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十
五
世
紀
中
葉
に
お
け
る
伊
勢
氏
権
力
構
造
と
被
官
衆 
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伊
勢
湾
・
知
多
湾
・
三
河
湾
・
渥
美
湾
を
伊
勢
湾
内
海
と
し
て
広
域
的
に
と
ら
え
る
と
、
交
通
の

要
衝
が
室
町
将
軍
権
力
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
論
で
は
残
存
史
料
が
豊

富
で
、
伊
勢
湾
内
海
と
も
関
わ
り
を
持
っ
た
将
軍
側
近
・
政
所
執
事
の
伊
勢
氏
を
通
し
て
、
そ
の
権

力
編
成
が
伊
勢
湾
内
海
地
域
に
与
え
た
歴
史
的
影
響
を
探
っ
た
。

　

そ
の
た
め
に
本
論
で
は
、
十
五
世
紀
中
葉
に
お
け
る
伊
勢
氏
と
被
官
衆
と
の
結
合
関
係
の
分
析
を

通
し
て
、
被
官
衆
の
組
織
形
態
の
全
体
像
を
把
握
し
、
そ
の
編
成
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

伊
勢
氏
権
力
構
造
の
特
質
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
。

　

伊
勢
氏
の
家
政
職
員
で
あ
る
在
京
被
官
は
、
将
軍
家
御
物
奉
行
と
し
て
室
町
殿
に
供
奉
す
る
と
と

も
に
、
在
国
し
て
各
地
の
「
住
人
」
を
自
身
の
寄
子
と
し
、
伊
勢
氏
被
官
化
形
成
の
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
た
。
在
京
被
官
に
よ
る
、
在
国
被
官
か
ら
伊
勢
氏
へ
の
「
御
対
面
始
」、「
代
始
出
仕
」、

進
物
の
取
り
次
ぎ
は
個
別
的
な
も
の
で
は
な
く
一
般
的
に
定
着
し
て
お
り
、
在
京
被
官
と
在
国
被
官

は
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
に
よ
る
編
成
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

伊
勢
氏
の
軍
事
基
盤
と
評
価
さ
れ
る
在
国
被
官
は
、
そ
れ
に
対
す
る
奉
仕
と
し
て
在
京
被
官
に
武

力
協
力
を
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
料
所
代
官
と
し
て
在
国
し
、
自
身
の
領
国
的
基
盤
を
も
た
な
い
在

京
被
官
が
、
し
ば
し
ば
伊
勢
氏
か
ら
守
護
譴
責
に
対
す
る
幕
府
御
家
人
へ
の
合
力
を
命
じ
ら
れ
て
い

る
の
は
そ
れ
ゆ
え
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
両
者
は
権
力
編
成
上
に
お
け
る
ギ
ブ
ア
ン
ド
テ
イ
ク
関

係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
在
国
被
官
は
農
業
経
営
か
ら
分
離
し
て
お
ら
ず
、
在
地
で
直
面

す
る
諸
問
題
に
さ
い
し
自
力
救
済
の
「
弓
矢
」
に
及
ぶ
な
ど
分
裂
・
対
立
す
る
こ
と
が
あ
り
、
軍
事

基
盤
と
し
て
は
不
安
定
で
あ
っ
た
。

　

在
京
被
官
と
在
国
被
官
の
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
に
対
し
、
伊
勢
氏
と
在
京
被
官
は
、
相
続
安
堵

過
程
の
分
析
か
ら
、
家
同
士
の
結
び
つ
き
、「
奉
行
」、「
預
所
」
な
ど
家
産
経
営
権
の
安
堵
と
い
っ

た
点
が
確
認
さ
れ
、
家
政
職
員
と
し
て
の
活
動
と
あ
わ
せ
、
ま
さ
に
家
産
官
僚
制
に
よ
る
編
成
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
伊
勢
氏
権
力
は
、
家
産
官
僚
制
と
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
の
二
重
の
編

成
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
権
勢
を
誇
っ
た
伊
勢
貞
親
が
没
落
し
た
文
正
の
政
変
に
お
け

る
被
官
衆
の
動
向
の
違
い
は
、
編
成
原
理
の
相
違
に
よ
る
伊
勢
氏
権
力
の
構
造
的
問
題
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
伊
勢
氏
権
力
構
造
の
特
質
に
も
と
づ
く
権
力
編
成
こ
そ
、
戦
国
期
に
い
た
る
ま
で
伊
勢

湾
内
海
地
域
に
お
い
て
伊
勢
氏
被
官
の
系
譜
を
引
く
国
人
た
ち
が
活
躍
し
え
た
背
景
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
伊
勢
氏
、
被
官
、
家
産
官
僚
制
、
申
次
、
寄
子
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は
じ
め
に

　

