
し
ま
え
ば
ひ
と
つ
づ

き
の
塁
線
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
出
入
り
口
内
側
部
分
に
重
層
的
な
塁
線

を
備
え
た
内
枡
形
が
防
御
に
特
に
す
ぐ
れ
た
の
に
対
し
、
塁
線
か
ら
外
側
に
突
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

た

外
枡
形
は
積
極
的
な
出
撃
を
意
図
し
、
あ
る
い
は
象
徴
し
た
出
入
り
口
で
あ
っ
た
。

一
五
七
六
年
（
天
正
四
）
か
ら
築
い
た
織
田
信
長
の
安
土
城
黒
鉄
門
例
を
直
接
の
初

源

と
し
、
豊
臣
秀
吉
の
大
坂
城
が
受
け
継
い
だ
。
そ
の
後
、
全
国
の
豊
臣
大
名
の
居

城
で
外
枡
形
は
馬
出
し
と
並
ん
で
大
手
門
や
本
丸
正
門
な
ど
格
式
を
求
め
る
出
入
り

口
の
形
態
と
し
て
採
用
さ
れ
た
〔
千
田
二
〇
〇
〇
〕
。

　

人
吉
城
外
枡
形
も
相
良
氏
が
独
自
に
編
み
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
豊
臣
大
名
と

な
っ
て
織
豊
系
城
郭
の
象
徴
的
な
外
枡
形
プ
ラ
ン
を
共
有
し
た
も
の
と
い
え
る
。
相

良
氏
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
た
、
象
徴
的
な
虎
口
と
評
価
さ
れ
よ
う
。
し
か

し
人
吉
城
で
は
曲
輪
a
・
b
の
出
入
り
口
だ
け
を
見
れ
ば
、
中
心
曲
輪
の
出
入
り
口

と
し
て
外
枡
形
を
備
え
た
典
型
的
な
構
成
で
あ
っ
た
が
、
二
つ
の
曲
輪
が
並
立
的
に

二
つ
の
外
枡
形
を
そ
れ
ぞ
れ
に
突
出
さ
せ
た
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
特
異
な
プ
ラ
ン
と

い

え
る
。
織
豊
系
城
郭
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
地
域
性
を
払
拭
し
統
一
的
に
構
成
さ
れ
た

近
世
城
郭
で

は
、
本
丸
を
唯
一
の
頂
点
と
し
て
全
城
域
を
、
さ
ら
に
は
城
下
ま
で
を

都
市
プ
ラ
ン
と
理
念
か
ら
求
心
的
に
構
成
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
城

に
即
し
て
い
え
ば
、
そ
の
本
質
は
三
の
丸
を
通
ら
な
け
れ
ば
二
の
丸
に
は
行
け

な
い
、
二
の
丸
を
通
過
し
な
け
れ
ば
本
丸
に
到
達
で
き
な
い
階
層
的
な
構
成
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
人
吉
城
の
場
合
は
、
本
来
は
曲
輪
a
を
唯
一
の
頂
点
と

し
て
諸
曲
輪
を
連
結
し
て
い
く
べ
き
と
こ
ろ
、
曲
輪
a
に
次
ぐ
ラ
ン
ク
の
曲
輪
b
と

曲
輪
a
と
の
間
は
高
石
垣
で
完
全
に
遮
断
し
て
通
行
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
れ

に

よ
っ
て
曲
輪
a
の
絶
対
的
な
中
心
性
は
否
定
さ
れ
、
大
き
な
中
心
と
小
さ
な
中
心

が
並
び
立

つ
並
立
的
な
プ
ラ
ン
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
石
垣
や
外
枡
形
出
入
り
口
と
い
っ
た
近
世
城
郭
の
指
標
と
な
る
要
素
を
取
り
入
れ

な
が
ら
、
人
吉
城
に
お
い
て
典
型
的
な
近
世
城
郭
プ
ラ
ン
の
達
成
を
阻
害
し
た
要
因

は

ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
城
郭
が
す
ぐ
れ
て
権
力
表
象
的
な
構
築
物
で
あ
っ

た
の
な
ら
ば
、
築
城
主
体
と
そ
れ
を
規
定
し
た
社
会
の
特
質
は
そ
の
プ
ラ
ン
に
反
映
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し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
戦
国
期
の
人
吉
城
で
も
具
体
的
に
確
認
し

