
戦国
期
の
城
下
町
構
造
と
基
層
信
仰
上
井
覚
兼
の
宮
崎
城
下
町
を
事
例
に
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②
立
地
と
歴
史
的
背
景

③宮
崎
城
か
ら
の
眺
望
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

④宮
崎
城
の
構
造

⑤
『
上
井
覚
兼
日
記
』
に
見
る
宮
崎
城

⑥
上
井
覚
兼
と
信
仰

［論
文
要旨

］

　宮
崎
城
は
現
在
の
宮
崎
市
池
内
町
に
所
在
し
た
戦
国
期
の
拠
点
城
郭
で
あ
る
。
遺
構
が
ほ
ぼ
完
全
　
　
　
　
き
わ
め
て
多
く
の
時
間
を
信
仰
に
捧
げ
て
い
た
。
④
そ
う
し
た
振
興
の
拠
点
と
な
っ
た
寺
社
は
散
在

に

残る
だ
け
で
な
く
、
一
五
八
〇
年
か
ら
一
五
八
七
年
に
か
け
て
城
主
だ
っ
た
上
井
覚
兼
（
一
五
四
　
　
　
　
的
分
布
を
示
し
、
ゆ
る
や
か
な
宮
崎
城
下
町
の
外
縁
部
を
構
成
し
た
。
⑤
宗
教
セ
ン
タ
ー
機
能
の
集

五　
一
五
八
九
）
が
詳
細
な
日
記
を
書
き
残
し
た
こ
と
で
、
城
郭
構
造
や
城
内
の
建
物
群
に
加
え
戦
　
　
　
　
積
度
が
象
徴
し
た
宮
崎
城
下
町
の
都
市
機
能
の
集
積
度
の
低
さ
は
、
都
市
機
能
が
城
と
寺
社
と
を
核

国
期
の
上
層
ク
ラ
ス
の
武
士
の
生
活
や
基
層
信
仰
ま
で
知
る
こ
と
が
で
き
、
き
わ
め
て
重
要
な
城
跡
　
　
　
　
と
し
た
広
い
地
域
に
分
散
・
分
立
し
、
そ
れ
ら
の
ゆ
る
や
か
な
結
合
に
よ
っ
て
、
都
市
的
雰
囲
気
を

であ
る
。
本
稿
は
宮
崎
城
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
物
質
資
料
群
を
統
合
し
て
歴
史
的
検
討
を
進
め
る
　
　
　
も
っ
た
場
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
城
下
町
構
造
と
評
価
で
き
る
。
圃
こ
れ
は
卓
越
し
た
都
市
的
空
間

中
世
総
合
資
料
学
の
立
場
か
ら
検
討
を
進
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
な
凝
集
を
指
標
と
し
た
畿
内
・
東
海
型
の
城
下
町
と
は
異
な
っ
た
新
た
な
類
型
の
戦
国
期
城
下
町

　検
討
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。
ω
宮
崎
城
は
綿
密
に
設
計
さ
れ
た
南
　
　
　
　
像
を
提
示
す
る
。
川
宮
崎
城
下
町
の
都
市
的
集
積
を
阻
ん
だ
要
因
に
は
分
散
・
分
立
し
た
寺
社
も
要

九州
を
代
表
す
る
戦
国
期
城
郭
で
あ
り
、
外
枡
形
や
内
桝
形
の
組
み
合
わ
せ
な
ど
、
南
九
州
に
お
け
　
　
　
　
因
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
覚
兼
の
信
仰
そ
の
も
の
も
、
そ
う
し
た
中
世
的
社
会
的
構
造
に
大
き
く
規
定

る
戦
国
期
城
郭
プ
ラ
ン
の
特
性
と
到
達
点
と
を
示
す
城
跡
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
②
城
内
に
は
武
家
　
　
　
　
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

屋敷
が
二
十
軒
以
上
建
ち
並
び
、
主
郭
に
は
主
殿
・
会
所
的
空
間
、
庭
園
、
茶
室
を
備
え
た
覚
兼
の

御
殿
が
あ
っ
た
。
③
城
主
の
上
井
覚
兼
は
計
画
的
か
つ
継
続
的
に
数
々
の
神
仏
を
信
仰
し
て
お
り
、

2
7
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中
世
総
合
資
料
学
と
し
て
の
考
古
資
料
群
の
統
合

　
こ
れ
ま
で
戦
国
期
の
基
層
信
仰
や
城
下
町
、
城
郭
研
究
は
相
互
の
連
関
を
充
分
考

慮

し
な
い
ま
ま
、
個
別
に
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
石
塔
群
や
墓
地
と
し
て
認
識
さ

れ

る
基
層
信
仰
に
せ
よ
、
城
館
・
城
下
町
遺
跡
に
せ
よ
、
本
来
ひ
と
つ
の
政
治
的
・

地
域
的
な
ま
と
ま
り
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、
考
古
資
料
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
ひ
と
つ
の
社
会
的
な
営
み
を
表
出
し
た
個
々
の
断
片
で
あ
っ
た
。

　
中
世
の
政
治
と
社
会
と
を
考
古
資
料
か
ら
解
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
個
々
の
資

料

に
つ
い
て
く
わ
し
く
検
討
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、
一
方
で
そ
れ
ら
を
個
別

の

も
の
と
し
て
く
わ
し
く
把
握
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
統
合
し
て
物
質
資
料

群
か

ら
地
域
の
政
治
と
社
会
と
を
叙
述
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

　
本
稿
で
は
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
物
質
資
料
か
ら
わ
か
る
城
郭
、
城
下
、
寺
社
の

個
別
把
握
の
み
に
よ
る
評
価
を
止
揚
し
、
文
字
史
料
を
も
援
用
し
な
が
ら
考
古
資
料

か

ら
読
み
取
れ
る
も
の
を
歴
史
的
に
意
義
の
あ
る
特
徴
的
な
地
域
構
造
の
総
体
と
し

て

叙
述

し
て
い
き
た
い
。
こ
う
し
た
試
み
に
よ
っ
て
と
も
す
れ
ば
政
治
や
社
会
構
造

と
離
れ
た
ま
ま
石
塔
の
変
遷
や
宗
教
史
の
面
か
ら
評
価
し
て
き
た
問
題
を
、
地
域
史

の
枠
組
み

の

中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
さ
ら
に
祖
先
祭
祀
に
限
ら
な

い
多
様
な
信
仰
の
あ
り
方
を
『
上
井
覚
兼
日
記
』
か
ら
瞥
見
す
る
こ
と
で
、
石
塔
造

立
の
背
景
と
な
っ
た
戦
国
期
の
基
層
信
仰
の
実
像
の
一
端
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

②
立
地
と
歴
史
的
背
景

　
宮
崎
城
は
宮
崎
市
街
の
中
心
か
ら
北
六
㎞
に
位
置
す
る
宮
崎
市
池
内
町
に
所
在
し
、

主
郭

は
標
高
九
三
m
、
山
麓
と
の
比
高
差
が
約
七
〇
m
の
丘
陵
上
に
占
地
し
て
い
た
。

宮
崎
城
は
い
く
つ
も
の
頂
部
や
鞍
部
を
含
む
南
北
に
伸
び
た
丘
陵
を
利
用
し
て
お
り
、

周
囲
の
丘
陵
と
比
べ
て
と
り
わ
け
高
い
地
形
で
は
な
い
。
し
か
し
樹
木
が
茂
っ
て
い

る
現
状
で
も
木
々
の
間
か
ら
の
眺
望
は
よ
い
。
ま
た
城
下
集
落
を
形
成
す
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
支
谷
に
め
ぐ
ま
れ
、
城
の
南
西
二
㎞
に
は
大
き
く
蛇
行
し
た
大
淀
川
が

迫
っ
て
水
運
の
掌
握
に
適
し
た
こ
と
も
、
こ
こ
が
城
に
選
ば
れ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

宮
崎
城
に
は
、
池
内
城
、
龍
峯
城
、
目
曳
城
、
馬
索
城
の
別
称
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
城
の
歴
史
は
南
北
朝
期
に
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
の
後
、
室
町
期
か
ら
戦
国
期
ま

　
と
　
の
こ
お
り

で
都
於
郡
城
に
本
拠
を
置
く
伊
東
氏
家
臣
が
城
主
と
な
っ
た
。
し
か
し
伊
東
氏
は

一
五
七

二
年
（
元
亀
三
）
に
木
崎
原
の
戦
い
で
島
津
氏
に
敗
れ
、
一
五
七
七
年
（
天

正

五
）
の
福
永
氏
謀
反
を
契
機
に
豊
後
国
に
退
い
た
。
そ
し
て
島
津
氏
は
翌
一
五
七

八
年
の
高
城
耳
川
の
戦
い
で
大
友
氏
を
撃
破
し
て
、
日
向
国
の
ほ
ぼ
全
域
を
掌
握
し

た
。　

島
津
氏
は
一
五
八
〇
年
（
天
正
八
）
頃
ま
で
に
島
津
義
弘
領
の
諸
方
郡
西
部
、
島

津
氏
一
族
の
北
郷
氏
領
で
あ
っ
た
諸
方
郡
南
部
な
ど
を
除
い
た
諸
地
域
に
地
頭
を
配

置
し
、
地
頭
・
衆
中
制
を
整
え
た
。
こ
う
し
て
成
立
し
た
島
津
氏
の
日
向
国
支
配
の

拠
点
城
郭
は
三
〇
ケ
所
以
上
に
お
よ
ん
だ
。
宮
崎
城
も
そ
う
し
た
拠
点
城
郭
の
ひ
と

つ

に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
宮
崎
城
は
一
五
七
八
年
に
島
津
忠
朝
の
家
臣
日
置
忠
充
が
城
主
と
な
り
、
一
五
八

〇

年
（
天
正
八
）
八
月
か
ら
一
五
八
七
年
（
天
正
一
五
）
五
月
頃
ま
で
上
井
覚
兼
が

城
主

に
な
っ
た
。
覚
兼
は
一
五
四
五
年
（
天
文
一
四
）
二
月
二
日
生
ま
れ
な
の
で
、

三

六
才
か
ら
四
三
才
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
覚
兼
は
島
津
家
老
中

の

職
に
あ
り
、
鹿
児
島
に
い
た
当
主
・
島
津
義
久
の
名
代
と
し
て
佐
土
原
城
の
島
津

家
久
を
助
け
、
先
に
記
し
た
島
津
義
弘
領
、
北
郷
氏
領
を
除
く
日
向
国
の
政
治
と
軍

事
を
統
括
し
た
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
宮
崎
城
は
島
津
時
の
日
向
国
支
配

に
お
い
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
拠
点
城
郭
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
重
要
性
と
と
も
に
宮
崎
城
を
戦
国
史
上
で
わ
す
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

城

に
し
た
の
は
、
城
主
の
上
井
覚
兼
が
書
き
残
し
た
日
記
の
存
在
で
あ
る
（
『
上
井

覚
兼
日
記
』
大
日
本
古
記
録
）
。
南
九
州
戦
国
史
の
基
本
史
料
に
な
っ
て
い
る
こ
の
日

記

に
よ
っ
て
、
宮
崎
城
内
や
麓
の
構
造
が
知
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
や
戦
い
、
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日
常
の
信
仰
・
儀
礼
・
文
芸
な
ど
の
よ
う
す
を
具
体
的
に
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ほ
ど
詳
細
な
城
主
本
人
に
よ
る
同
時
代
史
料
に
恵
ま
れ
た
戦
国
期
城
郭
は
全
国

的
に
も
ま
れ
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
よ
く
残
る
現
地
遺
構
と
合
わ
せ
、
宮
崎
城

の
歴
史
的
価
値
は
き
わ
め
て
高
い
と
評
価
で
き
る
。

　
上
井
覚
兼
は
宮
崎
城
主
と
し
て
政
務
を
果
た
す
と
と
も
に
、
各
地
に
出
陣
し
た
。

覚
兼
の
宮
崎
城
主
と
し
て
の
最
後
の
出
陣
は
豊
後
国
の
大
友
氏
攻
め
で
あ
っ
た
。
一

五
八
六
年
一
〇
月
一
五
日
に
宮
崎
城
か
ら
出
陣
し
、
豊
後
国
利
満
城
下
の
戦
い
で
日

向
衆
を
率
い
て
秀
吉
か
ら
派
遣
さ
れ
た
仙
石
・
長
我
部
連
合
軍
を
撃
破
し
た
。
こ
の

年
は
大
友
氏
の
城
下
町
の
府
中
（
大
分
市
）
で
越
年
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
羽
柴
（
豊
臣
）
秀
吉
が
「
九
州
国
分
令
」
違
反
と
し
て
島
津
氏
討
伐
の

た
め
大
軍
を
派
遣
し
た
こ
と
を
受
け
て
覚
兼
は
一
五
八
七
年
三
月
に
宮
崎
城
に
撤
退

し
た
。
当
然
、
宮
崎
城
の
改
修
を
進
め
、
防
御
を
固
め
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
同
年

五
月
に
は
進
軍
し
て
き
た
羽
柴
秀
長
に
降
伏
し
た
。
覚
兼
は
降
伏
後
す
み
や
か
に
宮

崎
城
を
退
去
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
羽
柴
秀
長
は
覚
兼
が
飼
っ
て
い
た
白
南
蛮
犬

を
強
く
望
ん
だ
。
し
か
し
な
か
な
か
白
南
蛮
犬
を
譲
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
覚
兼
は

督
促
を
受
け
て
い
る
。
最
終
的
に
ど
う
し
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
後
覚
兼
は
薩

摩
国
伊
集
院
の
地
頭
を
務
め
た
が
、
四
五
才
の
若
さ
で
一
五
八
九
年
（
天
正
一
七
）

に
病
没
し
た
。

　
覚
兼
退
去
後
の
宮
崎
城
は
縣
三
城
と
と
も
に
高
橋
元
種
の
領
地
に
な
っ
た
。
元
種

は
縣
の
松
尾
城
を
本
拠
と
し
た
の
で
、
宮
崎
城
は
権
藤
種
盛
が
城
主
を
務
め
た
。
一

六
〇

〇

年
（
慶
長
五
）
の
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
、
高
橋
元
種
は
の
ち
に
徳
川
方
の
東

軍

に
寝
返
っ
た
が
、
最
初
石
田
方
の
西
軍
に
味
方
し
た
た
め
、
東
軍
に
属
し
た
飲
肥

城
主
伊
東
祐
兵
の
家
臣
で
清
武
城
主
の
稲
津
掃
部
助
に
九
月
二
九
日
夜
に
急
襲
さ
れ

た
。
権
藤
種
盛
は
弟
の
種
利
、
種
公
ら
と
防
衛
に
努
め
た
が
落
城
し
、
自
刃
し
た
。

直
純
寺
（
宮
崎
市
瓜
生
野
）
に
伝
わ
る
文
書
に
よ
れ
ば
、
本
丸
の
城
主
は
権
藤
平
左

衛
門
尉
種
盛
、
南
城
代
は
権
藤
八
右
衛
門
尉
、
小
城
と
野
首
の
城
代
は
権
藤
忠
右
衛

門
尉
と
す
る
。

　
関
ヶ
原
の
戦
い
の
の
ち
、
宮
崎
城
は
高
橋
元
種
に
返
還
さ
れ
た
が
、
元
種
は
一
六

〇
一
年
か
ら
延
岡
城
を
築
い
て
新
た
な
本
拠
を
整
備
し
て
お
り
、
落
城
で
大
き
な
被

害
を
受
け
た
宮
崎
城
を
ど
の
程
度
修
復
し
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う