伊
勢
湾
・
知
多
湾
・
三
河
湾
・
渥
美
湾
を
伊
勢
湾
内
海
と
し
て
広
域
的
に
と
ら
え

る
と
、
半
島
、
島
嶼
、
河
川
、
入
海
な
ど
が
交
通
の
結
節
点
・
中
継
点
と
し
て
重
要

視
さ
れ
る

�
室
町
期
の
当
該
地
域
に
目
を
配
る
と
、
鎌
倉
時
代
以
来
の
足
利
家
領

で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
幕
府
料
所
が
設
定
さ
れ
奉
公
衆
が
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ

�
そ
し
て
留
意
す
べ
き
は
そ
の
配
置
ポ
イ
ン
ト
が
交
通
の
要
衝
と
い
え

る
場
所
に
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
で
あ

�
こ
れ
は
伊
勢
湾
内
海
交
通
路
が
将

軍
権
力
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
れ

ば
、
伊
勢
湾
内
海
は
交
通
史
や
地
域
史
の
な
か
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
視
点
ば
か
り

で
な
く
、
将
軍
権
力
お
よ
び
そ
の
権
力
編
成
の
視
角
か
ら
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
う
る
可

能
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
本
論
が
伊
勢
湾
内
海
に
注
目
す
る
の
も
そ
れ
ゆ

え
で
あ
る
。
た
だ
し
、
奉
公
衆
に
は
ま
と
ま
っ
た
史
料
が
少
な
い
た
め
分
析
素
材
と

は
な
り
に
く
い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
将
軍
側
近
で
あ
り
、
政
所
執
事
を
勤
め
た
伊

勢
氏
に
注
目
す
る
こ
と
で
如
上
の
点
に
迫
り
た
い
。
伊
勢
氏
は
幕
府
料
郡
で
あ
る
知

多
郡
（
知
多
半
島
）
を
有
す

�
ど
、
当
該
地
域
と
の
深
い
関
わ
り
が
予
測
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
伊
勢
氏
の
権
力
編
成
の
特
質
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
ま
た
そ
れ
が

伊
勢
湾
内
海
地
域
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
。
そ
の
検
討
の
た
め
に
は
伊

勢
氏
権
力
構
造
お
よ
び
被
官
衆
編
成
の
分
析
が
不
可
欠
と
考
え
る
。

　

本
論
は
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
に
も
と
づ
き
、
十
五
世
紀
中
葉
の
伊
勢
貞
親
・
貞

宗
期
を
中
心
に
、
伊
勢
氏
と
被
官
衆
と
の
結
合
関
係
の
分
析
を
通
し
て
、
被
官
衆
の

組
織
形
態
の
全
体
像
を
把
握
し
、
そ
の
編
成
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
伊

勢
氏
権
力
構
造
の
特
質
に
つ
い
て
も
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

伊
勢
氏
に
関
す
る
研
究
は
多
岐
に
わ
た
る

�
当
該
期
伊
勢
氏
権
力
を
支
え
た
独

自
の
権
力
基
盤
の
構
成
要
素
た
る
被
官
衆
に
つ
い
て
は
、
新
行
紀

�
五
味
文

�

井
原
今
朝

�
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
以
下
で
そ
の
成
果
と
課
題
に
つ
い
て
ま
と

（
１
）

が
、

（
２
）

る
。

（
３
）

る
。

（
４
）

る
な

（
５
）

が
、

（
６
）

一
、

（
７
）

彦
、

（
８
）

男
ら

め
、
本
論
に
お
け
る
検
討
課
題
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

　

新
行
紀
一
は
、
伊
勢
氏
被
官
で
あ
る
三
河
松
平
氏
を
幕
府
体
制
の
中
に
位
置
づ
け

る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
伊
勢
氏
被
官
の
実
体
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

被
官
に
関
す
る
基
本
的
事
実
関
係
が
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
将
軍

家
と
の
個
人
的
情
誼
関
係
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
た
伊
勢
氏
の
権
力
が
、
独
自
の
被
官

層
の
形
成
に
立
脚
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

五
味
文
彦
は
、
十
五
世
紀
中
葉
に
お
け
る
幕
府
の
政
治
構
造
を
検
討
す
る
な
か
で

伊
勢
氏
の
権
力
構
造
の
実
体
を
分
析
し
、
奉
行
人
に
よ
る
独
自
の
文
書
発
給
、
支
配

対
象
と
し
て
の
被
官
群
の
存
在
、
料
所
経
営
な
ど
の
奉
行
人
の
存
在
な
ど
か
ら
、
そ

れ
を
「
家
政
権
力
」
と
規
定
し
た
。
五
味
が
提
起
し
た
「
大
名
制
」
概
念
に
つ
い
て

は
批

�
あ
る
も
の
の
、
伊
勢
氏
の
権
力
構
造
論
と
し
て
は
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た

論
考
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
近
年
井
原
今
朝
男
は
、
蜷
川
氏
が
、
氏
族
制
的
原
理
に
も
と
づ
く
同
名
関

係
に
よ
っ
て
文
書
発
給
や
料
所
経
営
な
ど
伊
勢
家
の
家
政
運
営
に
多
角
的
に
携
わ
っ

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

五
味
が
規
定
し
た
伊
勢
氏
家
政
権
力
の
う
ち
、
在
京
活
動
に
従
事
す
る
家
政
職
員

の
実
態
に
つ
い
て
は
研
究
が
深
化
し
つ
つ
あ
る
。
一
方
で
、
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
、