て

き
た
。
そ
こ
で
近
世
人
吉
城
の
中
心
部
、
内
の
御
城
の
基
本
構
成
を
改
め
て
検
討

す
る
と
、
中
世
人
吉
城
中
心
部
で
あ
っ
た
上
原
城
と
の
著
し
い
類
似
性
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
内
の
御
城
と
上
原
城
は
と
も
に
一
辺
約
一
〇
〇
m
四
方
の
主
郭
A
・
a
、
主
郭
の

西
方

に
位
置
し
た
一
辺
約
五
〇
m
四
方
の
一
段
低
い
曲
輪
B
・
b
を
主
た
る
曲
輪
と

し
て
構
成
し
た
。
そ
し
て
こ
の
主
郭
A
・
a
と
曲
輪
B
・
b
の
二
つ
の
曲
輪
の
北
側

に

位
置
し
、
両
者
を
つ
な
い
だ
回
廊
的
曲
輪
C
・
c
を
も
つ
基
本
構
成
ま
で
が
よ
く

類
似
し
た
こ
と
に
気
が
つ
く
。
さ
ら
に
細
部
を
み
て
も
主
郭
A
・
a
か
ら
西
へ
伸
び

た
土
塁
1
が
曲
輪
B
・
b
の
南
辺
の
途
中
で
切
れ
る
こ
と
、
中
心
曲
輪
群
へ
至
る
最

重
要
の
大
手
の
出
入
り
口
2
が
い
ず
れ
も
堀
底
虎
口
で
曲
輪
C
・
c
北
側
か
ら
入
っ

た
こ
と
ま
で
一
致
し
た
。

　
偶
然
で
は

あ
り
得
な
い
類
似
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
近
世
人
吉
城
の
中
心
部
は
、

中
世
人
吉
城
の
中
心
プ
ラ
ン
を
忠
実
に
踏
襲
・
再
現
す
る
こ
と
で
再
創
出
さ
れ
た
中

心
郭
で

あ
っ
た
と
い
う
意
外
な
事
実
を
物
語
る
。
中
世
城
郭
か
ら
近
世
城
郭
へ
、
各

地
の
戦
国
大
名
か
ら
豊
臣
大
名
と
な
っ
た
拠
点
城
郭
で
は
、
城
下
を
含
め
た
城
下
町

の
都
市
プ
ラ
ン
に
求
心
構
造
化
を
基
盤
と
し
て
飛
躍
的
な
変
化
を
遂
げ
て
い
っ
た
の

に

対

し
、
人
吉
城
で
は
外
形
は
石
垣
に
よ
っ
て
一
見
変
化
を
と
げ
な
が
ら
本
質
的
に

は

中
世
的
要
素
を
継
承
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
近
世
初
頭
段
階
に
お
い
て
相
良
氏
は
石
垣
・
外
枡
形
・
瓦
と
い
っ
た
織
豊

系
城
郭
の
技
術
を
個
別
に
把
握
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
求
心
的
な
近
世
城
郭

プ

ラ
ン
に
編
成
し
な
お
す
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
相
良
氏
が
文

禄
・
慶
長
の
役
、
関
ヶ
原
の
戦
い
な
ど
を
経
て
も
、
な
お
近
世
的
な
大
名
権
力
を
達

成

す
る
こ
と
が
充
分
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
城
郭
プ
ラ
ン
が
語
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は

こ
う
し
た
城
郭
プ
ラ
ン
か
ら
の
築
城
主
体
の
権
力
構
造
に
関
す
る
分
析
は
、
ど

れ
ほ

ど
有
効
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
相
良
氏
と
人
吉
城
は
分
析
の
当
否
を
問
う
格
好
の

事
件
を
用
意
し
て
く
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
2
）
御
下
の
乱

　
戦
国
期
の
相
良
家
中
の
内
註
の
激
し
さ
を
先
に
見
て
き
た
が
、
近
世
初
頭
に
も
相

良
家
の
騒
動
は
相
次
い
で
起
き
て
い
た
〔
種
元
一
九
八
こ
。
た
と
え
ば
近
世
人
吉

城
の
普
請
を
め
ぐ
っ
て
一
六
〇
〇
年
（
慶
長
五
）
に
内
田
甚
五
左
衛
門
ら
奉
行
五
人

が

刃
傷
も
し
く
は
切
腹
し
た
事
件
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
多
数
の
重
臣
が
切
腹

し
た
背
景
に
は
、
実
力
を
も
つ
有
力
家
臣
が
切
腹
す
る
こ
と
で
、
権
力
の
強
化
を
は

か

ろ
う
と
し
た
相
良
氏
の
意
向
も
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
大
名
の
家
臣
支
配
が
脆

弱
な
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
っ
た
。
一
六
一
七
年
（
元
和
三
）
に
正
月
の
祝
賀
の
後
に