に
石
垣
や
定
型
的
な
枡
形
と
い
っ
た
慶
長
期
に
ふ
さ
わ
し
い
痕
跡
が
見
ら
れ
な
い
こ

と
か
ら
、
こ
れ
以
降
に
最
低
限
の
維
持
は
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
実
質
的
な
城
郭

と
し
て
宮
崎
城
が
整
備
さ
れ
て
い
た
の
は
一
六
〇
〇
年
の
攻
城
戦
ま
で
と
見
て
よ
い

だ
ろ
う
。

③
宮
崎
城
か
ら
の
眺
望
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
宮
崎
城
内
の
眺
望
を
現
実
的
な
可
視
範
囲
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
み
よ
う
。

そ
の
結
果
を
図
示
し
て
み
る
と
宮
崎
城
は
南
東
お
よ
び
南
西
方
面
へ
の
眺
望
に
特
に

す
ぐ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
図
1
）
。
現
在
の
宮
崎
市
街
地
を
挟
ん
で
南
二
〇
㎞
に

位
置
し
上
井
覚
兼
の
父
親
・
薫
兼
が
居
住
し
た
紫
波
州
崎
城
は
、
宮
崎
城
か
ら
の
南

側
可
視
範
囲
の
限
界
線
上
に
あ
り
、
両
城
が
南
北
で
宮
崎
平
野
を
押
さ
え
る
位
置
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
宮
崎
城
か
ら
ほ
ぼ
真
南
に
は
、
城
と
そ
れ
ほ
ど
高
さ
が
変
わ
ら
な
い
丘
陵
が
つ
づ

く
の
で
、
現
在
の
総
合
文
化
公
園
か
ら
宮
崎
市
役
所
に
か
け
た
ラ
イ
ン
に
は
見
通
せ

な
い
範
囲
が
広
が
っ
て
い
た
。
し
か
し
大
淀
川
の
上
流
に
向
い
た
南
西
方
面
は
川
筋

に
沿
っ
て
眺
望
が
開
け
た
。
大
淀
川
沿
い
に
は
宮
崎
城
か
ら
南
西
約
五
㎞
の
位
置
に

倉
岡
城
、
そ
こ
か
ら
南
西
約
四
㎞
に
穆
佐
城
、
そ
こ
か
ら
北
西
約
四
㎞
に
天
ヶ
城
が

位
置
し
て
、
濃
密
な
拠
点
城
郭
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
し
て
い
た
。

　
そ
れ
ら
戦
国
期
の
宮
崎
城
と
同
時
期
に
存
在
し
た
大
淀
川
沿
い
の
拠
点
城
郭
群
は
、

い
ず
れ
も
宮
崎
城
か
ら
直
接
望
む
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
逆
に
宮
崎
城
を

眺
め

る
こ
と
も
で
き
た
。
蜂
火
に
よ
る
連
絡
が
重
要
で
あ
っ
た
戦
国
期
に
お
い
て
、

互

い

に
確
認
し
あ
え
る
こ
と
は
今
日
考
え
る
以
上
に
意
味
を
も
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
良
好
な
南
側
へ
の
眺
望
に
対
し
て
、
宮
崎
城
か
ら
北
側
へ
の
眺
望
は
近
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図1　宮城城からの眺望シミュレーション（アミ部分が眺望範囲・べ一スマップは国＋地理院1／20万地勢図「宮崎」による）
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千田嘉博［戦国期の城下町構造と基層信仰］

隣
］
～
二
㎞
程
度
の
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
に
留
ま
っ
た
。
宮
崎
城
が
歴
史
上

も
っ
と
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
上
井
覚
兼
時
代
に
は
、
宮
崎
城
は
日
向
国
に
お

い
て

最
上
位
の
拠
点
城
郭
で
あ
っ
た
か
ら
、
北
側
へ
の
眺
望
を
欠
い
た
の
は
拠
点
城

郭
と
し
て
問
題
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
宮
崎
城
か
ら
北
東
約
九
㎞
に
は
、
島
津
氏
当
主
の
義
久
の
末
弟
・
家
久
が

城
主

を
務
め
た
佐
土
原
城
が
あ
り
、
信
頼
で
き
る
こ
の
城
の
存
在
に
よ
っ
て
宮
崎
平

野
北
側
の
防
御
線
を
構
成
し
た
一
ツ
瀬
川
と
宮
崎
城
北
側
の
丘
陵
部
を
完
全
に
掌
握

で

き
た
。
佐
土
原
城
と
の
連
携
に
よ
っ
て
宮
崎
城
北
側
の
眺
望
の
問
題
は
解
決
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
城
か

ら
の
可
視
範
囲
の
大
小
や
特
色
は
、
直
接
的
に
は
城
の
立
地
の
あ
り
様
を
示

し
た
。
し
か
し
ど
の
範
囲
を
見
渡
せ
た
か
は
、
そ
の
城
の
築
城
主
体
の
政
治
的
立
…
場

や
権
力
の
大
き
さ
に
対
応
し
た
。
だ
か
ら
城
を
資
料
と
し
て
読
み
解
く
際
に
可
視
範

囲
の
問
題
は
大
き
な
要
素
に
な
る
。
宮
崎
城
の
立
地
の
特
性
を
政
治
史
的
な
視
点
か

ら
考
え
る
と
、
北
側
を
見
通
せ
な
い
立
地
は
上
井
覚
兼
と
島
津
家
久
と
の
微
妙
な
政

治
関
係
を
反
映
し
た
と
評
価
で
き
る
。

　
覚
兼
は
日
向
国
の
責
任
者
で
は
あ
っ
た
が
、
家
久
を
ほ
か
の
地
頭
と
同
じ
に
扱
う

こ
と
は
決
し
て
で
き
な
か
っ
た
。
家
久
は
当
主
・
義
久
の
名
代
で
あ
り
、
実
質
的
な

権
限
は
覚
兼
が
も
っ
て
い
て
も
名
目
的
に
は
家
久
が
上
位
者
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

複
雑
な
政
治
関
係
が
相
互
に
見
通
せ
な
い
宮
崎
城
ー
佐
土
原
城
の
立
地
に
反
映
し
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

④
宮
崎
城
の
構
造

　
ω
　
構
造
の
特
色

　
宮
崎
城
は
南
九
州
の
典
型
的
な
中
世
城
郭
の
形
態
を
と
り
、
複
数
の
曲
輪
が
並
立

的
に
連
結
し
た
構
成
を
と
っ
た
（
図
2
）
。
主
郭
を
中
心
と
し
た
求
心
構
造
（
曲
輪

間
の
階
層
性
）
が
相
対
的
に
乏
し
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
輪
群
が
屋
敷
地
を
基
本
と
し

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

た
こ
と
か
ら
、
わ
た
く
し
は
こ
う
し
た
城
郭
を
館
屋
敷
型
城
郭
と
呼
ん
で
い
る
［
千

田
一
九
九
〇
・
二
〇
〇
〇
］
。
宮
崎
城
は
館
屋
敷
型
城
郭
の
な
か
で
も
宮
崎
県
の
都

於
郡
城

や
、
鹿
児
島
県
の
知
覧
城
・
志
布
志
城
と
並
び
、
も
っ
と
も
大
規
模
で
遺
構

の

保
存
に
す
ぐ
れ
た
中
世
城
郭
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
城
郭
プ
ラ
ン
の
あ
り
方
は
、
シ
ラ
ス
土
壌
と
い
う
地
質
に
よ
る
と
こ
ろ

も
あ
っ
た
が
、
よ
り
主
要
な
形
成
要
因
は
築
城
主
体
の
分
立
的
な
権
力
構
造
を
反
映

し
た
こ
と
に
あ
っ
た
［
千
田
二
〇
〇
三
］
。
そ
う
し
た
権
力
構
造
の
特
質
は
城
郭
プ

ラ
ン
に
色
濃
く
刻
印
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
く
り
返
さ
れ
た
会
所
的
儀
礼
に
よ
る
城

主

と
家
臣
と
の
信
頼
関
係
の
構
築
な
ど
日
常
の
細
部
に
お
よ
ん
で
い
た
。
発
掘
調
査

が
進
め

ば
、
建
物
構
造
と
と
も
に
儀
礼
を
示
す
遺
物
の
量
と
分
布
な
ど
か
ら
考
古
学

的
に
も
分
立
的
権
力
の
痕
跡
を
浮
き
彫
り
に
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

②
主
郭

　

先

に
述
べ
た
よ
う
に
宮
崎
城
は
曲
輪
群
の
い
ず
れ
を
主
郭
と
す
べ
き
か
迷
う
ほ
ど

並
立

的
な
プ
ラ
ン
を
も
っ
た
。
し
か
し
曲
輪
1
は
曲
輪
群
の
中
央
に
位
置
し
て
防
御

上
有
利
な
場
所
に
あ
っ
た
こ
と
、
曲
輪
皿
と
ほ
ぼ
等
高
で
は
あ
る
が
城
内
中
の
高
所

を
占
め
た
こ
と
、
内
部
を
分
割
し
て
使
用
し
た
痕
跡
が
な
い
単
郭
の
広
い
曲
輪
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
主
郭
と
判
断
さ
れ
る
。
『
上
井
覚
兼
日
記
』
に
は
「
内
城
」
の
記

述

が
あ
り
（
天
正
一
一
年
二
月
一
四
日
‥
上
巻
二
〇
三
）
、
主
郭
を
さ
し
た
も
の
と

思

わ
れ
る
。
当
該
期
は
内
城
と
呼
ば
れ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
。
直
純
寺
（
宮
崎
市

瓜
生

野
）
所
蔵
の
文
書
は
こ
の
曲
輪
を
「
本
丸
」
と
し
、
　
『
日
向
地
誌
』
は
「
椎
城
」

と
す
る
。

　
現
状
は
植
林
さ
れ
た
樹
林
、
草
生
え
地
、
耕
地
跡
に
な
っ
て
お
り
、
ご
く
一
部
を

送
電
線
の
鉄
塔
建
設
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
る
。
周
囲
に
土
塁
を
備
え
た
痕
跡
は

見
あ
た
ら
ず
、
急
峻
な
切
岸
が
囲
う
。
北
側
の
曲
輪
皿
、
南
側
の
曲
輪
H
に
対
し
て

は
そ
れ
ぞ
れ
堀
切
り
を
め
ぐ
ら
し
た
。
特
に
曲
輪
皿
に
面
し
た
堀
切
り
の
規
模
は
大

き
い
。
こ
の
堀
切
り
底
に
は
現
在
も
東
側
の
谷
筋
か
ら
宮
崎
城
に
登
る
山
道
が
入
り
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込
ん

で

お
り
、
こ
う
し
た
城
道
の
あ
り
方
は
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ

・
つ
。

　
『
日
向
地
誌
』
は
こ
の
道
を
「
満
願
寺
口
」
と
し
、
西
側
の
谷
筋
の
道
を
「
目
曳

口
」
と
す
る
。
『
上
井
覚
兼
日
記
』
に
見
え
る
「
目
曳
口
」
は
こ
れ
に
違
い
な
い
。

現
在
は
地
名
が
伝
わ
ら
な
い
『
上
井
覚
兼
日
記
』
の
「
金
丸
口
」
は
「
満
願
寺
口
」

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
し
か
し
曲
輪
皿
と
の
間
の
堀
切
り
底
を
経
由
し
て
、
本
来
ど
の
よ
う
に
主
郭
の
曲

輪

1
に
入
っ
た
か
は
地
表
面
観
察
で
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
現
在
は
曲
輪
－
北
東

の
小

さ
な
帯
曲
輪
を
通
っ
て
曲
輪
1
に
入
る
が
、
こ
の
道
筋
は
鉄
塔
建
設
時
の
新
し

い
改
修
が
加

わ
っ
て
お
り
、
ま
た
切
岸
の
登
り
方
が
不
自
然
な
と
こ
ろ
な
ど
、
当
時

の

城
道
と
す
る
に
は
不
審
な
点
が
多
い
。
曲
輪
1
の
北
西
隅
直
下
に
も
ご
く
小
さ
な

腰

曲
輪
が
あ
り
、
こ
こ
を
つ
な
い
で
曲
輪
1
に
入
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
い

ず
れ
に
せ
よ
曲
輪
1
の
北
側
塁
線
周
辺
に
は
土
木
工
事
に
よ
る
枡
形
な
ど
、
出

入
り
口
を
特
定
す
る
手
が
か
り
が
な
く
、
地
表
面
か
ら
は
そ
の
特
定
は
で
き
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
曲
輪
1
の
南
側
、
曲
輪
H
に
面
し
た
塁
線
に
は
、
堀
底
に
向
け
た
切

り
込
み
状
の
出
入
り
口
が
見
ら
れ
る
。
位
置
と
大
き
さ
、
堀
底
へ
の
連
絡
状
況
か
ら

考
え
て
、
こ
れ
は
本
来
の
出
入
り
口
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
主
郭
で
あ
っ
た
曲

輪
1
は
そ
の
位
置
と
役
割
か
ら
考
え
て
、
南
へ
も
北
へ
も
密
接
に
連
携
す
る
た
め
に

そ
れ
ぞ
れ
城
道
を
伸
ば
し
、
曲
輪
と
の
接
点
に
は
出
入
り
口
を
設
け
て
い
た
が
、
こ

の

よ
う
に
北
側
と
南
側
で
出
入
り
口
の
様
相
は
対
照
的
だ
っ
た
。

　
曲
輪
1
の
南
出
入
口
と
そ
の
先
の
城
道
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
復
原
プ
ラ
ン

を
提
示
で
き
る
。
現
在
、
曲
輪
n
a
と
曲
輪
H
b
・
H
c
間
と
を
区
分
し
た
堀
に
多

数
の

間
伐
材
が
投
げ
込
ま
れ
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
堀
が
埋
没
し
て
深
さ
を
観
察
で
き

な
い
こ
と
が
解
釈
を
む
ず
か
し
く
し
て
い
る
。
現
状
で
は
曲
輪
1
の
南
出
入
口
か
ら

外
へ
出
た
城
道
は
、
す
ぐ
南
側
の
堀
切
り
を
土
橋
で
渡
る
が
、
曲
輪
H
a
と
曲
輪
I

b
・
H
c
間
と
を
区
分
し
た
堀
の
堀
底
に
は
降
り
ず
に
、
曲
輪
n
a
側
の
切
岸
に

沿
っ
た
部
分
を
進
む
。
し
か
し
こ
こ
は
曲
輪
H
a
の
切
岸
を
二
次
的
に
つ
け
た
道
で

崩
し
て
つ
く
っ
た
疑
い
が
あ
り
、
本
来
の
状
況
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
曲
輪
1
の
南
出
入
口
の
前
面
に
あ
っ
た
堀
切
り
を
土
橋
で
渡
る
こ
と
は
、

そ
れ
だ
け
で
見
れ
ば
何
も
お
か
し
く
な
い
。
し
か
し
こ
の
堀
切
り
と
、
曲
輪
H
a
と

曲
輪
n
b
・
H
c
間
と
を
区
分
し
た
堀
と
の
関
係
を
も
考
え
る
と
、
に
わ
か
に
問
題

は
複
雑
化
す
る
。
第
1
の
可
能
性
と
し
て
、
曲
輪
－
南
側
の
堀
切
り
と
、
曲
輪
H
a

と
曲
輪
H
b
・
n
c
間
と
を
区
分
し
た
堀
が
同
じ
深
さ
だ
っ
た
と
す
る
と
、
両
方
の

堀
は
T
状
に
交
わ
っ
て
、
曲
輪
1
を
出
た
城
道
も
そ
の
ま
ま
曲
輪
H
a
と
曲
輪
H

b
・
H
c
間
と
を
区
分
し
た
堀
底
に
つ
づ
い
た
と
復
原
で
き
る
。
す
る
と
曲
輪
－
南

の

出
入
ロ
を
出
た
先
は
、
土
橋
と
い
う
よ
り
出
入
り
口
と
堀
底
と
を
結
ぶ
ス
ロ
ー
プ

状
の

通
路
だ

っ

た
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
の
可
能
性
と
し
て
曲
輪
－
南
側
の
堀
切
り
の
底
が
よ
り
深
く
、
曲
輪
H
a
と
、