在
国
し
て
伊
勢
氏
権
力
の
基
盤
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
被
官
群
に
つ
い
て
の
研
究
は
あ

ま
り
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
で
あ

�
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
こ
う

し
た
被
官
衆
の
活
動
実
態
は
も
と
よ
り
、
そ
の
組
織
形
態
に
つ
い
て
も
十
分
な
検
討

が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　

伊
勢
氏
被
官
衆
の
組
織
形
態
に
つ
い
て
新
行
紀
一
は
、「
伊
勢
被
官
は
伊
勢
内
衆

（
五
味
の
い
う
在
京
被
官
―
筆
者
註
）
と
の
接
触
を
契
機
に
被
官
化
し
、
伊
勢
氏
当

主
と
対
面
し
て
被
官
関
係
が
確
定
さ
れ
、
内
衆
を
寄
親
と
し
て
そ
の
下
に
統
率
さ
れ

て
い
た
。」
と
ま
と
め
て
い

�
ま
た
五
味
文
彦
は
、
蜷
川
・
野
依
・
堤
氏
な
ど
政

所
政
務
に
関
わ
り
う
る
者
た
ち
を
在
京
被
官
、
各
地
に
お
け
る
伊
勢
氏
の
勢
力
基
盤

と
な
っ
た
被
官
を
在
国
被
官
と
分
類
し
、
在
京
被
官
が
料
所
代
官
と
し
て
在
国
し
、

（
９
）

判
が

（　

）
１０る
。

（　

）
１１る
。
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そ
こ
で
果
た
し
た
役
割
の
一
つ
と
し
て
、「
料
所
の
住
人
等
を
寄
子
等
の
形
式
で
被

官
化
し
、
伊
勢
氏
被
官
群
の
一
層
の
拡
大
を
担
っ
て
い

�
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

ま
た
井
原
今
朝
男
は
、
在
地
住
人
層
の
伊
勢
氏
被
官
化
に
さ
い
し
、
在
京
被
官
が

「
伊
勢
貞
親
に
申
請
し
て
国
人
と
伊
勢
貞
親
と
の
『
御
対
面
始
』
を
実
施
し
、
伊
勢

家
と
被
官
人
と
の
主
従
関
係
締
結
の
儀
礼
を
組

�
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の

点
は
こ
れ
ま
で
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
ら
た
め
て
伊
勢
氏
被
官
化
過
程
に

お
け
る
在
京
被
官
の
重
要
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
研
究
を
通
し
て
住
人
層
の
伊
勢
氏
被
官
化
過
程
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し

か
し
、
伊
勢
氏
被
官
と
い
う
枠
組
の
な
か
に
お
け
る
在
京
被
官
と
在
国
被
官
の
関
係

性
に
つ
い
て
は
、「
内
衆
を
寄
親
と
し
て
そ
の
下
に
統
率
」、「
寄
子
等
の
形
式
」
な

ど
、
事
実
関
係
の
指
摘
に
と
ど
ま
り
具
体
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
本
論
で
は
以
下
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

第
一
に
、
伊
勢
氏
被
官
衆
の
組
織
形
態
に
つ
い
て
、
伊
勢
氏
・
在
京
被
官
・
在
国

被
官
の
相
互
関
係
に
留
意
し
つ
つ
検
討
す
る
。
新
行
紀
一
、
五
味
文
彦
、
井
原
今
朝

男
の
研
究
に
よ
っ
て
伊
勢
氏
被
官
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
被
官
が
伊
勢
氏
権
力
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
組
織
さ

れ
て
い
た
か
の
全
体
像
が
明
瞭
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
さ
い
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
「
寄
子
」
に
と
く
に
注
目
し
、
伊
勢
氏
権
力
の
編
成
原
理
に
つ
い
て
も

探
り
た
い
。

　

第
二
に
、
伊
勢
氏
の
軍
事
力
に
つ
い
て
、
在
地
に
お
け
る
被
官
の
動
向
に
留
意
し

て
検
討
す
る
。
伊
勢
氏
の
軍
事
力
が
十
全
に
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
は
す
で
に
新
行

紀
一
が
指
摘
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
独
自
の
領
国
を
も
た
ず
、
政
所
執
事
の
立
場

に
依
拠
し
て
形
成
さ
れ
た
被
官
組
織
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、「
伊
勢
氏
の
命
令
に

よ
っ
て
集
中
的
に
戦
場
へ
動
員
さ
れ
る
条
件
を
欠
い
て
い

�
か
ら
と
し
、
封
建
的

主
従
関
係
が
未
形
成
で
あ
っ
た
か
ら
と
す
る
。
し
か
し
、
伊
勢
氏
と
在
国
被
官
の
関

係
の
希
薄
さ
は
、
本
論
第
三
章
第
二
節
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
伊
勢
氏
権
力
の