城
主

が
一
年
交
代
で
家
臣
屋
敷
に
赴
く
こ
と
を
中
止
し
た
の
も
中
世
以
来
の
慣
行
を

止
め

て
、
大
名
と
家
臣
と
の
横
並
び
の
関
係
を
払
拭
し
よ
う
と
し
た
政
策
と
評
価
で

き
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
良
氏
が
近
世
の
大
名
と
し
て
家
中

に

臨
む
こ
と
は
な
お
難
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
六
四
〇
年
（
寛
永
十
七
）
つ
い

に

人
吉
藩
最
大
の
事
件
と
な
っ
た
御
下
の
乱
が
起
き
て
し
ま
っ
た
。
御
下
の
乱
は

関
ヶ
原
の
戦
い
で
東
軍
へ
の
寝
返
り
に
功
績
が
あ
り
、
相
良
氏
同
名
を
許
さ
れ
た
家

老
相
良
清
兵
衛
（
犬
童
頼
兄
）
の
追
放
と
、
そ
れ
を
不
服
と
し
て
人
吉
城
内
の
清
兵

衛
屋
敷

に
立
て
籠
も
っ
た
家
臣
一
二
一
名
を
討
ち
取
っ
た
大
騒
動
で
あ
っ
た
。

　
清
兵
衛
は
城
主
相
良
頼
寛
の
寛
永
十
七
年
五
月
一
日
付
お
よ
び
同
年
八
月
十
一
日

付
目
安
状
案
に
よ
れ
ば
、
岡
本
（
球
磨
郡
岡
原
村
）
の
古
城
を
取
り
立
て
隠
居
所
を

つ
く
り
、
人
吉
城
下
の
有
力
町
人
を
召
し
寄
せ
て
城
下
町
経
営
を
行
っ
て
人
吉
城
下

町

を
こ
と
ご
と
く
衰
微
さ
せ
て
い
た
。
さ
ら
に
家
中
の
者
の
知
行
を
勝
手
に
横
領
・

没
収

し
、
我
意
の
ま
ま
に
百
姓
を
使
役
し
、
清
兵
衛
父
子
の
知
行
高
を
藩
主
の
相
良

氏
に
申
告
し
な
か
っ
た
。
ま
た
相
良
頼
寛
の
弟
・
長
秀
の
加
増
を
当
主
の
意
志
に
反

し
て
認
め
ず
、
在
所
に
番
所
を
構
え
参
勤
の
侍
の
荷
物
を
改
め
、
寺
社
・
侍
屋
敷
に

屋
敷
役
を
独
自
に
加
し
た
。
藩
主
の
長
毎
・
頼
寛
を
上
回
る
よ
う
な
大
き
な
権
力
を

清
兵
衛
は
行
使
し
た
の
で
あ
る
（
相
良
家
文
書
脇
、
蜘
　
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ

け
第
5
　
相
良
家
文
書
の
2
）
。
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清
兵
衛
の
専
横
ぶ
り
は
屋
敷
に
も
よ
く
表
れ
て
い
た
。
御
下
の
乱
直
前
の
人
吉
城

三
の
丸
の
武
家
屋
敷
配

置
を
一
六
三
九
年
（
寛
永
十
六
）
作
成
の
「
相
良
清
兵
衛
屋

敷
其
他
絵
図
面
」
（
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
）
で
確
認
し
て
み
よ
う
。
清
兵
衛
は
球
磨
川

に

面

し
水
運
の
結
節
点
で
あ
っ
た
城
内
蔵
屋
敷
を
直
接
把
握
し
た
三
の
丸
北
西
部
に

屋
敷
地

を
構
え
て
い
た
。
や
は
り
球
磨
川
に
面
し
た
東
隣
に
は
、
清
兵
衛
の
嫡
子
で

あ
る
内
蔵
助
の
屋
敷
が
あ
っ
て
、
親
子
の
屋
敷
は
ひ
と
つ
づ
き
の
広
大
な
面
積
を
占

　
（
2
）

め

た
。
親
子
の
屋
敷
の
間
口
は
約
一
四
〇
間
、
奥
行
き
約
五
〇
間
に
お
よ
び
、
球
磨

川
か
ら
物
資
の
上
げ
お
ろ
し
を
独
自
に
お
こ
な
う
水
門
を
ニ
カ
所
も
ち
、
持
仏
堂
と

広
い

庭
園
を
整
備
し
て
い
た
。
清
兵
衛
屋
敷
の
北
東
角
に
は
天
守
に
相
当
し
た
二
階

櫓
さ
え
築
い
て
い
た
。

　
近
年
の
人
吉
市
教
育
委
員
会
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
清
兵
衛
屋
敷
の
持
仏
堂
の
も