曲
輪
H
b
・
n
c
間
と
を
区
分
し
た
堀
底
が
浅
か
っ
た
と
す
る
と
、
曲
輪
1
の
南
側

出
入
り
口
を
出
た
城
道
は
、
ま
ず
手
前
の
深
い
堀
切
り
を
土
橋
で
渡
り
、
土
橋
を

渡
っ
た
先
で
や
や
浅
い
曲
輪
n
a
と
、
曲
輪
H
b
・
H
c
間
と
を
区
分
し
た
堀
底
に

つ
な
が
っ
た
と
復
原
で
き
る
。

　

こ
こ
ま
で
曲
輪
n
a
と
曲
輪
H
b
・
H
c
間
と
を
区
分
し
た
堀
の
底
を
歩
い
た
こ

と
を
前
提
と
し
て
解
釈
を
進
め
て
き
た
が
、
堀
の
中
央
に
は
曲
輪
H
a
と
曲
輪
H

b
・
c
・
d
と
を
結
ん
だ
土
橋
が
現
状
で
は
見
え
る
。
こ
の
土
橋
も
本
来
の
も
の
か
、

あ
る
い
は
後
世
に
林
業
な
ど
の
た
め
に
つ
く
っ
た
も
の
か
問
題
が
残
る
。
も
し
本
来

の
姿
だ
と
す
る
と
堀
底
を
城
道
に
し
た
と
考
え
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
遺
構
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
こ
の
土
橋
は
後
世
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
、
本
来
は
な
か
っ
た
と
考
え

る
。
も
し
こ
の
位
置
に
な
に
か
あ
っ
た
と
す
れ
ば
堀
底
の
段
差
が
つ
い
て
い
た
程
度

で

は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

　
い

ず
れ
に
せ
よ
曲
輪
1
か
ら
南
側
へ
の
城
道
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
は
、
宮

崎
城
中
心
部
の
解
釈
に
大
き
な
位
置
を
占
め
、
将
来
の
史
跡
整
備
に
お
い
て
も
ポ
イ

ン

ト
に
な
る
部
分
で
あ
る
。
曲
輪
の
平
場
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
遺
構
を
発
掘
調

査
で
確
認
す
る
こ
と
で
、
宮
崎
城
の
個
性
を
さ
ら
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
に
違
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い
な
い
。

　

確
定
で
き
な
い
部
分
は
残
る
が
、
曲
輪
n
a
と
曲
輪
H
b
・
H
c
間
と
を
区
分
し

た

堀
を
通
っ
て
、
城
道
は
n
a
南
直
下
の
外
枡
形
に
至
っ
た
と
す
る
の
が
、
全
体
か

ら
考
え
て
も
っ
と
も
蓋
然
性
が
高
い
復
原
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
出
入
り
口
と
城
道

と
に
よ
っ
て
で
き
た
構
成
を
外
側
か
ら
中
心
に
向
か
っ
て
叙
述
す
る
と
、
ま
ず
最
初

に
外
枡
形
と
い
う
権
力
表
象
的
で
、
防
御
と
出
撃
性
の
高
い
出
入
り
口
が
設
定
さ
れ
、

そ
こ
を
通
っ
て
進
む
と
曲
輪
群
の
間
を
突
き
抜
け
る
直
線
的
で
幅
の
広
い
堀
底
道
が

つ
づ
き
、
さ
ら
に
そ
の
奥
に
堀
切
り
で
守
っ
た
切
り
込
み
状
枡
形
の
主
郭
（
曲
輪
1
）

出
入
り
口
が
控
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

曲
輪
n
の
そ
れ
ぞ
れ
の
削
平
地
は
後
述
す
る
よ
う
に
屋
敷
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
確

実

で
、
曲
輪
n
の
な
か
を
通
っ
た
城
道
は
、
城
内
屋
敷
の
間
を
抜
け
、
そ
れ
に
見
下

ろ
さ
れ
た
直
線
城
道
だ
っ
た
と
復
原
で
き
る
。
主
郭
の
切
り
込
み
状
の
、
内
枡
形
を

指
向
し
た
枡
形
空
間
と
、
曲
輪
H
a
南
直
下
に
張
り
出
し
た
城
道
の
先
端
に
開
か
れ

た

外
枡
形
と
は
、
両
者
の
間
の
城
道
を
挟
ん
で
連
動
し
た
一
対
の
城
門
で
あ
り
、
こ

れ

ら
城
道
と
空
間
と
は
ひ
と
つ
づ
き
の
虎
口
空
間
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
曲
輪
1
と
曲
輪
n
が
連
携
し
て
で
き
あ
が
っ
た
城
道
と
出
入
り
口
と
の
組
み
立
て

は
戦
国
期
の
出
入
り
口
と
し
て
達
成
度
が
高
い
。
戦
国
末
期
に
お
け
る
こ
の
地
域
の

城
郭
プ

ラ
ン
の
到
達
点
を
示
す
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
主
郭
で
あ
っ

た
曲
輪
1
の
南
北
出
入
り
ロ
の
違
い
は
、
単
純
に
曲
輪
1
の
塁
線
で
の
出
入
り
口
の

顕
在
／
不
顕
在
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
く
、
宮
崎
城
中
心
部
の
構
成
に
深
く
連
動
し

て

い
た
。

　
つ
ま
り
曲
輪
1
の
南
北
の
出
入
り
口
の
差
は
、
南
の
も
の
が
城
郭
全
体
の
大
手
の

出
入
り
口
の
機
能
を
担
い
、
北
の
も
の
が
城
内
の
曲
輪
間
の
連
絡
を
担
っ
た
通
用
門

的
な
機
能
を
果
た
し
た
こ
と
に
よ
る
違
い
と
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
直

純
寺
の
文
書
は
曲
輪
H
a
南
直
下
の
外
枡
形
を
「
大
手
口
」
と
し
て
お
り
、
遺
構
か

ら
の
評
価
を
補
強
す
る
。

　
な
お
現
状
で
は
曲
輪
H
と
曲
輪
皿
と
の
連
絡
に
は
曲
輪
1
を
経
由
す
る
ほ
か
な
い

が
、
主
郭
を
通
り
抜
け
て
曲
輪
H
と
曲
輪
皿
が
日
常
的
に
連
絡
し
て
い
た
と
は
考
え

に
く
い
。
間
違
い
な
く
曲
輪
1
の
裾
を
ま
わ
っ
て
連
絡
し
た
城
道
が
あ
っ
た
も
の
と

思
わ

れ

る
。
曲
輪
1
の
南
北
に
あ
っ
た
堀
切
り
先
端
部
か
ら
城
道
が
伸
び
て
い
た
可

能
性
も
あ
り
、
今
後
精
査
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

③
　
曲
輪
皿
・
曲
輪
N

　

曲
輪
1
は
主
郭
の
曲
輪
－
南
側
に
接
し
、
曲
輪
皿
と
と
も
に
大
き
な
面
積
を
も
っ

た
。
直
純
寺
の
文
書
は
曲
輪
H
全
体
を
「
百
貫
シ
ョ
ウ
ジ
」
と
し
、
『
日
向
地
誌
』

は
後
述
す
る
曲
輪
H
a
を
「
齋
藤
城
」
、
曲
輪
H
b
・
I
c
・
I
d
を
「
百
貫
城
」

と
す
る
。
近
年
の
宮
崎
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
聞
き
取
り
調
査
で
も
曲
輪
H
b
・
H

c
・
n
d
は
「
百
貫
城
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　
曲
輪
n
の
内
部
は
中
央
を
南
北
に
伸
び
た
堀
で
東
西
に
大
き
く
二
分
さ
れ
た
。
さ

ら
に
中
央
の
堀
の
東
側
の
曲
輪
は
小
さ
な
区
画
溝
で
三
つ
の
平
坦
地
に
分
け
ら
れ
た
。

曲
輪
H
b
・
n
c
・
n
d
で
あ
る
。
小
さ
な
区
画
溝
は
直
接
に
は
近
年
ま
で
使
用
し

て

い
た

畑
の
境
溝
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
平
地
城
館
の
堀
や
土
塁
、
城
下
町
の
屋
敷
区

画
が
近
代
の
地
籍
図
に
表
さ
れ
読
み
と
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
畑
の
境
溝
も
戦
国

時
代
の
曲
輪
H
の
屋
敷
区
画
を
踏
襲
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
主
郭
を
と
り
ま
い
た
大
き
な
曲
輪
群
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
『
上
井
覚
兼
日
記
』

の
記
述
か

ら
「
城
内
衆
」
の
屋
敷
群
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
が
わ
か
り
、
本
来
も
塀

や
溝
で
曲
輪
内
部
を
い
く
つ
か
に
分
け
て
い
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
将
来
の
発
掘

調
査
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
群
と
合
わ
せ
、
区
画
と
屋
敷
へ
出
入
り
し
た
曲
輪
内
の

通
路

と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
ま
と
ま
り
あ
る
屋
敷
地
を
把
握
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

　
曲
輪
H
の
い
ず
れ
の
平
坦
地
に
も
塁
線
沿
い
の
土
塁
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
出
入

り
口
の
痕
跡
も
は
っ
き
り
と
し
な
い
。
た
だ
し
曲
輪
n
a
北
側
の
帯
曲
輪
が
出
入
り

口

の

た
め
の
虎
口
空
間
と
し
て
機
能
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
曲
輪
H
b
は
踏
査
時
は

き
び
し
い
ブ
ッ
シ
ュ
に
な
っ
て
お
り
、
充
分
内
部
を
踏
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
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た
。
堀
に
面
し
た
西
側
は
一
段
低
く
な
っ
て
い
る
が
、
虎
口
空
間
と
す
る
に
は
大
き

す
ぎ
る
。
曲
輪
n
c
北
西
の
堀
か
ら
上
が
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
は
若
干
低
く
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
後
世
の
土
地
利
用
に
よ
っ
て
で
き
た
窪
地
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ

こ
も
虎
口
空
間
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
余
地
は
残
り
、
注
意
は
必
要
で
あ
る
。

　
曲
輪
W
は
曲
輪
H
の
東
側
に
位
置
し
、
両
者
の
間
に
は
幅
十
m
程
の
堀
切
り
が
あ

る
。
直
純
寺
の
文
書
は
「
猿
渡
」
、
「
馬
乗
馬
場
」
と
す
る
。
『
日
向
地
誌
』
に
は
記

載
が

な
い
。
ま
た
こ
こ
を
「
丸
城
」
と
す
る
伝
承
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
直
純
寺
の

文
書
は
曲
輪
W
を
「
丸
城
」
と
し
て
お
り
、
重
複
し
て
い
る
。
「
丸
城
」
を
個
々
の

曲
輪
の
名
称
だ
と
す
れ
ば
重
複
は
問
題
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
愛
知
県
尾
張
部
の
中

世
城
郭
で
は
城
域
端
部
の
防
御
に
比
重
を
お
い
た
曲
輪
を
「
端
城
」
も
し
く
は
「
羽

城
」
と
広
く
呼
ん
で
お
り
、
曲
輪
の
機
能
に
基
づ
い
た
呼
称
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。　

「
丸
城
」
も
「
端
城
」
に
相
当
し
た
機
能
に
基
づ
い
た
呼
称
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、

い

く
つ
か
の
曲
輪
を
そ
う
呼
ん
で
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
し
か
し
今
の
と
こ
ろ

管
見
の
限
り
で
は
「
丸
城
」
を
機
能
に
基
づ
く
呼
称
と
し
て
南
九
州
で
広
く
使
っ
て

い

た
証
拠
は
な
く
、
記
録
や
伝
承
の
矛
盾
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
な
お

注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
曲
輪
W
に
対
し
て
は
内
側
の
曲
輪
H
が
よ
り
高
所
に
あ
り
、
曲
輪
W
内
を
見

下

ろ
し
た
。
曲
輪
n
か
ら
堀
底
ま
で
は
五
m
程
の
比
高
差
が
あ
り
、
切
岸
も
急
な
の

で

防
御
性
は
た
い
へ
ん
強
か
っ
た
。
曲
輪
W
は
尾
根
筋
が
細
長
く
伸
び
た
上
に
つ
く

ら
れ
て
お
り
、
曲
輪
そ
の
も
の
も
細
長
く
、
屋
敷
地
に
使
っ
た
と
い
う
よ
り
防
御
機

能
に
主
眼
を
お
い
た
曲
輪
だ
と
評
価
さ
れ
る
。
曲
輪
面
の
削
平
度
も
曲
輪
H
と
比
べ

る
と
や
や
劣
っ
て
い
た
。

　
曲
輪
W
と
曲
輪
n
が
直
接
連
絡
し
た
か
否
か
は
や
は
り
地
表
面
観
察
か
ら
は
明
ら

か
で

は
な
い
。
曲
輪
H
に
あ
っ
た
屋
敷
地
の
間
に
曲
輪
W
へ
と
つ
づ
く
堀
切
り
を
越

え
る
道
が
伸
び
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
曲
輪

H
の
南
辺
切
岸
の
直
下
か
ら
、
曲
輪
H
・
曲
輪
W
間
の
堀
切
り
底
に
入
り
、
曲
輪
H

北
辺
切
岸
直
下
を
通
っ
て
曲
輪
－
東
辺
切
岸
直
下
へ
と
つ
づ
く
曲
輪
外
縁
部
の
周
回

路
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
曲
輪
W
の
北
東
部
と
南
東
部
は
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
張
り
出
し
た
。
こ
の
う
ち
地
形

が
相
対

的
に
緩
や
か
な
南
東
部
の
先
端
部
に
は
堀
切
り
を
備
え
て
尾
根
筋
か
ら
の
侵

入

に
対
処
し
て
い
た
。
こ
の
堀
切
り
に
は
比
較
的
明
瞭
な
対
岸
土
塁
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
ω

曲
輪
皿

　
曲
輪
皿
は
曲
輪
1
の
北
側
に
位
置
し
た
大
型
の
曲
輪
で
あ
っ
た
。
直
純
寺
の
文
書

は
「
野
首
城
」
と
し
、
地
元
で
も
同
様
に
呼
称
し
て
い
る
。
曲
輪
の
周
囲
は
そ
れ
ぞ

れ

堀
切
り
を
配
し
て
防
御
し
た
。
曲
輪
皿
北
側
の
尾
根
は
曲
輪
皿
に
つ
づ
く
主
尾
根

に
な
っ
て
お
り
、
現
状
で
は
明
確
な
堀
切
り
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
子
細
に
観

察
す
る
と
曲
輪
皿
の
北
側
塁
線
の
切
岸
直
下
が
帯
状
に
低
く
な
っ
て
お
り
、
堀
切
り

が
埋
没

し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
今
後
の
発
掘
調
査
が
待
た
れ
る
。
こ
の
鞍
部
に