構
造
的
問
題
で
あ
る
。
伊
勢
氏
の
軍
事
基
盤
と
考
え
ら
れ
て
い
る
在
国
被
官
に
つ
い

（　

）
１２た
」

（　

）
１３織
」

（　

）
１４た
」

て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、
最
大
で
一
〇
か
国
八
一
人
が
検
出
さ
れ
て
い

�
し

か
し
、
多
数
の
被
官
を
抱
え
て
い
る
だ
け
で
は
軍
事
力
が
強
大
で
あ
っ
た
と
評
価
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
十
全
に
機
能
さ
せ
う
る
だ
け
の
求
心
性
と

軍
事
動
員
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
伊
勢
氏
と
被
官
衆
と
の
主
従
関
係
の
維
持
・
相
続
過
程
に
つ
い
て
検
討

す
る
。
そ
の
検
討
を
通
し
て
、
第
一
、
第
二
で
検
討
す
る
伊
勢
氏
と
被
官
衆
と
の
結

合
関
係
の
あ
り
方
の
相
違
が
何
に
起
因
す
る
の
か
を
探
り
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

で
は
、
も
っ
ぱ
ら
被
官
形
成
の
側
面
の
み
が
注
目
さ
れ
て
お
り
、
維
持
・
相
続
に
つ

い
て
の
具
体
的
研
究
は
み
ら
れ
な
い
。

　

以
上
の
検
討
を
通
し
て
伊
勢
氏
権
力
構
造
の
特
質
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。

第
一
章　

伊
勢
氏
被
官
衆
の
組
織
形
態

　

本
章
で
は
、
先
学
の
研
究
成
果
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
伊
勢
氏
・
在
京
被
官
・
在

国
被
官
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
、
伊
勢
氏
権
力
の
組
織
形
態
の
全
体
像
を
明

ら
か
に
し
た
い
。

　

第
一
節　

将
軍
家
御
物
奉
行
と
在
京
被
官

　

か
か
る
問
題
の
検
討
に
は
、
室
町
殿
と
の
関
係
性
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
実
際
、
在
京
被
官
は
将
軍
家
御
物
奉
行
と
し
て
室
町
殿
と
も
関
わ
っ
て
い
た
。

そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
じ
め
て
言
及
し
た
井
原
今
朝
男
は
、
蜷
川
氏
な
ど
在
京
被
官

が
将
軍
家
の
御
物
奉
行
を
勤
め
て
い
る
事
実
を
も
っ
て
、「
蜷
川
氏
は
将
軍
家
の
家

人
化
し
て
お
り
、
政
所
執
事
伊
勢
氏
の
被
官
・
家
宰
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
の
主
従

関
係
に
あ
っ

�  
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
次
の
史
料
か
ら
具
体
的
に
み
て

お
こ
う
。

〔
史
料
一
〕『
増
補
続
史
料
大
成　

斎
藤
親
基
日
記
』
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
三

（　

）
１５る
。

（　

）
１６た
。」
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月
十
七
日
条

　
　
（
前
略
）

　
　

一
、
御
物 
奉
行
、
政
所　

左
、
蜷
川
出
雲
守
、              
并
政
所
公
人
等
、

　
　
　
　
　
　
　
　
    被
官
人
、          右
、
蜷
川
新
左
衛
門
尉
親
元
、

　
　
（
中
略
）

　
　

一
、
御
物 
左
、
蜷
川
式
部
丞
、
政
所
役
、

                              
右
、
蜷
川
孫
三
郎
、

　
　
（
以
下
略
）

　

こ
れ
は
、
文
正
元
年
三
月
十
七
日
の
将
軍
家
伊
勢
参
宮
出
立
に
関
す
る
記
事
の
一

部
で
あ
る
。
蜷
川
氏
四
名
お
よ
び
政
所
公

�
御
物
役
を
勤
め
て
い
る
。
早
く
こ
の

史
料
に
言
及
し
た
平
野
明
夫
は
、「
奉
行
」、「
政
所
被
官
人
」、「
政
所
役
」
を
区
別

せ
ず
に
「
御
物
奉
行
は
、
幕
府
政
所
被
官
と
し
て
の
勤

�
と
把
握
し
て
い
る
。
し

か
し
、
文
言
の
配
列
か
ら
、
蜷
川
氏
が
「
奉
行
」、
政
所
公
人
が
「
政
所
被
官
人
」、

「
政
所
役
」
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
両
者
は
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
て
み
る
と
蜷
川
氏
は
、
政
所
下
級
職
員
が
果
た
す
「
政
所
役
」
と
し
て
の
所
役

で
は
な
く
、
伊
勢
氏
被
官
と
し
て
独
自
に
御
物
「
奉
行
」
と
し
て
室
町
殿
に
供
奉
し

た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
二
節　

伊
勢
氏
権
力
に
お
け
る
在
京
被
官
と
在
国
被
官
の
関
係
性

　