の

と
思
わ
れ
る
特
異
な
建
物
の
地
下
室
を
検
出
し
た
。
こ
の
地
下
室
は
南
北
五
・
二

m
×

東
西
六
m
の
規
模
を
も
ち
、
ニ
カ
所
に
階
段
を
備
え
た
。
周
囲
は
打
ち
込
み
ハ

ギ
の
巨
石
で
固
め
て
い
て
、
あ
た
か
も
天
守
の
穴
蔵
を
想
わ
せ
る
。
床
部
に
は
井
戸

が

あ
っ
て
、
井
戸
の
底
に
は
鞘
に
収
め
た
太
刀
を
沈
め
て
い
た
。
ま
た
清
兵
衛
屋
敷

の
発
掘
で
は
ほ
か
の
武
家
屋
敷
と
比
較
し
て
貿
易
陶
磁
の
組
成
比
率
が
高
い
こ
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
人
吉
市
教
育
委
員
会
編
二
〇
〇
こ
。

　
清
兵
衛
屋
敷
は
三
の
丸
内
で
ず
ば
抜
け
て
大
き
く
、
か
つ
整
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ

の
広

さ
は
城
主
頼
寛
の
弟
で
、
清
兵
衛
に
加
増
を
阻
ま
れ
た
長
秀
（
主
殿
助
）
の

屋
敷
を
は
る
か
に
凌
ぎ
、
城
郭
プ
ラ
ン
の
上
で
は
本
来
、
相
良
氏
当
主
の
三
の
丸
屋

敷
で

あ
る
御
館
さ
え
お
よ
ば
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
の
時
点
で
御
館
は
、
「
左
兵
衛

佐
隠
居
し
き
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
左
兵
衛
佐
と
は
頼
寛
弟
の
長
秀
（
主
殿
助
）

の

こ
と
で
あ
る
か
ら
〔
種
元
一
九
八
一
〕
、
こ
こ
を
弟
が
隠
居
屋
敷
と
し
て
使
用
し

て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
頼
寛
は

内
の
御
城
に
住
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
が
、
当
主
の
弟
と
い
え
ど
も
正
面
に
堀

を
め
ぐ
ら
せ
た
ま
さ
に
藩
主
格
式
の
特
別
な
屋
敷
に
住
み
得
た
こ
と
は
、
当
主
と
↓

族
の
間
の
権
力
差
が
、
戦
国
期
段
階
と
同
様
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
た
。

さ
ら
に
三
の
丸
内
に
つ
く
っ
た
二
七
の
武
家
屋
敷
の
う
ち
、
清
兵
衛
と
犬
童
氏
な
ど

の
縁
者
の
屋
敷
は
二
二
軒
と
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
。

　

清
兵
衛
が
岡
本
に
つ
く
っ
た
城
下
町
を
「
岡
本
城
下
町
絵
図
」
か
ら
検
討
し
て
み

よ
う
（
「
相
良
清
兵
衛
屋
敷
其
他
絵
図
面
」
の
う
ち
、
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
）
。
こ
の

城
は
本
丸
、
二
の
丸
、
三
の
丸
と
階
梯
的
に
並
ぶ
プ
ラ
ン
で
、
単
純
で
は
あ
っ
て
も

人

吉
城
よ
り
も
求
心
的
構
造
に
な
っ
て
い
た
。
山
麓
に
は
城
に
接
し
て
武
家
屋
敷
が

設
定

さ
れ
、
さ
ら
に
人
吉
か
ら
の
街
道
を
城
下
に
引
き
込
ん
で
、
町
屋
が
建
ち
並
ぶ

み

ご
と
な
横
町
の
両
側
町
を
整
備
し
た
。
明
ら
か
に
清
兵
衛
は
相
良
氏
よ
り
も
一
歩

抜

き
ん
出
て
中
世
的
限
界
を
乗
り
越
え
、
球
磨
郡
に
お
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
近
世
的

権
力
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
絵
図
の
正
し
さ
は
鶴
嶋
俊
彦
の
踏
査
と
地

籍
図
分
析
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
〔
鶴
嶋
一
九
九
二
〕
。

　