東
側
か
ら
連
絡
し
た
城
道
を
『
日
向
地
誌
』
は
「
野
首
口
」
と
す
る
。
『
上
井
覚
兼

日
記
』
に
も
「
野
首
口
」
は
見
え
る
。

　
曲
輪
皿
東
側
の
尾
根
に
は
現
況
曲
輪
面
か
ら
の
比
高
差
一
〇
m
、
堀
底
部
で
の
幅

八

m
の

堀
切
り
を
備
え
た
。
堀
切
り
の
延
長
は
長
い
竪
堀
に
し
て
い
な
い
。
堀
切
り

の

対
岸
側

に
は
四
角
く
小
規
模
な
曲
輪
を
設
け
た
。
こ
の
小
曲
輪
は
櫓
台
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
、
曲
輪
内
の
窪
み
は
穴
蔵
状
施
設
の
痕
跡
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
曲
輪
皿
西
側
の
尾
根
に
は
半
円
形
に
長
く
伸
び
た
堀
切
り
を
設
け
た
。
こ
の
周
辺

の
地
形
が
緩
や
か

に
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
対
処
で
あ
っ
た
。
堀
切
り
の
外
側
に
は

わ
ず
か
な
対
岸
土
塁
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
堀
切
り
の
北
端
部
で
は
も
う
ひ
と
つ

の
小

さ
な
尾
根
が
張
り
出
し
て
い
た
。
そ
こ
で
こ
こ
に
も
対
岸
土
塁
を
築
き
、
さ
ら

に
そ
の
外
側
に
も
も
う
ひ
と
つ
の
小
さ
な
堀
切
り
を
設
け
て
万
全
の
構
え
を
と
っ
て

い
た
。

　

こ
の
堀
切
り
を
設
け
た
尾
根
は
長
く
南
西
に
延
び
た
が
、
曲
輪
群
か
ら
遠
く
離
れ
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た
尾
根
筋
の
先
に
堀
切
り
を
設
け
て
お
り
（
図
2
の
範
囲
外
に
な
り
、
図
示
し
て
い
な

い
）
、
尾
根
を
伝
っ
て
の
侵
入
を
強
く
警
戒
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

た
だ
し
そ
れ
ら
は
堀
切
り
の
周
囲
を
曲
輪
化
し
て
固
め
た
よ
う
す
は
顕
著
で
な
く
、

ま
た
堀
切
り
と
し
て
の
規
模
も
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
の
で
臨
時
の
施
設
で
あ
ろ
う
。

ま
た
二
本
あ
る
堀
切
り
の
う
ち
、
よ
り
西
側
の
一
本
は
、
尾
根
上
の
小
ピ
ー
ク
の
東

寄
り
（
宮
崎
城
寄
り
）
に
設
置
し
て
お
り
、
気
に
な
る
配
置
で
あ
る
。
宮
崎
城
を
守

る
た
め
の
配
置
な
ら
、
こ
の
小
ピ
ー
ク
を
取
り
込
ん
だ
頂
部
の
西
寄
り
に
設
置
す
る

の

が
定
石
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
頂
部
を
陣
地
化
で
き
な
い
東
寄
り
に
堀
切
り
を
入
れ

た
意
図
は
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
。

　

し
か
し
宮
崎
城
を
攻
め
た
側
が
築
い
た
施
設
だ
と
仮
定
す
る
と
、
宮
崎
城
中
心
部

に
つ
な
が
る
尾
根
筋
の
頂
部
の
ひ
と
つ
を
占
拠
し
、
宮
崎
城
側
に
二
重
の
堀
切
り
を

築
い
て
反
撃
に
備
え
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
遺
構
が
臨
時
施
設
的
な

様
相

を
示
す
こ
と
と
も
う
ま
く
一
致
し
て
整
合
的
で
あ
る
。
そ
う
し
た
可
能
性
を
も

ふ

ま
え
、
今
後
評
価
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
曲
輪
群
か
ら

遠
く
離
れ
た
堀
切
り
は
今
の
と
こ
ろ
こ
こ
し
か
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
宮
崎
城

周
辺
の
尾
根
筋
を
精
査
し
て
、
類
似
の
遺
構
が
あ
る
か
否
か
を
確
認
し
て
か
ら
最
終

的
な
評
価
を
し
た
い
。

　
曲
輪
皿
の
南
側
の
尾
根
は
曲
輪
1
に
接
し
て
お
り
、
両
者
の
間
は
自
然
の
鞍
部
を

利

用
し
た
大
き
な
堀
切
り
に
な
っ
て
い
た
。
幅
は
一
八
m
程
に
も
な
る
。
こ
の
堀
切

り
に
は
東
西
両
方
向
か
ら
宮
崎
城
へ
登
り
降
り
す
る
道
が
接
続
し
て
お
り
、
当
時
も

同
様
の
状
況
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
堀
切
り
に
面
し
て
二
段
の
帯
曲
輪
が
あ

り
、
帯
曲
輪
の
上
段
は
曲
輪
中
央
を
南
北
に
伸
び
た
通
路
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
の
通

路

は
周
囲
の
曲
輪
面
に
対
し
て
低
く
な
っ
て
お
り
、
堀
底
道
を
継
承
し
た
。

　

こ
の
曲
輪
皿
の
城
内
道
は
現
況
で
も
明
瞭
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
、
現
在
も
道
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
道
を
た
ど
つ
た
北
端
は
東
側
に
折
れ
曲
が
っ
て
、
さ

ら
に
低
く
な
っ
た
四
角
い
窪
地
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
現
在
行
き
止
ま
り
の
窪
地

で

あ
る
が
、
城
内
道
の
幅
よ
り
広
く
な
っ
た
矩
形
の
か
た
ち
か
ら
、
も
と
も
と
出
入

り
口
の
虎
口
空
間
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
城
内
道
よ
り
も
一
段
低
く
な
っ
て
い

た
こ
と
も
虎
口
空
間
だ
っ
た
と
す
れ
ば
合
理
的
で
あ
る
。
宮
崎
城
の
中
心
曲
輪
群
の

北
側

関
門
に
ふ
さ
わ
し
い
整
っ
た
出
入
り
口
と
い
え
る
。

　

こ
の
出
入
り
口
は
城
道
の
折
れ
と
空
間
を
組
み
合
わ
せ
た
出
入
り
口
と
解
析
で
き
、

定
型
化
し
た
も
の
で
は
な
い
が
内
枡
形
と
評
価
さ
れ
る
。
先
に
見
た
南
側
の
中
心
曲

輪
群
の
出
入
り
口
（
曲
輪
n
a
切
岸
直
下
）
が
外
枡
形
で
あ
っ
た
こ
と
と
一
対
と
意

識

し
て
北
側
の
中
心
曲
輪
群
の
出
入
り
口
を
内
枡
形
に
し
た
と
評
価
で
き
る
。
宮
崎

城
の
プ

ラ
ン
が
高
度
な
一
貫
性
を
備
え
た
こ
と
を
示
す
。

　
曲
輪
皿
の
内
部
は
溝
と
段
差
で
五
つ
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
本
来
は
屋
敷
地
と

し
て
使
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
曲
輪
H
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
曲
輪
内
に
見
え

る
溝
は
、
直
接
に
は
耕
地
や
林
の
所
有
者
境
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
が
、
あ
る
区
画
が

地
割
り
と
し
て
残
り
、
そ
れ
が
長
期
間
継
承
さ
れ
て
地
籍
図
に
反
映
し
た
よ
う
に
、

こ
う
し
た
溝
は
も
と
も
と
の
屋
敷
地
境
を
継
承
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　

皿
a
は
北
端
部
を
占
め
た
屋
敷
地
で
、
皿
b
と
は
溝
で
分
け
ら
れ
た
。
皿
b
は
曲

輪

皿
の
中
で
も
っ
と
も
大
き
な
面
積
を
も
っ
た
。
皿
c
は
南
西
部
分
の
屋
敷
地
で
現

況

で

は
北
半
部
が
竹
林
に
、
南
半
部
が
草
生
地
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し

た
植
生
の
差
も
所
有
者
の
違
い
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
と
も
と
の
屋
敷

地

に
起
因
し
た
歴
史
性
を
表
層
で
示
す
手
が
か
り
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

皿
d
・
皿
e
は
曲
輪
皿
の
中
央
を
南
北
に
伸
び
た
城
内
道
の
東
側
に
位
置
し
、
皿

d
が
一
段
高
い
。
皿
e
の
東
側
に
は
小
さ
な
尾
根
が
伸
び
て
お
り
、
先
述
の
よ
う
に

堀
切
り
を
設
け
て
防
備
に
万
全
を
期
し
た
。

　
㈲

曲
輪
V

　
曲
輪
V
は
曲
輪
H
の
南
方
主
尾
根
に
位
置
し
た
曲
輪
で
あ
る
。
直
純
寺
の
文
書
は

「彦
衛
門
城
」
と
し
、
『
日
向
地
誌
』
は
「
彦
右
衛
門
城
」
と
す
る
。
曲
輪
n
と
の

間
に
は
幅
一
〇
m
程
の
堀
切
り
を
設
け
て
分
断
し
た
。
こ
の
堀
底
に
は
明
瞭
な
仕
切

土
塁

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
仕
切
土
塁
の
存
在
か
ら
、
堀
底
を
通
路
と
し
て
使
用

437



国立歴史民俗博物館研究報告

　第112集2004年2月

し
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
ど
う
し
て
こ
の
堀
切
り
だ
け
が
仕
切
土

塁
を
備
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
堀
切
り
は
東
側
の
外
枡
形
に
向
か
っ
て
城
道
面
よ
り
も
高
い
位
置
で
開
口
し

て

お
り
、
そ
う
し
た
位
置
関
係
か
ら
、
外
枡
形
の
虎
口
空
間
に
対
し
た
武
者
隠
し
と

し
て
機
能
し
た
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
仕
切
は
堀
底
を
暫
壕

状
の
施
設

と
す
る
た
め
に
設
け
た
こ
と
に
な
り
、
整
合
的
に
説
明
可
能
で
あ
る
。

　
曲
輪
V
は
こ
の
北
側
の
堀
切
り
に
対
し
て
土
塁
を
備
え
た
。
出
入
り
口
に
な
り
そ

う
な
開
口
部
は
こ
の
土
塁
に
は
ま
っ
た
く
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
点
も
先
に
見
た
よ

う
に
、
堀
切
り
が
通
路
と
し
て
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
た
こ
と
と
う
ま
く
整
合

す
る
。
地
表
面
観
察
で
は
土
塁
に
石
塔
の
石
材
が
混
じ
る
こ
と
か
ら
、
表
面
を
石
張

り
し
て
補
強
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
瓦
が
散
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何

ら
か
の
瓦
葺
き
の
建
物
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
曲
輪
V
へ
の
出
入
り
口
は
曲
輪
東
側
の
一
段
低
く
な
っ
た
窪
地
状
の
小
空
間

で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
窪
地
状
の
小
空
間
が
枡
形
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
の

で

あ
ろ
う
。
曲
輪
面
の
削
平
は
よ
く
整
っ
て
お
り
、
中
心
曲
輪
群
か
ら
は
外
れ
た
が
、

そ
れ
に
次
ぐ
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
曲
輪
V
は
南
側
に
二
つ
の
段
を

も
っ
て
い
て
し
だ
い
に
高
く
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
先
端
は
櫓
台
に
な
っ
て
お

り
、
南
側
の
巨
大
な
堀
切
り
を
見
下
ろ
し
た
。

　

こ
の
堀
切
り
は
対
岸
の
曲
輪
W
ま
で
幅
一
五
m
、
堀
底
ま
で
の
比
高
差
一
〇
m
を

測
り
、
宮
崎
城
内
で
も
最
大
規
模
の
堀
切
り
で
あ
っ
た
。
突
出
し
た
櫓
台
は
今
で
こ

そ

植
林

に
よ
っ
て
見
通
し
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
圧
倒
的
な
存
在
感
が
あ
り
、
堀

切
り
と
合
わ
せ
て
南
側
尾
根
の
防
御
拠
点
で
あ
っ
た
。
櫓
台
周
辺
に
は
瓦
の
散
布
が

認
め

ら
れ
、
ど
う
や
ら
瓦
葺
き
の
櫓
が
あ
っ
た
と
わ
か
る
。

　

こ
の
櫓
台
の
東
脇
に
は
地
下
道
に
つ
づ
く
大
土
坑
が
開
口
し
て
い
る
。
掘
削
に
あ

た
っ
て
廃
土
を
周
囲
や
東
側
斜
面
に
投
棄
し
た
様
相
も
生
々
し
い
。
こ
の
遺
構
は
宮

崎
城
時
代
の
も
の
で
は
な
く
、
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
に
日
向
灘
へ
の
ア
メ
リ
カ
軍

の
上

陸
に
備
え
た
日
本
軍
陣
地
の
痕
跡
で
あ
る
ら
し
い
。
地
下
道
は
地
中
に
か
な
り

伸
び
て

い

る
よ
う
だ
が
、
開
口
部
か
ら
は
奥
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
こ
の
大
土
坑
は
す
で
に
櫓
台
の
東
端
部
を
破
壊
し
た
だ
け
で
な
く
、
し
だ
い
に
遺

構

に
深
刻
な
被
害
を
与
え
て
お
り
、
遺
構
の
滅
失
を
防
ぐ
緊
急
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

曲
輪
V
の
西
側
斜
面
に
は
小
さ
な
帯
曲
輪
と
竪
堀
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
応
、
竪
堀

と
帯
曲
輪
と
判
断
し
て
お
く
が
、
先
述
し
た
大
土
坑
と
関
連
し
た
施
設
の
痕
跡
か
も

し
れ
な
い
。

　
㈲

曲
輪
W

　

こ
の
曲
輪
W
は
曲
輪
V
の
さ
ら
に
南
の
主
尾
根
上
に
位
置
し
た
。
直
純
寺
の
文
書

は
「
丸
城
」
と
す
る
。
北
側
は
曲
輪
V
と
の
間
の
大
堀
切
り
に
接
し
て
お
り
、
堀
底

と
の
比
高
差
は
五
m
程
を
測
る
。
つ
ま
り
曲
輪
V
の
南
端
櫓
台
か
ら
は
五
m
程
標
高

が
低
く
曲
輪
W
は
見
下
ろ
さ
れ
た
。
曲
輪
W
に
は
北
側
の
大
堀
切
り
か
ら
直
登
す
る

道
が
あ
る
が
、
本
来
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
道
は
切
岸
と
曲
輪
面
を
切
り
崩
し
て

お

り
、
遺
構
保
存
の
た
め
に
は
望
ま
し
く
な
い
。

　
本
来
の
出
入
り
口
は
曲
輪
W
の
東
側
に
あ
り
、
曲
輪
内
に
溝
状
に
一
段
低
く
な
っ

た
城
道
が
確
認
で
き
る
。
曲
輪
W
の
北
東
端
か
ら
ス
ロ
ー
プ
を
登
っ
て
曲
輪
内
に
入

り
、
南
側
に
折
れ
曲
が
っ
て
通
路
を
進
ん
だ
出
入
り
ロ
プ
ラ
ン
で
、
織
豊
系
城
郭
の

定
形
化
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
よ
く
く
ふ
う
し
た
戦
国
末
期
に
ふ
さ
わ
し
い
出
入

り
口
で
あ
る
。
こ
の
出
入
り
口
は
曲
輪
W
切
岸
下
の
東
側
か
ら
南
側
へ
と
つ
づ
い
た

帯
曲
輪
に
連
結
し
た
。
こ
の
帯
曲
輪
は
城
道
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
北
側
へ
も
こ