伊
勢
氏
被
官
で
あ
る
在
国
被
官
は
、
同
時
に
在
京
被
官
の
寄
子
で
も
あ
り
つ
づ
け

た
。
そ
れ
を
蜷
川
出
雲
守
の
事
例
か
ら
み
て
み
よ
う
。

　

『
増
補
続
史
料
大
成　

親
元
日

�
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
九
月
十
日
条
（
一

―
四
二
三
頁
）
に
「
出
雲
守
寄
子
江
州
海
津
衆
饗
庭
・
田
屋
・
新
保
、
此
三
人
上
洛

各
御
樽
一
荷
・
鰍
十
進
上
候
、
御
対
面
」
と
み
え
る
出
雲
守
寄
子
饗
庭
氏
は
、
約
半

年
前
の
『
親
元
』
寛
正
六
年
二
月
一
日
条
（
一
―
一
九
七
頁
）
に
「
� 

同 

江
州

（
武
庫
御
被
官
）

海
津
饗
庭
次
郎
太
髟
鱒
十
・
鯛
一
掛
進
二

上
之
一

、」
と
み
え
、
す
で
に
武
庫
＝
伊
勢

貞
宗
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
蜷
川
出
雲
守
ら
在
京
被
官
と
饗
庭

氏
ら
在
国
被
官
は
、
伊
勢
氏
被
官
と
い
う
枠
組
み
で
は
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
そ

の
中
で
も
在
国
被
官
は
在
京
被
官
の
寄
子
と
し
て
、
そ
の
保
護
下
に
あ
っ
た
の
で
あ

（　

）
１７人
が

（　

）
１８仕
」

（　

）
１９記
』

る
。
蜷
川
出
雲
守
が
主
従
関
係
締
結
の
「
御
対
面
始
」
を
取
り
な
し
た
の
も
寄
子
の

保
護
義
�

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
蜷
川
出
雲
守
と
寄
子
と
の
関
係
性
は
、
特
定
の
在
京
被
官
と
在

国
被
官
と
の
間
に
お
け
る
個
別
的
関
係
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
一
般
的
に
定
着
し

た
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
蜷
川
出
雲
守
以
外
の

在
京
被
官
に
お
い
て
も
在
国
被
官
の
取
り
な
し
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
の
事
例
を
み
よ
う
。

○
御
対
面
儀
礼
の
取
り
な
し

　

・『
親
元
』
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
二
月
廿
一
日
条
（
二
―
一
五
一
頁
）

　
　
　

一
、
今
江
弥
五
郎
重
祐 
、 は
し
め
て
御
被
官
ニ
ま
い
る
、
野
依
申
次
、

○
進
上
物
の
取
り
な
し

　

・『
親
元
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
十
二
月
一
日
条
（
二
―
四
二
頁
）

　
　
　

御
被
官
広
戸
但
馬
入
道
狸
進
上
御
返
事 
掃
部          、
同
実
泉
院
納
豆
御
返
事
同

　
　
　
  
申
候 
、 
、                                                 
申
レ

之
、

　

・『
親
元
』
文
明
五
年
（
一
四
七
三
）
八
月
二
日
条
（
二
―
九
〇
頁
）

　
　
　

御
被
官
松
寿
坊
仙
誉
三
井
寺
法
し
、
樽
一
荷
、
一
種
進
上
御
返
事
調
レ

之
、
蜷 

           
丹
州
申
次
、

　

・「
蜷
川
親
元
日
記
」（『
大
日
本
史
料
』
八
編
之
十
一
、
文
明
十
年
〈
一
四
七
八
〉

　
　
　

雑
載
〈
一
三
五
頁
〉）

　
　
　

一
、
御
被
官
江
州
北
郡
今
井
清
九
郎
、
御
礼
五
百
疋
進
上 
六
日
納
レ

之
、
龍 
、

　
　
　
　
　
 
聴
松
院 
御
時
、
以
二

蜷
川
出
雲
守
一

申
入
云
々
、（
以
下
略
）

（
伊
勢
貞
親
）

　

・『
親
元
』
文
明
十
三
年
十
月
十
六
日
条
（
二
―
二
五
八
頁
）

　
　
　

一
、
御
被
官
江
州
宮
部
次
郎
兵
衛
尉
御
礼
ニ
参
洛
、
太
刀
糸
、 
百
疋
進
上　

　
　
　
　
　
 
斎
小
次
取
次
、 御
対
面
、
兵
庫
殿
へ
太
刀
金
、 百
疋
進
上
、

　

・『
親
元
』
文
明
十
五
年
（
一
四
八
三
）
正
月
九
日
条
（
二
―
二
九
一
頁
）

　
　
　

一
、
御
被
官
江
州
善
浄
坊
全
潤
、 参
賀
、

　
　
　
　
　
　

太
刀
糸
、 � 
百
疋
進
上
、

（　

）
２０務
に
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兵
庫
殿
へ

　
　
　
　
　
　

太
刀
金
、 � 
百
疋
進
上
、
共
以
斎
藤
小
次
郎
申
次
、

　

・『
親
元
』
文
明
十
五
年
正
月
十
九
日
条
（
二
―
二
九
六
頁
）

　
　
　