清
兵
衛
は
家
中
、
町
人
、
召
使
い
ま
で
も
身
内
の
者
ば
か
り
で
、
一
旦
は
意
見
を

聞

き
届
け
て
も
隔
心
を
存
じ
て
如
何
様
の
悪
事
を
す
る
か
わ
か
ら
な
い
と
頼
寛
が
嘆

い

た
の
も
当
然
の
状
況
で
あ
っ
た
（
寛
永
十
六
年
十
二
月
十
四
日
付
相
良
頼
寛
書
状

〔種
元

一
九
八

こ
に
よ
る
）
。
相
良
清
兵
衛
（
犬
童
頼
兄
）
は
相
良
氏
同
名
の
重
臣

と
し
て
実
に
大
き
な
権
力
を
も
ち
、
藩
主
に
対
抗
し
、
脅
か
し
た
。
相
良
氏
権
力
は

近
世
初
頭
の
段
階
に
な
お
戦
国
期
を
思
わ
す
分
立
構
造
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
権
力

の
分
立
は

ひ

と
り
清
兵
衛
と
で
は
な
く
、
藩
主
の
弟
・
長
秀
の
屋
敷
の
あ
り
方
に
も

う
か
が
わ
れ
た
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
モ
ザ
イ
ク
的
で
さ
え
あ
っ
た
。

　
戦
国
期
の
相
良
氏
権
力
に
つ
い
て
は
勝
俣
・
服
部
の
研
究
を
検
証
す
る
中
で
、
よ

り
妥
当
性
の
高
い
評
価
を
行
え
た
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
検
討
を
さ
ら
に
近
世
初
頭

ま
で
連
続
し
て
行
っ
て
御
下
の
乱
の
顛
末
を
見
る
こ
と
は
、
近
世
初
頭
の
相
良
氏
権

力
の
実
像
を
示
す
ば
か
り
で
は
な
く
、
先
に
見
て
き
た
戦
国
期
の
相
良
氏
権
力
に
遡

及
し
て
い
か
に
評
価
す
べ
き
か
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
こ
れ
ま
で
の

評
価
に
ま
さ
に
一
致
す
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
脆
弱
な
相
良
氏
の
大
名
権
力
の
た
め
、
専
横
の
ふ
る
ま
い
と
断
じ
た

清
兵
衛
の
処
分
を
藩
主
の
相
良
氏
は
独
力
で
は
行
い
得
な
か
っ
た
。
藩
主
相
良
氏
は
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江
戸
幕
府
の
老
中
に
訴
え
出
る
こ
と
で
処
分
を
は
じ
め
て
実
現
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

幕
府
権
力
に
よ
る
非
常
手
段
に
訴
え
た
こ
と
で
、
相
良
氏
は
ひ
と
ま
ず
近
世
的
な
家

臣
団
支
配
へ
と
前
進
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
御
下
の
乱
後
の
三
の
丸
屋
敷
地
配
置
を
見
る
と
、
城
主
の
屋
敷
、
御
館
を
筆
頭
に
、

家
格
や
役
に
応
じ
て
整
然
と
屋
敷
地
を
構
成
し
直
し
た
。
し
か
し
中
世
以
来
の
下
原

城
、
原
城
外
回
り
に
は
依
然
多
く
の
家
臣
屋
敷
が
並
ん
だ
。
城
郭
プ
ラ
ン
の
城
主
屋

敷
の
曲
輪
と
家
臣
屋
敷
の
曲
輪
の
横
並
び
は
こ
う
し
て
残
っ
て
し
ま
っ
た
。
結
局
最

後
ま
で
相
良
氏
は
下
原
城
、
原
城
外
回
り
か
ら
家
臣
屋
敷
を
払
拭
で
き
ず
、
こ
こ
は

主
に

下
級
家
臣
の
屋
敷
地
と
し
て
存
続
し
て
い
っ
た
〔
内
田
・
礒
永
一
九
九
二
〕
。

　
近
世
の

相
良
氏
は
島
津
氏
領
に
準
じ
た
外
城
制
を
採
用
し
た
が
、
外
城
の
麓
に
居

住

し
た
武
士
の
人
吉
城
下
町
へ
の
集
住
も
実
現
し
な
か
っ
た
。
確
か
に
そ
の
外
城
の

麓
と
し
て
拠
点
に
な
っ
た
と
こ
ろ
は
戦
国
期
の
国
人
支
配
の
拠
点
と
は
別
の
場
所
に

設
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
は
相
良
氏
の
権
力
強
化
と
し
て
評
価
で
き
る
が
、

家
臣
団
の
人
吉
城
下
へ
の
一
元
的
集
住
は
つ
い
に
実
現
し
な
か
っ
た
。
人
吉
城
下
へ

の
武
士
集
住
率
も
一
八
三
〇
年
（
天
保
元
）
に
五
五
・
二
％
、
一
八
六
二
年
（
文
久

二
）
に
は
三
三
・
九
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
〔
久
武
一
九
八
三
〕
。