の
帯
曲
輪
か
ら
堀
底
に
降
り
て
宮
崎
城
中
心
部
へ
と
城
道
が
伸
び
た
の
だ
ろ
う
。

　
曲
輪
W
の
西
側
か
ら
南
側
の
塁
線
に
は
わ
ず
か
に
土
塁
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

決

し
て
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、
痕
跡
程
度
で
あ
る
。
も
と
も
と
小
規
模
な
土
塁
で

あ
っ
た
の
か
、
開
墾
な
ど
に
よ
る
二
次
的
な
影
響
の
た
め
小
さ
く
な
っ
た
の
か
、
い

ず
れ
の
可
能
性
も
あ
り
得
る
が
、
ど
う
や
ら
も
と
も
と
大
き
な
土
塁
が
あ
っ
た
と
い

う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
曲
輪
の
東
側
塁
線
の
中
程
に
も
大
き
な
土
坑
が
開
ロ
し
て
い
る
。
単
純
な
穴
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で

は
な
く
、
地
中
に
向
か
っ
て
ト
ン
ネ
ル
が
伸
び
て
い
く
点
も
、
先
に
見
た
曲
輪
V

の

南
端
に
見
ら
れ
た
大
土
坑
と
共
通
す
る
。
同
様
の
も
の
は
曲
輪
W
c
の
東
斜
面
に

も
あ
る
。
す
べ
て
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
日
本
軍
に
よ
る
地
下
施
設
跡
と
見
て
よ

い
。

　

こ
れ
ら
は
周
辺
の
宮
崎
城
の
遺
構
を
破
壊
し
、
さ
ら
に
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
現

在
で
も
遺
構
に
悪
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
地
下
に
伸
び
た
ト
ン
ネ
ル
が
崩
壊

す
れ
ば
、
宮
崎
城
の
遺
構
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
雨
水
な

ど

が

そ
の
ま
ま
流
れ
込
ん
で
い
る
の
で
、
地
下
ト
ン
ネ
ル
（
あ
る
い
は
そ
の
奥
の
地

下

室
）
の
傷
み
は
進
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
な
に
よ
り
突
然
巨
大
な
垂
直
坑
が
開
口
し
て
い
る
の
で
、
ひ
じ
ょ
う
に
危

険
で
あ
る
。
宮
崎
城
の
遺
構
破
壊
の
進
行
を
く
い
止
め
、
転
落
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
、

穴
を
ふ
さ
ぐ
な
ど
の
対
策
が
至
急
必
要
だ
ろ
う
。
た
だ
し
近
年
で
は
第
二
次
世
界
大

戦
時
の
軍
事
施
設
を
研
究
す
る
「
戦
跡
考
古
学
」
が
活
発
に
な
っ
て
お
り
、
学
界
で

も
一
定
の
評
価
を
得
て
い
る
。
こ
の
巨
大
な
大
土
坑
と
地
下
道
を
文
化
財
と
し
て
位

置
づ
け
る
こ
と
も
考
慮
し
つ
つ
、
し
か
し
第
一
義
に
は
宮
崎
城
の
遺
構
保
存
を
優
先

し
て
適
切
な
保
護
を
す
べ
き
で
あ
る
。

　
曲
輪
W
の
南
側
切
岸
の
は
る
か
下
に
は
東
側
か
ら
回
り
込
ん
で
き
た
帯
曲
輪
が
あ

り
、
尾
根
部
分
に
は
土
塁
を
備
え
て
堀
切
り
と
出
入
り
ロ
と
の
機
能
を
兼
用
し
て
い

た
。
こ
の
周
囲
は
雑
木
林
と
竹
林
が
混
じ
っ
て
き
び
し
い
状
況
だ
が
、
い
く
つ
か
の

小
規
模
段
が
尾
根

に
あ
り
、
そ
れ
を
つ
な
い
で
さ
ら
に
南
の
堀
切
へ
と
城
道
が
伸
び

た
。　

⑦

曲
輪
W

　
曲
輪
W
南
側
尾
根
の
小
規
模
段
に
接
し
た
堀
切
り
を
超
え
た
先
に
、
三
つ
曲
輪
群

の

ま
と
ま
り
が
あ
っ
た
。
北
側
か
ら
曲
輪
W
a
、
曲
輪
W
b
、
曲
輪
W
c
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
曲
輪
は
い
ず
れ
も
曲
輪
W
ま
で
の
曲
輪
の
つ
く
り
方
と
異
な
り
、
曲
輪
面

の
削
平
は
充
分
で
な
く
、
切
岸
も
不
全
な
部
分
を
残
し
た
。
臨
時
・
仮
設
的
な
曲
輪

群
と
判
断
で
き
る
。

　

曲
輪
W
a
は
三
段
の
曲
輪
に
よ
り
構
…
成
し
た
こ
の
曲
輪
群
の
東
側
に
堀
底
か
ら
回

り
込
み
な
が
ら
南
へ
と
つ
づ
く
城
道
が
あ
り
、
こ
の
城
道
は
ゆ
る
や
か
な
坂
道
と

な
っ
て
主
尾
根
の
鞍
部
に
と
り
つ
い
た
。
こ
の
鞍
部
の
南
に
位
置
し
た
の
が
曲
輪
W

b
で
、
東
に
向
け
て
粗
雑
な
段
差
を
数
段
も
っ
た
。
主
尾
根
に
と
り
つ
い
た
城
道
は

曲
輪
皿
b
の
西
側
を
南
に
向
か
っ
て
伸
び
た
。

　

こ
の
辺
り
で
は
山
中
と
は
思
え
な
い
程
道
幅
が
あ
り
、
道
部
分
も
鮮
明
で
あ
る
。

中
世
の
宮
崎
城
の
城
道
が
そ
の
後
も
継
承
さ
れ
、
近
代
ま
で
道
と
し
て
使
用
さ
れ
た

と
し
て
も
相
対
的
に
で
き
す
ぎ
で
、
先
に
指
摘
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
日
本

軍

に
よ
る
地
下
施
設
構
築
に
伴
っ
て
道
筋
に
も
改
修
を
加
え
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

曲
輪
W
c
は
宮
崎
城
で
確
認
で
き
る
遺
構
の
南
端
を
占
め
た
。
東
側
か
ら
南
側
に

か

け
て
城
道
が
と
り
ま
き
な
が
ら
つ
づ
い
た
。
城
道
の
外
側
に
は
対
岸
土
塁
が
あ
り
、

こ
こ
で
は
道
筋
が
堀
状
に
な
っ
た
。
防
御
に
も
効
果
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
曲
輪
面
の

削
平
は
不
充
分
で
、
曲
輪
側
に
は
土
塁
な
ど
の
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
曲
輪
W
c
か
ら
南
の
主
尾
根
の
踏
査
も
行
っ
た
が
、
こ
れ
以
上
の
堀
切
り
は
な

か
っ

た
。
宮
崎
城
の
遺
構
は
曲
輪
W
c
を
南
限
と
判
断
で
き
る
。
し
か
し
主
尾
根
上

の

か

な
り
離
れ
た
と
こ
ろ
で
時
期
不
明
の
削
平
段
が
あ
っ
た
。
直
接
宮
崎
城
を
構
成

し
た
遺
構
と
は
で
き
な
い
が
、
屋
敷
地
な
ど
関
連
施
設
の
痕
跡
で
あ
っ
た
可
能
性
は

残

る
。
将
来
の
発
掘
調
査
を
待
ち
た
い
。
そ
し
て
宮
崎
城
の
歴
史
的
景
観
を
守
る
た

め

に
は
曲
輪
W
c
よ
り
南
側
の
尾
根
筋
を
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
と
し
て
保
全
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
㈲

曲
輪
W

　
曲
輪
珊
は
曲
輪
皿
の
北
側
に
位
置
し
た
。
寺
迫
か
ら
の
城
道
（
「
野
首
口
」
）
が
上

が
っ

て

く
る
南
側
の
尾
根
鞍
部
に
向
け
た
三
段
の
曲
輪
か
ら
構
成
さ
れ
た
。
直
純
寺

の

文
書
に
は
曲
輪
名
の
記
載
が
な
く
、
『
日
向
地
誌
』
は
「
服
部
城
」
と
す
る
。
曲

輪
珊

を
経
由
し
て
東
側
の
曲
輪
α
、
西
側
の
曲
輪
X
に
連
絡
し
、
北
端
の
曲
輪
群
で
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は
要
の
役
割
を
果
た
し
た
。
現
状
は
除
木
さ
れ
た
草
生
え
地
に
な
っ
て
お
り
、
心
地

よ
い
空
間
に
な
っ
て
い
る
。
南
側
の
尾
根
鞍
部
か
ら
最
上
段
の
曲
輪
に
向
け
て
道
が

つ
い
て

い

る
。
新
し
い
整
備
の
手
も
入
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
も
と
の
城
道
を

踏
襲
し
た
と
考
え
て
よ
い
。

　
最
上
段
の
曲
輪
の
西
側
に
は
幅
広
の
土
塁
が
あ
り
、
空
堀
を
挟
ん
で
曲
輪
X
と
対

峙
し
た
。
こ
の
土
塁
は
土
壇
上
に
な
っ
て
お
り
櫓
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
。
堀
切
り

は
深
く
尾
根
筋
の
侵
入
を
防
ぐ
の
に
充
分
な
効
果
を
発
揮
し
た
。
堀
切
り
を
挟
ん
だ

曲
輪
X
側
に
は
堀
切
り
底
か
ら
切
岸
を
直
接
登
る
窪
地
状
の
道
筋
が
つ
い
て
い
る
が
、

現
在
ま
で
使
用
し
て
い
る
の
で
壁
面
は
新
し
い
崩
落
断
面
に
な
っ
て
い
る
。

　
曲
輪
珊
か
ら
曲
輪
X
へ
ど
の
よ
う
に
連
絡
し
た
か
は
地
表
面
観
察
で
は
は
っ
き
り

し
な
い
。
現
状
の
道
筋
は
や
や
不
自
然
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
曲
輪
W
の
最
上
段
の

曲
輪
か
ら
曲
輪
X
側
へ
出
入
り
し
た
出
入
り
口
の
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ

の

点
は
曲
輪
α
へ
の
出
入
り
口
が
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
と
共
通
し
て
お
り
、
曲
輪
W

最
上
段
か
ら
は
直
接
、
曲
輪
α
お
よ
び
曲
輪
X
に
は
連
絡
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高

い
。
そ
う
す
る
と
曲
輪
珊
の
中
断
あ
る
い
は
下
段
の
曲
輪
面
か
ら
脇
の
切
岸
を
伝
っ

て

連
絡
し
た
か
、
下
段
の
曲
輪
の
切
岸
下
を
そ
れ
ぞ
れ
に
連
絡
し
た
道
筋
が
あ
っ
た

か
の

い
ず
れ
か
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
な
お
慎
重
に
踏
査
し

て

確
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
曲
輪
皿
と
曲
輪
α
と
の
間
に
は
二
重
の
堀
切
り
を
設
け
て
い
た
。
曲
輪
珊
に
近
い

西

側
の
堀
切
り
は
深
く
切
岸
も
急
に
な
っ
て
い
て
強
力
な
遮
断
線
に
な
っ
た
。
曲
輪

α

に
近
い
東
側
の
堀
切
り
は
浅
く
小
規
模
だ
っ
た
。
中
央
に
土
橋
が
あ
り
、
二
本
の

堀
切
り
の
間
に
あ
る
小
曲
輪
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
東
側
の
堀
切
り
に
沿
っ
て
土
塁

を
備
え
て
い
た
。
小
曲
輪
の
防
御
の
た
め
と
い
う
よ
り
東
側
堀
切
り
の
対
岸
土
塁
と

思

わ
れ
る
。
曲
輪
面
は
西
に
向
か
っ
て
傾
斜
し
た
。

　
小
曲
輪
の
機
能
は
形
態
か
ら
は
特
定
で
き
な
い
が
、
虎
口
空
間
的
な
役
割
を
果
た

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
状
で
は
曲
輪
珊
・
α
間
の
接
続
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ

の
小
曲
輪
を
経
由
し
て
曲
輪
α
に
出
入
り
し
た
蓋
然
性
が
高
い
。
東
側
の
小
さ
な
堀

切
り
は
古
い
時
期
の
空
堀
が
残
っ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

間
を
曲
輪
α
本
体
か
ら
分
離
す
る
た
め
に
も
有
効
で
あ
っ
た
。

虎
口

空

　
㈲

曲
輪
臥

　

こ
の
曲
輪
は
宮
崎
城
の
北
東
部
に
長
さ
一
三
〇
m
程
に
わ
た
っ
て
伸
び
た
長
大
な

曲
輪
で
あ
っ
た
。
果
樹
園
や
畑
と
し
て
近
年
ま
で
使
用
し
て
い
た
が
、
現
在
は
全
体

的
に
ブ
ッ
シ
ュ
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
。
直
純
寺
の
文
書
に
よ
れ
ば
「
射
場
城
」
と
す

る
。
現
在
で
も
地
元
で
は
「
射
場
城
」
と
呼
ぶ
。
長
大
な
形
態
故
だ
ろ
う
削
平
は
良

好

で
、
地
表
面
か
ら
曲
輪
内
に
大
き
な
段
差
や
溝
状
の
痕
跡
は
見
あ
た
ら
な
い
。
曲

輪
α

の
北
東
端
部
は
北
と
南
東
に
二
股
に
分
か
れ
て
尾
根
が
つ
づ
い
た
。

　
北
側
の
尾
根

に
対
し
て
は
三
段
ほ
ど
の
小
曲
輪
を
重
ね
、
堀
切
り
を
設
け
た
。
堀

切
り
に
は
明
瞭
な
対
岸
土
塁
が
認
め
ら
れ
る
。
堀
切
り
の
端
部
は
竪
堀
と
し
て
伸
ば

し
て
お
ら
ず
、
西
側
の
堀
底
開
口
部
か
ら
尾
根
を
伝
っ
て
山
麓
に
至
る
道
が
伸
び
た
。

本
来
も
こ
う
し
て
城
道
を
設
定
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
し
曲
輪
面
か
ら
堀

切
り
底
へ
は
は
っ
き
り
と
し
た
出
入
り
口
を
確
認
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
ル
ー
ト
と

し
て
は
あ
っ
て
も
主
要
な
城
道
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
曲
輪
α
北
東
部
の
北
側
尾
根
の
堀
切
り
に
は
早
急
な
保
全
と
修
景
措
置
が
必

要
で

あ
る
。
堀
切
り
が
残
っ
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ
た
が
、
北
東
山
麓
の
病
院
建
設

に
伴
っ
て
堀
切
り
の
対
岸
土
塁
際
ま
で
尾
根
が
大
き
く
削
ら
れ
、
地
形
が
一
変
し
て

い

る
。
削
土
し
た
斜
面
は
安
全
勾
配
を
と
る
と
は
い
え
、
立
木
が
伐
採
さ
れ
て
お
り

好

ま
し
い
状
況
で
は
な
い
。
表
土
の
流
失
等
に
よ
っ
て
土
塁
と
堀
切
り
に
影
響
が
出

る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
堀
切
り
は
宮
崎
城
の
北
東
端
を
限
る
遺
構
で
あ
り
、
確
実

に
保
存
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
曲
輪
α
南
東
の
尾
根
に
も
堀
切
り
を
設
け
た
。
曲
輪
面
か
ら
堀
底
ま
で
の
比
高
差

は
四
m
を
測
る
。
切
岸
は
急
斜
面
を
保
ち
、
堀
切
り
の
対
岸
に
は
比
高
差
を
増
す
た

め

の

対
岸
土
塁

を
備
え
た
。
堀
切
り
の
先
は
な
だ
ら
か
な
尾
根
が
つ
づ
く
が
、
こ
の

堀
切
り
ま
で
を
狭
義
の
城
内
と
判
断
で
き
る
。
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長
大
な
曲
輪
α
は
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の