一
、
御
被
官
冨
田
聟
法
し
、
今
春
御
礼
申
、
代
々
御
対
面
、

　
　
　
　
　
　

か
ん
一
、
の
し
あ
ハ
ひ
二
百
本
、
御
た
る
二
か
、
以
上
、

　
　
　
　
　

兵
庫
殿
へ

　
　
　
　
　
　

か
ん
一
、
と
り
一
番
、
御
た
る
一
か
、
以
上
、
堤
三
兵
申
次
、

　

傍
線
部
が
在
国
被

�
波
線
部
が
在
京
被
官
で
あ

�
在
京
被
官
は
い
ず
れ
も

「
申
次
」、「
申
」、「
申
入
」、「
取
次
」
な
ど
在
国
被
官
か
ら
伊
勢
氏
へ
の
御
対
面
や

進
物
を
取
り
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
蜷
川
出
雲
守
が
寄
子
の
「
御
対
面
始
」

を
取
り
な
す
さ
い
に
も
「
武
庫
御
被
官
依
二

蜷
出
雲
申 
一
レ 
之
、
始
御
対
面
」（
後
掲

〔
史
料
七
〕）、「
蜷
出
雲
守
申
御
被
官
人
事
、
御
対
面
始
也
」（
後
掲
〔
史
料
八
〕）
と

あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
在
京
被
官
に
よ
る
同
様
の
取
り
な
し
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
か
ら
、
伊
勢
氏
権
力
内
に
お
い
て
は
、
在
国
被
官
が
伊
勢
氏
に
「
御
対
面

始
」
を
し
て
被
官
化
す
る
さ
い
や
、
進
物
を
進
上
す
る
さ
い
に
は
、
在
京
被
官
の
取

り
な
し
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
一
般
的
に
定
着
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
て
み

れ
ば
、
在
京
被
官
は
申
次
と
し
て
、
そ
れ
を
梃
子
に
在
国
被
官
を
自
身
の
寄
子
と
し

て
編
成
し
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
在
京
被
官
と
在
国
被
官
と

の
間
に
お
け
る
、
取
り
な
し
を
媒
介
と
し
た
編
成
を
、
本
論
で
は
史
料
上
の
名
称
を

援
用
し
て
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
と
呼
称
し
よ
う
。

第
三
節　

文
書
発
給
シ
ス
テ
ム
に
み
る
家
政
文
書
と
被
官
文
書

　

前
節
で
指
摘
し
た
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
は
、
文
書
発
給
の
側
面
に
お
い
て
も
み

ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
す
で
に
新
行
紀
一
は
「
親
元
や
野
依
主
計
助
ら
を
申

次
（
寄
親
―
原
文
註
）
と
す
る
被
官
で
あ
る
が
故
に
、
申
次
衆
の
奉
書
が
発
さ
れ
た

の
で
あ
ろ

� 」
と
述
べ
る
が
、
推
測
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
五
味
文
彦
、

井
原
今
朝
男
の
研
究
に
よ
っ
て
、
伊
勢
氏
は
独
自
の
家
政
機
関
を
擁
し
て
奉
行
人
奉

（　

）
２１官
、

（　

）
２２る
。

（　

）
２３う
。 

書
な
ど
の
家
政
文
書
を
発
給
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

家
政
文
書
と
在
京
被
官
文
書
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
発

給
シ
ス
テ
ム
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

本
節
で
は
以
上
の
点
に
つ
い
て
、『
親
元
日
記
』
に
記
載
さ
れ
た
三
河
国
額
田
郡
一

揆
関
係
史
料
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

額
田
郡
一
揆
は
、
三
河
松
平
氏
発
展
の
端
緒
を
開
く
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
も

多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
歴
史
事
象
で
あ

�
し
か
し
、
そ
こ
で
は

お
も
に
一
揆
結
成
の
要
因
や
政
治
的
意
義
な
ど
が
検
討
さ
れ
、
文
書
発
給
の
側
面
に

つ
い
て
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ま
ず
以
下
に
関
係
史
料
を
あ
げ
よ
う
。

〔
史
料
二
〕『
親
元
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
五
月
十
八
日
条
（
一
―
二
九
七
〜

　
　
　
　
　

八
頁
）

　

① 
�
細
川
讃
岐
殿
御
使
飯
尾
彦
六
左
衛
門
、 三
河
国
額
田
郡
牢
人
等
事
、
御
被
官
松

平
和
泉
入
道
親
類
被
官
人
等
許
容
沙
汰
有
レ

之
、
任
二

去
月
廿
九
日
御
奉
書
之

旨
一

、
堅
可
レ

加
二

成
敗
一

之
由
貴
殿
御
状
御
所
望
云
々
、

〔
史
料
三
〕『
親
元
』
寛
正
六
年
五
月
二
十
日
条
（
一
―
二
九
九
頁
）

　