　

こ
の
よ
う
に
人
吉
城
は
中
世
的
関
係
を
色
濃
く
残
し
た
ま
ま
、
特
徴
あ
る
近
世
化

を
達
成
し
た
相
良
氏
と
球
磨
郡
社
会
を
明
確
に
物
語
る
城
郭
で
あ
っ
た
。
相
良
氏
の

手

を
離
れ
た
後
の
八
代
が
、
純
粋
な
織
豊
大
名
で
あ
っ
た
小
西
行
長
の
麦
島
城
、
加

藤
忠
広
の
八
代
城
に
よ
っ
て
、
典
型
的
な
織
豊
系
城
下
町
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を

考

え
る
と
き
、
人
吉
の
特
色
は
ま
こ
と
に
鮮
明
で
あ
る
。
近
年
の
八
代
市
教
育
委
員

会
の
発
掘
で
麦
島
城
は
明
瞭
な
矩
形
の
プ
ラ
ン
を
も
ち
、
総
石
垣
、
総
瓦
葺
き
の
完

成

し
た
近
世
城
郭
形
態
を
と
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

　

し
か
し
近
世
城
郭
と
し
て
は
異
質
に
属
す
る
そ
の
構
造
も
、
相
良
氏
の
権
力
と
そ

れ

を
規
定
し
た
球
磨
郡
社
会
に
お
い
て
は
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
形
と
し
て
創
出
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
人
吉
の
よ
う
な
連
続
型
で
あ
れ
、
麦
島
ー
八
代
の
よ
う
な
断
絶
型

で

あ
れ
、
近
世
的
城
下
町
形
成
に
は
戦
国
期
の
権
力
構
造
の
様
相
が
強
い
影
響
を
与

え
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
確
認
し
た
の
は
、
城
郭
プ
ラ
ン
は
地
形
の
要
因
に
よ
っ
て
も
ち
ろ
ん
影
響

は

受
け
た
が
、
ど
の
よ
う
に
曲
輪
群
を
連
絡
・
連
結
し
て
い
く
か
、
と
い
う
城
郭
構

造
に
つ
い
て
は
築
造
主
体
の
権
力
構
造
の
あ
り
方
に
き
わ
め
て
強
い
影
響
を
受
け
た

こ
と
で
あ
る
。
城
郭
構
造
は
築
造
主
体
の
権
力
の
様
相
を
直
接
に
反
映
し
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
城
郭
に
つ
い
て
当
て
は
ま
っ
た
が
、
そ
れ

だ

け
で
は
な
く
、
地
域
の
中
の
城
郭
を
ど
の
よ
う
に
編
成
し
た
か
、
と
い
う
点
に
も

反
映
し
た
。

　

た
と
え
ば
そ
れ
は
地
域
の
城
郭
が
あ
る
中
心
の
城
郭
を
核
と
し
た
求
心
構
造
だ
っ

た
の
か
、
等
質
的
な
城
郭
の
並
立
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
前
者
は
近
世
城

郭
の
一
国
一
城
体
制
に
収
敏
し
、
後
者
は
甲
賀
郡
中
惣
と
館
型
の
城
郭
の
等
質
的
分

布
に
典
型
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
国
的
な
戦
国
・
織
豊
期
城
郭
の
中
で
、
南

九

州
は
古
く
は
「
群
郭
型
」
と
呼
ん
だ
城
郭
が
分
布
し
た
が
、
同
様
の
様
相
は
東
北

に

見
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
外
形
的
な
特
徴
だ
け
で
な
く
内
部
構
造
や
曲
輪
間

の
連
絡
・
連
結
に
注
目
す
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
並
立
的
特
徴
は
、
日
本
列
島
の

す
べ
て
の
地
域
に
お
よ
ん
だ
中
世
城
郭
の
原
型
に
共
通
し
た
特
色
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
中
世
か
ら
近
世
の
城
郭
・
城
下
の
変
化
を
ひ
と
つ
づ
き
の
も
の
と
し
て

捉

え
、
地
域
ご
と
の
特
質
を
考
え
る
こ
と
で
、
列
島
の
戦
国
期
城
下
町
・
織
豊
期
城

下

町
・
近
世
城
下
町
の
遺
跡
に
基
づ
い
た
実
証
的
研
究
を
個
別
の
復
原
研
究
と
し
て

だ

け
で
な
く
、
ま
さ
に
都
市
形
成
史
を
通
じ
て
歴
史
を
解
明
し
て
い
く
研
究
と
し
て

方
法
と
し
て
意
義
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
中
近
世
の
城

郭
・
城
下
を
一
体
把
握
し
た
都
市
空
間
研
究
の
も
つ
意
味
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
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謝
辞