が
防
御
機
能
の
比
重
が
高
く
惣
構
え
的
な
役
割
を
も
ち
、
臨
時
の
人
員
・
物
資
の
収

容
空

間
で
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。
ま
た
別
の
可
能
性
と
し
て
城
内
主
要
部
の
屋
敷

よ
り
も
階
層
の
低
い
層
の
屋
敷
地
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

も
今
後
の
発
掘
調
査
に
期
待
し
た
い
。

　
㈲

曲
輪
X

　

こ
の
曲
輪
は
宮
崎
城
の
北
西
端
に
位
置
し
た
。
堀
切
り
を
挟
ん
だ
曲
輪
珊
か
ら
は

見
下

ろ
さ
れ
た
。
東
側
の
堀
切
り
に
面
し
た
曲
輪
の
削
平
は
整
っ
て
お
り
、
こ
の
曲

輪
か

ら
北
西
に
向
け
た
四
段
の
帯
曲
輪
が
あ
っ
た
。
東
に
主
尾
根
が
伸
び
て
お
り
、

こ
れ
に
対
し
て
は
堀
切
り
を
備
え
て
遮
断
し
た
。
堀
切
り
の
外
側
に
は
対
岸
土
塁
が

認
め

ら
れ
る
。
ま
た
主
尾
根
の
ほ
か
に
北
に
向
か
っ
て
小
さ
な
尾
根
が
伸
び
た
が
、

こ
こ
に
は
二
段
の
曲
輪
を
つ
く
っ
て
い
た
。

　
曲
輪
X
は
城
外
に
向
け
た
尾
根
上
に
小
規
模
な
曲
輪
を
連
ね
、
曲
輪
の
段
差
に
よ

る
切
岸
を
重
ね
た
こ
と
で
城
内
へ
の
侵
入
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

防
御
を
強
く
意
識
し
た
曲
輪
群
で
あ
り
、
卵
の
殻
の
よ
う
に
外
周
部
か
ら
中
心
部
の

屋
敷
地

を
守
っ
て
い
た
。
し
か
し
城
域
南
端
の
曲
輪
V
・
W
の
圧
倒
的
な
防
御
の
組

み
立
て

と
比
較
す
る
と
、
北
方
を
防
御
正
面
と
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら

か

で

あ
る
。
そ
う
し
た
遺
構
の
特
色
は
、
最
初
に
検
討
し
た
宮
崎
城
の
立
地
と
政
治

的
な
城
郭
の
配
置
関
係
の
評
価
と
み
ご
と
に
一
致
す
る
。

⑤
『
上
井
覚
兼
日
記
』
に
見
る
宮
崎
城

　
ω
　
城
内
の
武
家
屋
敷

　
『
上
井
覚
兼
日
記
』
に
は
宮
崎
城
に
関
連
す
る
記
述
が
豊
富
に
あ
り
、
ほ
か
の
戦

国
期
城
郭
で
は
ふ
つ
う
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
細
か
な
城
内
の
よ
う
す
を
つ
か
む
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
日
記
を
も
と
に
宮
崎
城
内
の
構
造
を
検
討
す
る
。

　

宮
崎
城
の
遺
構
に
は
屋
敷
地
と
思
わ
れ
る
多
数
の
曲
輪
が
確
認
で
き
る
。
『
上
井

覚
兼
日
記
』
に
も
遺
構
に
対
応
し
た
記
述
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば

「城
内
之
衆
廿
人
計
二
一
二
献
参
会
候
」
と
あ
り
（
天
正
＝
二
年
正
月
‥
中
巻
一
六
二
）
、

覚
兼
の
ほ
か
に
城
内
に
屋
敷
を
も
っ
た
最
上
級
家
臣
の
城
内
之
衆
は
二
〇
人
ほ
ど
で

あ
り
、
少
な
く
と
も
二
〇
軒
の
武
家
屋
敷
が
城
内
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
城
内

之
衆
の
う
ち
氏
名
が
判
明
す
る
の
は
、
覚
兼
の
三
番
目
の
弟
で
鎌
田
氏
の
養
子
と

な
っ
た
鎌
田
源
左
衛
門
尉
、
関
右
京
亮
、
柏
原
有
閑
の
三
名
で
あ
る
［
桑
波
田
一
九

五
八
］
。

　

城
内
之
衆
は
衆
中
内
で
の
格
式
が
高
く
、
毎
年
正
月
の
覚
兼
と
の
正
式
対
面
に
お

い
て

も
や
は
り
「
城
内
之
衆
計
二
一
二
献
参
会
候
」
と
あ
り
酒
三
杯
と
肴
三
種
の
正
式

な
饗
宴
で
あ
っ
た
が
、
「
其
余
ハ
肴
一
種
に
て
御
酒
参
会
申
候
」
と
酒
一
杯
に
肴
一

種
の
簡
略
の
饗
宴
と
な
っ
て
格
差
が
あ
っ
た
（
天
正
二
一
年
正
月
一
中
巻
二
）
。
料

理

に
つ
い
て
は
景
色
な
ど
を
か
た
ど
っ
て
盛
り
つ
け
し
た
「
押
物
」
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
（
天
正
一
一
年
正
月
‥
上
巻
一
八
九
）
、
正
月
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　
城
内
之
衆
は
覚
兼
よ
り
も
上
位
者
へ
の
使
者
を
務
め
、
覚
兼
に
代
わ
っ
て
来
訪
者

を
謁
見
・
面
談
す
る
な
ど
、
城
主
で
あ
る
地
頭
の
覚
兼
の
政
務
を
補
佐
し
た
。
軍
事

面
で
も
中
核
的
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
格
式
に
見
合
っ
た
重
い
役
目
を
負
っ
た
。

こ
の
城
内
衆
と
対
比
さ
れ
、
「
其
余
」
と
さ
れ
た
の
が
「
麓
之
衆
」
で
あ
っ
た
。
城

内
で
は
な
く
宮
崎
城
の
山
麓
に
そ
れ
ぞ
れ
屋
敷
を
構
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
地
形

か

ら
考
え
て
宮
崎
城
の
周
囲
の
谷
筋
に
麓
之
衆
の
屋
敷
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

も
ち
ろ
ん
山
麓
の
屋
敷
群
が
ど
の
程
度
凝
集
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
現

在
の
と
こ
ろ
判
断
す
る
手
が
か
り
が
な
い
。
し
か
し
覚
兼
の
帰
城
に
合
わ
せ
て
衆
中

が
す
み
や
か
に
集
ま
っ
て
い
る
よ
う
す
か
ら
判
断
す
る
と
、
あ
る
程
度
高
い
凝
集
度

で

あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
山
麓
部
に
は
惣
構
え
に
相
当
し
た
施
設
は
見
あ
た
ら
ず
、

麓
之
衆
の

居
住
し
た
城
下
の
凝
集
域
を
外
郭
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
段
階
で
は
実
現

で
き
て
い
な
か
っ
た
。

　
上
井
覚
兼
が
ま
と
め
た
日
向
衆
の
武
士
た
ち
は
島
津
氏
直
参
で
覚
兼
の
も
と
に
編
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か
せ
も
の

成
さ
れ
た
衆
中
と
、
覚
兼
に
仕
え
い
わ
ゆ
る
陪
臣
に
あ
た
っ
た
内
衆
の
「
伜
者
」
と

が
あ
っ
た
。
伜
者
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
上
井
玄
蕃
助
と
上
井
神
次
、
加
治
木
駿

河
守
、
加
治
木
伊
与
介
、
安
楽
阿
波
介
で
あ
る
［
桑
波
田
一
九
五
八
］
。
伜
者
は
覚

兼
に
近
侍
し
て
親
衛
隊
的
な
役
割
を
負
っ
て
お
り
、
職
務
か
ら
覚
兼
の
館
に
近
接
し

て

屋
敷
を
も
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
近
年
の
調
査
で
織
田
信
長
が
居
城
に
し
た
愛
知
県
小
牧
城
山
麓
の
信
長
の
館
に
近

接
し
た
屋
敷
群
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
［
中
嶋
ほ
か
二
〇
〇
三
］
、
こ
れ
ら
屋
敷
群

は
信
長
の
親
衛
隊
の
屋
敷
群
と
見
て
間
違
い
な
い
。
ま
た
愛
媛
県
湯
築
城
の
調
査
で

は
河
野
氏
の
居
館
が
あ
る
曲
輪
内
に
館
に
近
接
し
た
一
群
の
屋
敷
群
を
検
出
し
て
お

り
［
中
野
ほ
か
二
〇
〇
二
］
、
こ
れ
も
大
名
の
直
属
家
臣
で
あ
る
親
衛
隊
の
集
住
の

実
態
を
示
す
資
料
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
大
名
の
館
に
近
く
に
あ
っ
て
さ
ほ
ど
大
き
く

な
い
屋
敷
群
と
い
う
特
徴
を
も
っ
た
。

　

こ
う
し
た
各
地
の
城
郭
の
様
相
か
ら
考
え
て
、
宮
崎
城
内
で
も
城
内
衆
の
屋
敷
よ

り
も
小
規
模
で
は
あ
っ
て
も
覚
兼
の
館
に
近
接
し
て
設
け
ら
れ
た
伜
者
の
屋
敷
が

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
す
べ
て
の
伜
者
の
屋
敷
が
城
内
に
あ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
基
本
的
に
伜
者
の
屋
敷
は
山
麓
に
あ
り
、
主
郭
に
あ
っ
た
覚
兼

の

館
に
出
仕
し
て
、
交
代
し
な
が
ら
詰
め
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

ど
の
よ
う
な
屋
敷
群
が
発
掘
で
検
出
さ
れ
る
の
か
、
期
待
し
て
待
ち
た
い
。

　
さ
ら
に
宮
崎
城
の
日
常
の
警
備
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

島
津
氏
の
本
拠
鹿
児
島
は
各
地
の
衆
中
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
輪
番
で
警
護
を
務
め
て

い

た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
宮
崎
城
も
宮
崎
衆
中
が
い
く
つ
か
の
番
を
組
ん
で
輪
番

の

守
備
を
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
宮
崎
城
内
に
は
単
純
に
個
々
の

屋
敷
地
が
集
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
在
番
の
た
め
の
詰
所
が
要
所
に
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
防
御
の
拠
点
に
な
る
出
入
り
口
や
櫓
の
周
囲
を
中
心
に
詰
所
を
配

置
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
②

主
郭
御
殿

　
主
郭

に
は
上
井
覚
兼
の
御
殿
が
あ
り
、
政
庁
と
居
所
と
し
て
機
能
し
た
。
こ
こ
で

は
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
正
月
を
は
じ
め
と
し
て
正
式
の
対
面
を
行
っ
て
お
り
、
主

殿

に
相
当
し
た
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
正
式
で
は
あ
っ
て
も
形
式

的
な
対
面
ば
か
り
で
は
な
く
、
室
町
・
戦
国
期
の
権
力
に
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
城
主

と
家
臣
達
と
の
人
格
的
で
親
密
な
人
間
関
係
の
構
築
に
覚
兼
も
腐
心
し
て
い
た
。

　
覚
兼
は
僧
や
城
内
之
衆
、
伜
者
な
ど
と
将
棋
や
碁
、
双
六
、
茶
湯
、
蹴
鞠
を
楽
し

み
、
『
太
平
記
』
な
ど
の
戦
記
を
若
衆
達
に
読
み
聞
か
せ
て
い
た
。
若
衆
達
も
「
終

日
」
覚
兼
の
も
と
を
訪
ね
て
い
て
、
覚
兼
を
慕
っ
て
い
た
よ
う
す
が
う
か
が
わ
れ
る

（天

正
一
三
年
五
月
一
中
巻
二
二
九
ー
二
三
〇
な
ど
）
。
ま
た
覚
兼
は
親
し
い
僧
や

城
内
之
衆
、
伜
者
を
招
い
て
「
月
次
連
歌
」
を
「
愚
亭
」
に
て
開
催
し
て
い
た
（
天

正
一
三
年
六
月
一
中
巻
二
三
二
）
。

　

こ
う
し
た
身
分
の
上
下
を
前
面
に
押
し
出
さ
ず
に
人
格
的
で
親
密
な
人
間
関
係
を

築
き
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
の
人
び
と
が
集
ま
っ
て
文
芸
活
動
を
行
う
に
ふ
さ
わ

し
い
建
物
は
会
所
空
間
で
あ
っ
た
。
主
殿
と
は
別
棟
の
会
所
空
間
を
覚
兼
の
主
郭
御

殿
が
備
え
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
③
　
主
郭
の
庭
園
と
茶
湯
之
座

　
そ
し
て
こ
の
会
所
空
間
に
隣
接
し
て
庭
園
を
設
け
た
こ
と
も
日
記
か
ら
わ
か
る
。

天

正
一
一
年
閏
正
月
に
は
庭
づ
く
り
の
記
述
が
集
中
し
て
い
る
（
上
巻
‥
一
九
ニ
ー

一
九

三
）
。
「
庭
二
樹
な
と
植
さ
せ
、
石
な
と
つ
か
ハ
せ
申
候
也
」
（
三
日
）
、
「
庭
前

二
木
な
と
あ
ま
た
栽
さ
せ
候
て
見
申
候
」
（
四
日
）
、
「
又
樹
な
と
種
≧
作
候
て
慰
候
」

（五

日
）
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
山
城
で
あ
る
こ
と
か
ら
庭
園
は
枯
山
水
だ
っ
た
と

思
わ

れ

る
。
庭
園
は
そ
の
後
も
手
を
入
れ
て
整
備
に
努
め
た
よ
う
で
、
天
正
一
三
年

に
は
「
庭
こ
か
か
り
の
松
な
と
植
さ
せ
候
」
（
正
月
一
七
日
‥
中
巻
一
六
八
）
、
「
懸

之
木
栽
さ
せ
見
申
候
」
（
同
一
八
日
一
中
巻
一
六
八
）
と
あ
る
。

　
会
所
機
能
を
補
完
し
、
近
世
に
向
か
っ
て
会
所
機
能
を
継
承
し
た
も
の
と
し
て
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［前
川
二
〇
〇
二
］
、
茶
室
は
当
該
期
の
城
館
を
考
え
る
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め

る
。
茶
室
に
関
し
て
は
天
正
＝
年
四
月
に
吉
日
だ
と
い
う
の
で
「
茶
湯
之
座
可
構

普
請
等
さ
せ
」
と
見
え
（
一
九
日
‥
上
巻
二
三
〇
）
、
さ
ら
に
「
茶
湯
座
作
候
す
る

覚
悟
之
処
二
樹
な
と
さ
せ
候
」
（
同
月
二
一
日
‥
上
巻
二
三
〇
）
、
「
茶
湯
之
座
普
請

さ
せ
候
て
見
申
候
」
と
つ
づ
い
た
（
同
月
二
二
日
　
上
巻
二
三
〇
）
。

　
翌

月
に
は
「
此
日
よ
り
茶
湯
座
造
作
企
候
、
諸
細
工
共
さ
せ
候
て
見
申
候
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
内
装
の
細
工
を
は
じ
め
た
こ
と
が
判
明
す
る
（
五
月
＝
二
日
一
上
巻
二