② 
�
讃
岐
殿
被
レ

仰
三
河
江

御
状
之
事
披
二

露
之
一

、
可
レ

被
レ

進
レ

之
云
々
、

〔
史
料
四
〕『
親
元
』
寛
正
六
年
五
月
二
十
六
日
条
（
一
―
三
〇
五
〜
三
〇
六
頁
）

　

③ 
�
細
川
讃
岐
殿
依
レ

被
レ

仰
之
御
状
、

三
河
国
額
田
郡
内
輩
事
、
及
二

種
々
狼
藉
一

之
間
為
二

守
護
成
敗
一

之
処
、
彼
牢

人
等
其
辺
徘
徊
之
由
候
、
太
不
レ

可
レ

然
候
、
殊
被
レ

成
二

下
御
奉
書
一

一
段
可
二 

申
付
一

候
、
万
一
親
類
被
官
人
中
許
容
之
族
候
者
、
任
二

御
成
敗
之
旨
一

厳
密

可
レ

致
二

其
沙
汰
一

候
、
巨
細
猶
蜷
川
新
右
衛
門
尉
可
レ

申
候
、
謹
言
、

　
　
　
　
　

五
月
廿
六　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
親

　
　
　
　
　
　

松
平
和
泉
入
道
へ

　
　

同
奉
書

　

④　

三
河
ー 
ー
輩 
交
名
在 
事
、
為 
二 

守
護
御
成
敗 
一

之
処
、
彼
牢
人
等
隠 
二 

居
其

（　

）
２４る
。
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別
紙
、
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辺
一

立
帰
及
二

種
々
狼
藉
一

云
々
、
併
親
類
被
官
人
中
許
容
之
族
在
レ

之
歟
、

　
　
　

若
然
者
以
外
次
第
也
、
早
任
二

御
奉
書
之
旨
一

可
レ

被
レ

致
二

其
沙
汰
一

候
、
仍

　
　
　

被
レ

下
二

御
状
一

者
也
、
尚
以
一
段
可
レ

被
レ

加
二

御
成
敗
一

之
由
被
二

仰
出
一

候

　
　
　

也
、
仍
執
ー
、

　
　
　
　
　

同
日　
　
　
　
　
　
　

親
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞
雄

　
　
　
　
　
　

松
平
和
ー

　

⑤　

三
河
ー 
ー
牢
人
等
其
方
令
二

経
廻
一

云
々
、
事
実
者
以
外
次
第
也
、
早
任
二

御

　
　
　

成
敗
之
旨
一

可
レ

被
レ

致
二

其
沙
汰
一

、
若
猶
有
二

許
容
之
儀
一

者
、
一
段
可
レ

被
二

　
　
　
　
　

仰
付
一

之
由
候
也
、
仍
執
ー
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　

十
田
弾
正
左
衛
門
へ　

御
披
露
也
、

　

⑥　

三
河
ー 
ー
牢
人
等
大
平
郷
辺
経
廻
之
由
候
、
事
実
者
太
不
レ

可
レ

然
候
、
万

　
　
　

一
許
容
之
族
候
者
、
任
二

御
成
敗
之
旨
一

厳
密
ニ
可
レ

致
二

其
沙
汰
一

候
、
仍

　
　
　

被
レ

成
二

奉
書
一

候
、
猶
以
不
レ

可
レ

有
二

疎
略
一

候
也
、
恐
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

淳
親 
蜷
川
掃
部
助
也
、
知
行
大
平
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
代
官
事
十
田
ニ
契
約
之
間
如
レ

此
、

　
　
　
　
　
　

十
田
弾
ー
殿

　

文
書
発
給
ま
で
の
経
過
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
三
河
国
守
護
細
川
成
之
の
御
使

飯
尾
彦
六
左
衛
門
は
、
伊
勢
貞
親
被
官
松
平
和
泉
守
入
道
の
親
類
被
官
人
等
が
、
狼

藉
を
は
た
ら
く
額
田
郡
牢
人
等
を
そ
の
ま
ま
に
許
容
し
て
い
る
の
で
、
幕
府
御
教
書

に
従
い
成
敗
す
る
よ
う
命
ず
る
「
貴
殿
御
状
」
の
所
望
を
蜷
川
親
元
に
伝
え
た

（
①
）。
親
元
は
貞
親
に
披
露
し
、
貞
親
か
ら
所
望
に
従
い
発
給
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ

た
（
②
）。
そ
の
結
果
、
所
望
通
り
松
平
和
泉
入
道
充
の
「
貴
殿
御
状
」（
③
）
と
そ

れ
を
執
達
す
る
伊
勢
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（
④
）、
あ
わ
せ
て
、
牢
人
等
経
廻
の
風

聞
が
あ
る
大
平
郷
の
代
官
戸
田
弾
正
左
衛
門
充
の
伊
勢
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（
⑤
）

も
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
と
同
時
に
、
蜷
川
掃
部
助
淳
親
書
状
（
⑥
）
が
戸
田

弾
正
左
衛
門
に
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
割
註
傍
線
部
か
ら
、
淳
親
が
知
行