　
知
覧
城
の
踏
査
に
あ
た
っ
て
は
知
覧
町
教
育
委
員
会
の
上
田
耕
氏
、
砂
田
光
紀
氏
、

池

田
さ
と
子
氏
、
高
田
み
ゆ
き
氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
人
吉
城
の
踏
査
に
あ
た
っ

て

は
、
人
吉
市
教
育
委
員
会
の
鶴
島
俊
彦
氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
相
良
氏
の
三
郡

支
配
に

つ
い

て

は
九

州
大
学
の
服
部
英
雄
氏
の
懇
切
な
教
示
を
得
た
。
人
吉
城
関
係

の
史
料
の
読
み
に
関
し
て
は
小
島
道
裕
氏
に
指
導
を
請
う
た
。
い
ず
れ
の
学
恩
に
も

厚
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

註（
1
）
　
織
豊
系
城
郭
の
出
入
り
口
発
達
で
は
外
枡
形
・
内
枡
形
・
馬
出
し
が
基
軸
に
な
っ
た
が
、
外

　
　
形
的
な
出
入
り
口
の
か
た
ち
の
発
達
や
伝
播
と
い
っ
た
視
点
に
加
え
て
門
の
建
ち
位
置
や
門
の

　
　
数
の
問
題
を
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
と
に
内
枡
形
で
は
外
形
と
し
て
内
枡
形
の
形
態
は
完

　
　
成
し
て
い
て
も
、
門
は
一
の
門
の
み
あ
る
い
は
二
の
門
の
み
と
い
っ
た
単
門
で
あ
っ
た
時
期
が

　
　
確
実
に
あ
り
、
そ
の
後
二
門
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
外
形
の
問
題
や
城
郭
全
体
の

　
　
中
で
の
虎
口
空
間
の
組
み
立
て
方
と
い
っ
た
視
点
と
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
よ
り
詳
細
に
出
入
り

　
　
口
形
態
の
変
化
を
つ
か
め
る
。
こ
の
こ
と
は
織
豊
系
城
郭
の
な
か
の
徳
川
氏
の
城
郭
を
ど
う
位

　
　
置
づ
け
る
か
を
分
析
す
る
新
段
階
の
着
眼
点
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

（
2
）
　
森
山
恒
雄
は
「
相
良
清
兵
衛
屋
敷
其
他
絵
図
面
」
に
つ
い
て
清
兵
衛
屋
敷
東
隣
の
区
画
を

　
　
「
御
蔵
物
屋
敷
」
と
し
た
が
、
読
み
は
「
内
蔵
助
屋
敷
」
が
正
し
い
（
森
山
「
人
吉
城
の
歴
史
」

　
　
『
史
跡
　
人
吉
城
跡
保
存
管
理
計
画
書
』
人
吉
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
五
年
）
。
な
お
こ
の
点

　
　
に
つ
い
て
は
小
島
道
裕
の
教
示
を
得
た
。

文
献

内
田
眞
理
子
・
礒
永
和
貴
　
一
九
九
二
「
城
下
町
i
人
吉
の
歴
史
的
町
並
み
ー
」
『
歴
史
景
観
の
復

　
原
』
桑
原
公
徳
編
、
古
今
書
院
。

勝
俣
鎮
夫
　
一
九
六
七
「
相
良
氏
法
度
の
一
考
察
」
『
日
本
社
会
経
済
史
研
究
』
中
世
編
、
吉
川
弘
文

　
館
、
の
ち
に
勝
俣
一
九
七
九
『
戦
国
法
成
立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
に
再
録
。
服
部
ほ
か
の
批