三

六
）
。
茶
室
ま
わ
り
は
天
正
一
三
年
に
庭
に
手
を
入
れ
た
と
き
に
も
整
備
を
進
め

て
お

り
、
庭
に
「
か
か
り
の
松
」
を
植
え
た
の
に
つ
づ
い
て
「
茶
湯
之
座
見
越
二
常

磐
木
な
と
栽
さ
せ
候
て
見
申
候
也
」
（
正
月
十
七
日
‥
中
巻
一
六
八
）
と
あ
る
。

　
一
五
八
三
年
（
天
正
二
）
の
日
記
だ
け
で
七
五
回
に
も
お
よ
ぶ
茶
会
の
記
事
が

あ
り
、
こ
の
う
ち
宮
崎
城
内
で
は
三
七
回
の
茶
会
が
開
か
れ
て
い
た
。
い
か
に
茶
湯

が
流
行
し
て
い
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。
覚
兼
も
よ
い
茶
道
具
を
収
集
す
る
こ
と
に
努

め

て

お
り
、
道
具
を
鑑
定
し
て
も
ら
っ
た
り
、
あ
る
い
は
自
慢
の
道
具
を
見
せ
た
り

し
て
い
る
。
城
が
遺
跡
化
す
る
と
多
く
の
茶
道
具
は
持
ち
出
さ
れ
、
廃
棄
さ
れ
た
も

の

も
土
中
で
滅
失
す
る
も
が
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
で
も
中
世
の
城
跡
か
ら
天
目
碗

な
ど
が
数
多
く
出
土
す
る
背
景
を
こ
う
し
た
茶
湯
の
隆
盛
は
よ
く
物
語
る
。

　

③
主
郭
の
風
呂

　

こ
れ
ら
御
殿
の
主
要
建
物
に
加
え
、
主
郭
に
建
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
は

風
呂
で
あ
る
。
天
正
一
一
正
月
に
「
風
呂
造
作
打
立
候
也
」
と
あ
り
（
三
〇
日
‥
上

巻
一
九
一
）
、
同
年
閏
正
月
に
は
「
此
日
ハ
風
呂
建
さ
せ
候
と
て
、
終
日
普
請
さ
せ

候
也
」
と
記
し
て
い
た
（
一
八
日
一
上
巻
一
九
六
）
。
日
記
の
中
に
は
し
ば
し
ば
風

呂
を
焚
か
せ
た
記
述
が
あ
る
。
し
か
し
風
呂
を
焚
い
た
の
は
純
粋
に
体
を
清
め
る
た

め
だ
け
で
は
な
く
、
対
面
や
饗
宴
の
一
環
と
し
て
風
呂
に
家
臣
や
来
訪
者
を
入
ら
せ
、

ま
た
覚
兼
自
身
も
寺
社
な
ど
を
訪
問
し
た
際
に
、
対
面
や
接
待
の
一
環
と
し
て
風
呂

に
よ
ば
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
風
呂
を
め
ぐ
る
様
相
か
ら
は
風
呂
を
も
つ
者
が
限
ら
れ
た
こ
と
を
示
し

て

お
り
、
戦
国
期
の
武
士
の
く
ら
し
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。
戦
国
期
の
城
館
内

の

風
呂
の
発
掘
例
に
は
、
吉
川
氏
に
関
連
し
た
広
島
県
の
万
徳
院
跡
が
あ
り
、
現
地

に
は
風
呂
を
原
寸
大
で
立
体
復
原
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
蒸
し
風
呂
型
式
で

あ
っ
た
が
、
宮
崎
城
の
主
郭
に
あ
っ
た
風
呂
も
同
様
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
復
原
さ
れ
た
万
徳
院
の
風
呂
に
入
っ
た
人
に
よ
れ
ば
、
蒸
気
と
木
の
香
り
が
渾
然

と
な
っ
て
す
ば
ら
し
い
癒
し
効
果
が
あ
る
と
い
う
。
宮
崎
城
で
は
す
べ
て
で
は
な
い

に
せ
よ
風
呂
を
焚
い
た
日
や
入
っ
た
人
が
わ
か
る
希
有
な
事
例
で
あ
り
、
発
掘
調
査

に
よ
っ
て
遺
構
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
心
待
ち
に
し
た
い
。

　
④
　
主
郭
の
毘
沙
門
堂

　
主

郭
内
に
あ
っ
た
宗
教
施
設
が
毘
沙
門
堂
で
あ
っ
た
。
こ
の
毘
沙
門
堂
は
茶
室
と

同
じ
天
正
十
一
年
四
月
十
九
日
が
吉
日
と
い
う
こ
と
で
工
事
を
は
じ
め
、
同
月
二
三

日
条
に
覚
兼
が
工
事
を
監
督
し
た
記
事
が
見
え
、
翌
五
月
三
日
条
に
毘
沙
門
像
を
奉

安
し
た
こ
と
を
記
す
の
で
（
上
巻
二
三
四
）
、
半
月
あ
ま
り
で
完
成
し
た
こ
と
が
わ

か

る
。
覚
兼
は
後
述
す
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
神
仏
を
信
仰
し
た
が
、
と
り
わ
け
毘

沙
門
天
へ
の
信
仰
は
厚
か
っ
た
。
毘
沙
門
堂
完
成
直
後
の
五
月
六
日
に
は
「
毘
沙
門

堂
二
茶
湯
仕
懸
、
衆
中
な
と
あ
ま
た
寄
合
、
終
日
慰
候
也
」
と
あ
り
、
完
成
の
お
披

露
目
を
し
て
い
る
（
上
巻
二
三
五
）
。

　
㈲

主
郭
の
工
房

　
主
郭
内
に
は
御
殿
が
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
工
房
を
併
設
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
た
と
え
ば
「
恒
如
、
此
日
も
番
匠
、
金
細
工
、
刀
鞘
細
工
、
塗
物
師
な
と
、
種

≧
さ
せ
候
て
見
申
候
、
鉄
放
台
就
中
拙
者
見
候
て
、
申
付
候
也
」
と
い
っ
た
記
述
が

あ
り
（
天
正
一
一
年
六
月
一
四
日
‥
上
巻
二
四
八
）
、
覚
兼
に
直
属
し
た
職
人
の
工

房
が
御
殿
に
近
接
し
て
主
郭
も
し
く
は
城
内
に
あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
青

森
県
の
根
城
で
は
そ
う
し
た
主
郭
内
の
工
房
が
発
掘
で
判
明
し
て
お
り
、
宮
崎
城
で
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も
同
様
の
様
相
を
想
定
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
㈲

主
郭
の
建
物
配
置

　
主

郭
内
の
主
要
建
物
群
の
配
置
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
の
が
天
正
一
一
年
二
月
一

四

日
の
記
述
で
、
主
郭
に
比
定
で
き
る
「
内
城
」
に
招
い
た
賓
客
と
ま
ず
「
御
礼
茶
」

が
あ
り
、
つ
い
で
「
御
め
し
」
と
な
っ
た
。
時
間
が
た
っ
て
か
ら
場
所
を
移
し
て
「
奥

座
」
に
て
押
物
と
思
わ
れ
る
「
押
肴
に
て
御
酒
」
と
な
り
、
最
後
は
さ
ら
に
場
所
を

移

し
て
「
茶
湯
之
座
に
て
点
心
参
候
て
、
御
酒
数
篇
参
候
、
御
茶
勿
論
候
」
と
な
っ

た
（
上
巻
‥
二
〇
三
－
二
〇
四
）
。

　
お

そ
ら
く
最
初
の
「
御
礼
茶
」
と
「
御
め
し
」
が
主
殿
空
間
で
の
正
式
な
対
面
と

饗
宴
で
あ
り
、
「
奥
座
」
で
の
「
押
肴
に
て
御
酒
」
が
「
内
≧
懸
御
目
」
と
あ
る
様

相
か
ら
も
会
所
空
間
で
の
内
的
な
饗
宴
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
主
殿
と
会

所
と
を
使
い
分
け
た
室
町
期
の
武
家
儀
礼
に
則
っ
た
対
面
と
饗
宴
に
、
茶
室
で
の
さ

ら
に
親
密
で
個
人
的
な
饗
宴
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
儀
礼
の
進
行
に
つ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
や
部
屋
を
使
い
分
け
て
お
り
、
移
動
も

ス

ム

ー
ズ
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
か
ら
主
殿
空
間
、
会
所
空
間
、
茶
室
と

い

っ

た
建
物
群
を
廊
下
で
結
ん
だ
御
殿
群
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
所
空
間

は
「
奥
座
」
と
あ
る
よ
う
に
、
御
殿
群
の
中
で
は
内
向
き
に
あ
っ
た
こ
と
、
お
そ
ら

く
会
所
空
間
と
茶
室
は
近
接
し
た
だ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
覚
兼
は
立
花
の
名

人
で
あ
り
、
会
所
空
間
や
茶
室
は
室
礼
に
則
っ
て
み
ご
と
に
飾
り
付
け
ら
れ
て
い
た

に
違
い
な
い
。

　
ω
　
弓
場

　
武
士

に
と
っ
て
武
芸
の
鍛
錬
を
怠
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
『
上
井
覚
兼
日
記
』

に
は
宮
崎
城
の
弓
場
が
登
場
し
た
。
た
と
え
ば
「
弓
場
普
請
各
衆
へ
さ
せ
申
候
也
」

（天
正

＝
年
五
月
八
日
‥
上
巻
二
三
五
）
と
あ
る
の
を
は
じ
め
に
、
「
朝
普
請
二
、

坪
弓
場
誘
さ
せ
候
也
（
中
略
）
拙
者
手
之
衆
共
、
坪
弓
場
に
て
弓
之
事
仕
候
、
見
申

慰
候
」
と
あ
る
（
同
月
一
〇
日
‥
上
巻
二
三
六
）
。
さ
ら
に
普
請
の
記
述
は
翌
一
一

日
に
も
見
え
、
そ
の
翌
日
で
あ
る
一
二
日
と
一
八
日
に
は
、
体
調
を
崩
し
て
い
た
覚

兼
は
乗
物
に
乗
っ
て
麓
に
下
り
、
弓
場
普
請
の
進
捗
状
況
を
確
認
し
た
（
天
正
＝

年
五
月
一
二
日
お
よ
び
一
八
日
‥
上
巻
二
三
六
・
二
三
七
）
。

　

こ
の
記
述
か
ら
弓
場
は
山
麓
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
同
年
六
月

一
四

日
の
記
述
に
は
「
暮
候
て
弓
場
よ
り
帰
候
也
」
と
あ
り
（
上
巻
二
五
〇
）
、
弓

場
が
主
郭
へ
登
っ
て
い
く
城
道
の
道
筋
の
そ
ば
に
位
置
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
同
年
六
月
二
五
日
の
記
述
に
は
「
目
曳
口
弓
場
」
と
見
え
る
か
ら
（
上
巻
二

五

四
）
、
こ
の
弓
場
は
宮
崎
城
西
側
の
山
麓
に
位
置
し
た
こ
と
が
確
定
す
る
。
目
曳

口

は
宮
崎
城
主
郭
の
北
側
堀
切
り
に
到
達
し
た
城
道
で
あ
り
、
六
月
一
四
日
の
記
述

と
も
よ
く
符
合
す
る
。
山
麓
部
で
弓
場
の
痕
跡
を
探
す
踏
査
は
行
っ
て
い
な
い
が
、

何
ら
か
の
遺
構
を
確
認
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
㈲

草
払
い

　
春
か

ら
夏
に
か
け
て
は
草
木
が
茂
る
。
宮
崎
城
の
よ
う
な
山
城
で
は
草
払
い
は
た

い

へ
ん

な
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
特
に
塁
線
周
辺
は
見
通
し
を
よ
く
し
、
鉄

砲
や
矢
が
通
る
よ
う
に
し
て
い
た
か
ら
、
草
も
よ
く
生
え
た
に
違
い
な
い
。
草
が
茂

る
こ
と
は
迷
惑
な
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
切
岸
の
土
砂
流
失
を
防
ぐ
こ
と
で
も

あ
っ
た
か
ら
、
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
天
正
一
三
年
七
月
に
は

「城
之
草
払

さ
せ
候
て
見
申
候
、
岸
切
せ
候
処
も
候
」
と
あ
り
、
翌
日
も
「
此
日
も

草
払
い
、
昨
日
一
日
に
ハ
不
事
成
候
間
」
と
二
日
が
か
り
で
除
草
を
し
て
い
た
二

八
日
・
一
九
日
‥
中
巻
二
四
七
）
。

　
除
草
を
し
て
曲
輪
の
切
岸
の
状
況
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
、
防
御
上
の
弱
点
や

塁
線
の
傷
み
も
点
検
で
き
た
よ
う
で
、
部
分
的
に
切
岸
を
整
え
た
こ
と
が
記
述
か
ら

わ
か
る
。
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㈲

道
の
整
備

　
宮
崎
城
の
南
西
の
大
淀
川
北
岸
に
位
置
し
た
柏
田
は
、
宮
崎
城
に
と
っ
て
大
淀
川

の
水
運

を
押
さ
え
た
軍
事
的
、
経
済
的
に
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た
。
覚
兼
も
柏
田
ま

で
船
を
用
い
て
騎
乗
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
そ
こ
で
城
と
柏
田
と
の
間
に

新
た
な
道
を
つ
く
っ
て
整
備
し
、
連
絡
を
速
や
か
に
し
て
い
た
（
天
正
一
一
年
閏
正

月
二
一
日
・
二
七
日
‥
上
巻
一
九
六
・
一
九
八
）
。

　
㈹

犬
馬
場

　
『
上
井
覚
兼
日
記
』
に
は
犬
追
物
の
記
述
も
多
い
。
日
記
の
中
で
は
宮
崎
城
下
で

の
犬

追
物
の
開
催
は
確
認
で
き
な
い
が
、
『
伊
勢
守
心
得
書
』
は
覚
兼
が
犬
追
物
の

参
仕
を
固
辞
し
て
島
津
義
久
の
不
興
を
こ
う
む
っ
た
こ
と
を
記
し
た
。
犬
追
物
は
武

家
儀
礼
と
し
て
重
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
家
臣
の
務
め
で
も
あ
っ
た
。

　
宮
崎
城
の
西
側
の
谷
筋
に
現
在
で
も
犬
馬
場
の
通
称
地
名
が
あ
り
、
宮
崎
城
が
犬

馬
場
を
備
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
直
後
に
ア
メ
リ
カ
軍
が
撮
影

し
た
航
空
写
真
の
実
体
視
を
行
っ
た
が
、
馬
場
の
痕
跡
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
犬

馬
場
の
位
置
は
、
柏
田
の
北
で
岩
戸
社
の
西
側
あ
た
り
の
河
原
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

⑥
上
井
覚
兼
と
信
仰

　
上

井
覚
兼
は
宮
崎
城
を
拠
点
に
地
頭
と
し
て
日
向
国
の
経
営
に
努
め
、
島
津
氏
老

中
と
し
て
鹿
児
島
の
会
議
に
出
席
し
た
。
そ
し
て
日
向
衆
を
率
い
て
島
津
氏
が
進
め

た
九
州
統
一
の
戦
い
に
連
年
出
陣
す
る
多
忙
な
年
月
を
送
っ
て
い
た
。
し
か
し
覚
兼

は
こ
れ
ほ
ど
多
忙
な
日
々
の
中
で
、
驚
く
ほ
ど
の
時
間
を
信
仰
に
割
き
、
さ
ま
ざ
ま

な
神
や
仏
に
信
心
を
捧
げ
て
い
た
。
こ
う
し
た
上
井
覚
兼
の
信
仰
を
玉
山
成
元
の
研

究

に
よ
っ
て
概
観
す
る
［
玉
山
一
九
六
九
］
。

　
『
上
井
覚
兼
日
記
』
は
今
日
ま
で
に
失
わ
れ
た
部
分
も
少
な
く
な
く
、
年
間
を
通

し
て
覚
兼
の
活
動
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
一
五
八
三
年
（
天
正
一
一
）
～
一
五