　
判
に
応
え
る
コ
メ
ン
ト
を
加
え
た
。

熊
本
中
世
史
研
究
会
編
　
一
九
八
〇
『
八
代
日
記
』
青
潮
社
。

久
武
哲
也

千
田
嘉
博

種
元
勝
弘

鶴
嶋
俊
彦

一
九

八
三

「
人
吉
」
『
城
下
町
と
そ
の
変
貌
』
藤
岡
謙
二
郎
編
、
柳
原
書
店
。

二
〇
〇
〇

『
織
豊
系
城
郭
の
形
成
』
東
京
大
学
出
版
会
。

一
九

八
一
『
人
吉
市
史
』
第
一
巻
、
人
吉
市
史
編
さ
ん
協
議
会
編
。

一
九
九

二

『
矢
黒
城
跡
』
人
吉
市
教
育
委
員
会
。

二
〇
〇
一
「
中
世
八
代
の
城
郭
と
城
下
」
『
南
九
州
城
郭
研
究
』
第
二
号
。

服
部
英
雄
　
一
九
七
七
「
戦
国
相
良
氏
の
三
郡
支
配
」
『
史
学
雑
誌
』
第
八
六
編
第
九
号
。

　
　
　
　
　
一
九
八
〇
「
勝
俣
鎮
夫
著
『
戦
国
法
成
立
史
論
』
」
『
法
制
史
研
究
』
第
三
〇
号
。

人
吉
市
教
育
委
員
会
編
　
二
〇
〇
↓
『
戦
国
大
名
か
ら
近
世
大
名
へ
相
良
氏
の
足
跡
』
人
吉
市
制

　
施
行
六
〇
周
年
記
念
歴
史
資
料
展
図
録
。

追
記

　
脱
稿
後
、
知
覧
城
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
た
。
中
心
部
・
A
群
西
列
の
蔵
ノ
城
の
発
掘
の
結
果
、

こ
の
曲
輪
は
ひ
と
つ
の
屋
敷
地
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
ま
た
こ
れ
ま
で
の
発

掘
成
果
を
総
合
す
る
と
、
主
郭
や
蔵
ノ
城
は
十
六
世
紀
末
ま
で
使
用
さ
れ
た
が
、
最
盛
期
は
十
五
世

紀

～
十
六
世
紀
前
半
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
A
群
東
列
の
今
城
は
同
じ
よ
う
に
十

五
世
紀
か
ら
使
用
さ
れ
て
も
、
最
盛
期
は
十
六
世
紀
後
半
に
ず
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
最
終
段
階
の
主

郭
が
詰
城
的
な
機
能
に
転
じ
、
政
庁
や
儀
式
空
間
の
機
能
が
今
城
へ
移
動
し
た
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

上

田
耕
氏
の
教
示
に
感
謝
し
つ
つ
、
報
告
書
を
待
ち
た
い
。

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
考
古
研
究
部
）

（
二
〇
〇
一
年
二
月
一
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
十
月
十
一
日
審
査
終
了
）
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Casde　lb㎜s　and　Power　in　Soudl　Kyushu　du㎡ng　the　Sengo㎞and　Shokuho　Eras

SENDA　Ybshihiro

What　rules　were　fbllowed　in　drawing　up　castle　plans？Seeking　to　answer　this　ques加n，　the　author　fbcuses　on　the

south　Kyushu　region，　which　has　very　dis6nctive　castle　plans．　Using　Chiran　Castle　in　Kagoshima　Prefecture　as　an

example，　he　oudines　the“separated　structure”of　castles　in　south　Kyushu　in　the　Sengoku　period．　He　also

confirms　that　a　large　number　of　samurai　houses　were　concentrated　inside　the　castle　which　served　as　the　origins

of　the微勿o∫o”villages　of　modern　times．

　　　Next，　the　author　looks　to　Hitoyoshi　Castle　in　Kum㎜oto　Prefecture　to　examine　the　factors　that　make　up　the

castle　structure　that　were　confirmed　with　Chiran　Castle．　An　important　factor　that　made　this　study　possible　was

the　fact　that　the　site　of　Hitoyoshi　Castle　remain　in　their　entirety　and　could　therefore　be　investigated．　The　results

of　the　investigations　could　then　be　combined　with　the　research　conducted　by　KATSUMATA　Shizuo　and　HAコTORI

Hideo　on　the　power　structure　of　the　Sagara　clan　in　the　Sengoku醐ar亘ng　States）era　based　on　excellent

historical　materials　like　the“Sα宮α抱s砺1㊨吻’o”and“｝包励sカiグo　N絨ゴ”．

　　　As　a　result，　the　author　concludes　that　the　castle　plan　of　Hitoyoshi　Castle　was　influenced　not　only　by

geographical　factors　but　also　by　re即1a60ns　ste㎜ing廿om　the　power　s仕uc血re　of也e　o㎜er　of　the　cas廿e．　It　is

demonstrated，　therefore，　that　such　an　interrelationship　between　the　power　structure　of　the　o㎜er　of　the　castle

and　the　castle　plan　provides　an　important　frame　of　reference　in　the　study　of　urban　landscape　through　the　analysis

of　castles　and　castle　towns　in　the　Japanese　islands．
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