八
六
年
（
天
正
一
四
）
の
四
年
間
に
限
ら
れ
た
。
覚
兼
の
三
九
歳
か
ら
四
二
歳
に
あ

た
っ
て
お
り
ま
さ
に
働
き
盛
り
と
い
え
る
歳
だ
が
、
こ
の
頃
す
で
に
覚
兼
は
体
調
を

崩
し
は
じ
め
て
お
り
、
四
五
歳
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
い
え
ば
晩
年
の
日
記
と
も

い

え
る
。
さ
て
、
玉
山
が
日
記
か
ら
信
仰
関
係
の
記
事
を
抽
出
し
た
ご
と
く
、
規
則

正

し
く
覚
兼
は
信
心
を
捧
げ
て
い
た
。

　

宮
崎
城
で
政
務
を
執
っ
て
い
た
期
間
で
見
る
と
、
た
と
え
ば
天
正
一
一
年
閏
正
月

で

は
二
九
日
間
の
う
ち
一
三
日
間
に
何
ら
か
の
宗
教
活
動
の
記
述
が
あ
り
、
同
年
四

月
で
は
二
九
日
間
の
う
ち
一
八
日
間
も
読
経
や
看
経
、
祈
念
な
ど
を
し
て
い
た
。
日

に
ち
と
の
関
係
で
見
る
と
、
お
お
む
ね
毎
月
一
日
と
一
五
日
は
読
経
・
看
経
を
行
っ

て

い

た
。
覚
兼
が
法
華
経
を
持
経
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
読
ん
だ
の
は
「
法
華
経
」

と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
覚
兼
は
先
に
見
た
ご
と
く
一
五
八
三
年
に
宮
崎
城
内
に
毘
沙
門
堂
を
建
て
た

よ
う
に
、
四
天
王
の
随
一
で
北
方
の
守
護
神
で
あ
っ
た
毘
沙
門
天
を
深
く
信
仰
し
て

い

た
。
毎
月
三
日
に
は
宮
崎
城
に
い
れ
ば
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
城
内
毘
沙
門
堂
の
毘
沙

門
天
に
参
詣
し
、
出
陣
中
で
あ
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
欠
か
さ
ず
に
お
そ
ら
く
「
法
華
経
」

を
読
請
し
て
い
た
。

　

そ
し
て
毎
月
八
日
と
一
二
日
は
病
気
平
癒
に
功
徳
が
あ
る
薬
師
如
来
へ
の
参
詣
、

一
八
日
は
衆
生
が
救
済
を
求
め
る
と
す
ぐ
に
救
っ
て
く
れ
る
観
音
菩
薩
へ
の
祈
念
、

二
三

日
は
三
尺
虫
が
上
帝
に
罪
を
奏
上
す
る
の
を
防
ぐ
月
待
ち
（
庚
申
待
ち
）
で
読

経
を
行
い
、
二
四
日
は
衆
生
を
救
済
し
、
ま
た
戦
を
勝
利
さ
せ
る
地
蔵
菩
薩
へ
の
祈

念
、
二
五
日
は
学
問
の
神
様
で
あ
る
天
神
へ
の
祈
念
と
連
歌
会
、
二
八
日
は
竈
の
神

で

あ
る
荒
神
へ
の
祈
念
を
行
い
、
ま
た
覚
兼
の
信
仰
が
篤
か
っ
た
折
生
迫
の
御
崎
観

音
の
僧
を
宮
崎
城
に
招
い
て
講
読
を
受
け
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
神
仏
へ
の
読
請
や
祈
念
に
加
え
、
覚
兼
は
宮
崎
城
周
辺
の

寺
社
へ
し
ば
し
ば
参
詣
し
た
。
富
永
嘉
久
に
よ
れ
ば
、
西
方
院
（
宮
崎
市
瓜
生
野
）

に
四
七
回
、
満
願
寺
（
宮
崎
市
池
内
町
）
に
四
三
回
、
御
崎
観
音
（
宮
崎
市
折
生
迫
）

に
三
七
回
、
伊
勢
社
（
宮
崎
市
加
江
田
）
に
三
一
回
、
曽
山
寺
（
宮
崎
市
加
江
田
）
に

445



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第112集2004年2月

三
一
回
、
円
福
寺
（
宮
崎
市
加
江
田
）
に
三
〇
回
、
金
剛
寺
（
宮

崎
市
大
瀬
町
）
に
二
六
回
、
木
花
寺
（
宮
崎
市
加
江
田
）
に
二
三
回
、

奈
占
八
幡
（
宮
崎
市
南
方
町
）
に
一
七
回
、
沙
汰
寺
（
宮
崎
市
ド
北

方
町
）
に
、
五
回
、
瓜
生
野
八
幡
（
宮
崎
市
瓜
生
野
）
に
八
回
、

住
吉
社
（
宮
崎
市
塩
路
）
に
七
回
、
瓜
生
野
天
神
（
宮
崎
市
上
北
方
）

に
五
回
も
参
詣
を
し
て
い
た
。
参
詣
．
・
二
回
の
寺
社
を
加
え
れ

ば
、
さ
ら
に
そ
の
数
は
多
く
な
っ
た
［
富
永
一
九
八
五
］
。

　
日
記
が
約
五
年
分
に
相
当
す
る
六
三
ケ
月
分
し
か
伝
存
し
な
い

こ
と
、
日
記
が
残
っ
て
い
て
も
年
間
三
ケ
月
程
は
出
陣
し
て
い
て

宮
崎
城
周
辺
の
寺
社
に
参
詣
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

日
々
の
看
経
・
読
経
と
合
わ
せ
覚
兼
の
日
常
に
お
い
て
信
仰
が
大

き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
さ
ら
に
宮

崎
城

に
は
木
花
寺
の
僧
を
は
じ
め
多
く
の
宗
教
者
が
覚
兼
を
訪
ね

て

語

ら
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
面
談
に
は
当
然
、
覚
兼
の
信
心
が

篤
か
っ
た
「
法
華
経
」
な
ど
宗
教
的
対
話
も
含
ん
で
い
た
に
違
い

な
い
。

　
さ
て
、
覚
兼
が
多
く
参
詣
し
た
寺
社
を
地
図
上
で
確
認
し
て
み

る
と
興
味
深
い
こ
と
が
わ
か
る
（
図
3
・
図
4
）
。
参
詣
し
た
寺

社
が
宮
崎
城
の
周
辺
と
、
覚
兼
の
父
親
で
あ
る
薫
兼
が
居
城
に
し

て

い

た
紫
波
州
崎
城
へ
の
道
中
お
よ
び
紫
波
州
崎
城
の
周
囲
に
ま

と
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
西
方
院
、
満
願
寺
、
奈
古
八
幡
は
宮

崎
城
か

ら
一
㎞
以
内
で
あ
り
、
金
剛
寺
や
沙
汰
寺
は
二
・
五
㎞
程

度
の
距
離
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
寺
社
の
分
布
範
囲
を
凝
集
的
な
城

下
の

範
囲
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
寺
社
の
分
布

圏
が
ゆ
る
や
か
な
宮
崎
城
下
域
を
構
成
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

　
上

井
覚
兼
は
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
を
宮
崎
城
下
の
凝
集
域
に
移
転

ρ箏
／窪ぐ％

㌍賑

轟
驚
蝿

　
　
　
、
蔭
樋

　

ず
西

　

　
　
〆

藩
ご
懸
寓
萄

　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　2000m

図3　覚兼が参詣した寺社1（ベースマップは1／20万地勢図「宮崎」による）
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図4　覚兼が参詣した寺社2（・は詳しい所在地不祥寺社、ベースマップは1／20万地勢図「日向青島」による）
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さ
せ
、
た
と
え
ば
寺
町
の
よ
う
に
集
め
る
こ
と
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の

寺
社
の
僧
や
神
官
は
覚
兼
と
日
常
的
で
人
格
的
な
信
頼
関
係
を
築
き
、
地
域
に
お

け
る
文
化
と
教
養
の
担
い
手
で
あ
っ
た
が
、
政
治
的
に
は
分
立
的
様
相
を
色
濃
く

も
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
城
下
に
宗
教
機
能
を
一
元
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た

め
、
宗
教
施
設
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
分
散
的
な
立
地
と
な
り
、
可
視
化
さ
れ
る
よ
う
な

城
下

の

外
縁

は
は
っ
き
り
と
は
展
開
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
宮
崎
城
下
町
の
宗
教
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、

都
市
機
能
全
般
の
集
約
度
の
低
さ
を
暗
示
す
る
。
お
そ
ら
く
宮
崎
城
下
は
ひ
じ
ょ
う

に
ゆ
る
や
か
な
か
た
ち
で
城
郭
－
麓
の
武
家
屋
敷
ー
直
属
商
工
業
者
居
住
区
ー
市
町

ー
寺
社
ー
湊
が
結
び
つ
き
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
都
市
的
な
雰
囲
気
の
地
域
を
構
成

し
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
紫
波
州
崎
城
に
つ
い
て
も
よ
り
小
規
模

で

は
あ
る
が
同
様
の
形
態
と
推
測
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
宗
教
施
設
を
手
が
か
り
と
し
た
宮
崎
城
下
町
の
分
析
成
果
が
正
し
い
と

す
れ
ば
、
従
来
充
分
に
評
価
で
き
な
か
っ
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
戦
国
期
城
下
町
像
を

浮
か
び
上
が

ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
機
内
・
東
海
地
域
を
指
標
と
す
る
き
わ
め
て

凝
集
度
の
高
い
戦
国
期
城
下
町
に
対
し
て
、
城
を
中
心
と
し
た
一
定
の
地
域
が
ゆ
る

や

か

に
結
合
し
て
都
市
的
雰
囲
気
を
構
成
し
た
分
散
的
な
城
下
町
の
存
在
で
あ
る
。

「
都
市
」
の
区
分
は
地
域
に
お
け
る
中
心
地
機
能
の
相
対
的
な
高
さ
を
尺
度
に
分
析

さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
の
「
都
市
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
宮
崎
城
型

の

城
下

町
を
都
市
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
都
市
か
否
か
を
問
題
に
す
る

こ
と
は
意
味
を
も
た
な
い
。

　

畿
内
・
東
海
型
の
城
下
町
と
の
違
い
を
生
み
出
し
た
決
定
的
な
要
因
は
、
商
工
業

者
の
集
積
度
の
違
い
に
あ
っ
た
。
日
記
に
現
れ
た
寺
社
は
そ
れ
ぞ
れ
当
然
の
こ
と
な

が

ら
領
主
と
し
て
の
面
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が
職
人
を
抱
え
、
あ
る
い
は
門
前
の
市

町
と
と
も
に
交
易
・
流
通
に
も
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
寺
社
を
核

と
し
た
職
人
集
団
の
把
握
、
交
易
・
流
通
機
構
…
そ
の
も
の
が
、
実
は
宮
崎
城
下
町
の

都
市
機
能
の
集
積
を
阻
ん
だ
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
上
井
覚
兼
日
記
』
に
か
い
ま
見
る
覚
兼
の
篤
い
信
仰
は
、
戦
国
末
期
を
生
き
た

ひ

と
り
の
武
士
の
精
神
世
界
を
鮮
や
か
に
物
語
る
が
、
そ
れ
は
中
世
的
な
社
会
構
造

に
強
く
規
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
、
そ
の
枠
組
み
を
打
ち
破
る
思
惟
へ
と
つ
づ
く
も

の

で
は
な
か
っ
た
。

註（
1
）
　
ソ
フ
ト
は
杉
本
智
彦
氏
に
よ
る
カ
シ
ミ
ー
ル
ω
O
“
＜
2
や
＼
ソ
フ
ト
を
用
い
、
計
算
範
囲
を
半

　

径
二
十
二
㎞
と
し
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
。
ベ
ー
ス
マ
ッ
プ
は
国
土
地
理
院
の
数
値
地

　

図
を
用
い
た
。
宮
崎
城
内
に
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
設
定
し
て
可
視
範
囲
を
合
成
し
た
。
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〇
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The　Stmcture　of　Castle　Towns　and　Religion　in　tlle　Sengoku　Period：

the　Case　of　tlle　Miyazaki　Castle　Towll　of　UωαεKα先μ跨eη

SENDA　Yoshihiro

　　Miyazaki　castle　dates　from　the　Sengoku　period　and　was　built　on　a　site　in　present－day　Ikeuchi－

cho　in　Miyazaki　city．　Although　all　that　remains　are　mostly　castle　ruins，　a　detailed　diary　left　be－

hind　byσωα」καム〃eπ（1545－1589），the　lord　of　the　castle　from　1580　to　1587，　is　an　extremely

precious　diary　（σωα‘んαんμ〃εηNjんんの　as　it　tells　of　the　castle’s　structure，　buildings　contained

within　its　fortress，　the　basic　beliefs　and　lifestyles　of　the　warrior　class　who　were　considered　an

upper　class　during　the　Sengoku　period．　The　study　described　in　this　paper　adopts　a　newly　estab－

lished　method　of　investigating　the　Medieval　period　that　combines　all　disciplines（中世総合資料

学），and　in　so　doing　makes　an　historical　examination　through　integrating　numerous　physical　ma－

terials　related　to　Miyazaki　castle．

　　　The　following　facts　and　information　have　come　to　light　as　a　result　of　this　study．1）Miyazaki

castle　is　a　castle　from　the　Sengoku　period　that　is　representative　of　castles　in　southern　Kyushu

which　were　designed　to　stand　side　by　side　baileys　with　In－turned　and　Out－turned　entrances．　As

such，　it　illustrates　the　unique　features　and　sophistication　of　the　layouts　of　southern　1くyz↓shzz　cas－

tles　from　the　Sengoku　period．2）More　than　20　warrior　residences　were　built　within　the　castle

baileys，　and　in　the　center　wasκヨ丘ロAeパs　mansion　which　consisted　of　the　main　living　quarters，　a

gathering　place，　garden　and　tea　room．3）σωα㍍K励漉eη，　the　lord　of　the　castle，　intentionally　and

continuously　believed　a　number　of　Buddhist　and　Shinto　beliefs　and　devoted　an　inordinate

amount　of　time　to　his　beliefs．4）There　was　a　scattering　of　temples　and　shrines　that　served　as

bases　for　promoting　such　beliefs　and　these　formed　the　outer　perimeter　of　the　quiet　castle　town

of　Miyazaki．5）The　low　concentration　of　urban　functions　of　the　castle　town　of　Miyazaki　symbol－

ized　by　a　concentration　of　religious　functions　can　be　seen　as　a　structure　in　which　urban　func－

tions　were　dispersed　over　a　wide　area．　With　the　castle　at　its　core　and　the　combination　of　these

functiolls　gave　rise　to　a　castle　town　that　had　an　urban　atmosphere．6）This　produced　a　new　kind

of　castle　town　in　the　Sengoku　period　that　was　different　from　the　castle　towns　of　the　Kiπαj　and

7b〃αj　regions（the　main　island　of　Japan）which　were　characterized　by　the　agglomeration　of　very

distinguishable　urban　spaces．7）　One　factor　that　hindered　an　urban　concentration　in　the　castle

town　of　Miyazaki　was　the　scattering　of　temples　and　shrines．　The　beliefs　of翫九んeηwere

largely　prescribed　by　the　structure　of　this　kind　of　medieval　society．
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