す
る
大
平
郷
代
官
を
戸
田
氏
と
契
約
し
て
い
た
た
め
と
わ
か
る
。
淳
親
は
伊
勢
貞
親

の
訪
問
を
受
け
た
り
、
御
供
衆
を
勤
め
る
な
ど
家
政
職
員
と
し
て
在
京
活
動
に
従

�

下
国
で
き
な
い
た
め
に
、
在
国
被
官
戸
田
弾
正
左
衛

�
契
約
を
結
ん
で
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
文
書
発
給
の
経
過
か
ら
注
目
さ
れ
る
第
一
は
、
蜷
川
親
元
の
役
割
で
あ
る
。

親
元
が
細
川
讃
岐
守
か
ら
「
貴
殿
御
状
」
の
依
頼
を
受
け
た
の
は
何
故
か
。
当
該
文

書
の
右
筆
方
奉
行
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
検
討
す
る
う
え
で

次
の
史
料
が
注
目
さ
れ
る
。

〔
史
料
五
〕『
親
元
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
八
月
二
十
二
日
条
（
一
―
三
〇
一
頁
）

　

①
�
細
川
阿
波
殿
御
使
下
笠
、
泉
州
陶
器
保
逃
人
御
料
所
河
州 
へ
き 
ニ
籠
居
、

（
日
置
）

　
　

可
レ

有
二

御
成
敗
一

云
々
、

〔
史
料
六
〕『
親
元
』
寛
正
六
年
八
月
二
十
三
日
条
（
一
―
三
〇
一
頁
）

　

② 
� 
阿
波
殿
昨
日
被
レ

仰
候
事
、 へ
き 
の
御
代
官
蜷
式
ニ
申
之
間
、
彼
逃
人
等

（
日
置
）

　
　

不
レ

可
レ

有
二

許
容
一

之
旨
堅
一
行
ヲ
進
レ

之
畢
、即
以
二

書
状
一

下
笠
方 
江 
渡
レ

之
、

　

内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
細
川
阿
波
守
＝
和
泉
国
半
国
守
護
細
川
持

�
御

使
下
笠
氏
は
、
親
元
に
対
し
て
、
幕
府
料
所
河
内
国
日
置
荘
に
逃
散
し
た
和
泉
国
陶

器
保
の
逃
人
を
成
敗
す
る
よ
う
依
頼
し
た
（
①
）。
親
元
は
そ
の
旨
を
日
置
荘
の
料

所
代
官
蜷
川
式
部
丞
貞
雄
に
伝
え
た
。
貞
雄
は
「
彼
逃
人
等
不
レ

可
レ

有
二

許
容
一

」

と
の
「
一
行
」
を
親
元
に
送
っ
た
。
親
元
は
書
状
を
も
っ
て
貞
雄
の
「
一
行
」
を
下

笠
氏
に
渡
し
た
（
②
）。

　

こ
こ
で
も
、
額
田
郡
一
揆
の
場
合
と
同
様
に
、
守
護
か
ら
親
元
に
文
書
発
給
が
依

頼
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。
そ
の
点
に
つ
き
、
細
川
阿
波
守
の
依
頼
が
当
該

料
所
代
官
蜷
川
式
部
丞
貞
雄
で
は
な
く
、
親
元
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
貞
雄
は
額
田
郡
一
揆
で
の
伊
勢
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（
④
⑤
）
に
お
い
て
親
元

と
共
に
奉
者
と
な
っ
て
い
る
右
筆
方
奉
行
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
料
所
代
官
で

（　

）
２５事
し

（　

）
２６門
と

（　

）
２７久
の
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右
筆
方
奉
行
人
で
も
あ
る
貞
雄
を
措
い
て
親
元
が
依
頼
さ
れ
た
の
は
、
親
元
が
右
筆

方
奉
行
人
だ
か
ら
で
は
な
く
、
伊
勢
家
の
家
宰
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
親
元
は
伊
勢
家
の
家
宰
と
し
て
、
守
護
か
ら
の
依
頼
に
も
と
づ
き
貴
殿
に
披

露
し
た
り
、
料
所
代
官
に
伝
達
し
た
り
と
伊
勢
家
内
に
お
け
る
文
書
発
給
の
差
配
の

中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

第
二
は
、
在
国
被
官
へ
の
命
令
伝
達
に
さ
い
し
て
は
、
家
政
文
書
（
③
〜
⑤
）
だ

け
で
は
な
く
、
当
該
料
所
代
官
の
文
書
（
⑥
）
も
同
時
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
家
政
文
書
は
細
川
讃
岐
守
の
申
請
に
も
と
づ
き
出
さ
れ
た
の
に
対
し
、
料
所
代

官
の
文
書
は
料
所
に
お
け
る
代
官
契
約
に
も
と
づ
く
私
文
書
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

日
置
荘
に
お
け
る
蜷
川
貞
雄
の
場
合
と
同
様
に
、
親
元
か
ら
依
頼
内
容
を
伝
達
さ
れ

た
蜷
川
掃
部
助
淳
親
は
、
文
書
（
⑥
）
を
執
筆
し
た
の
ち
親
元
に
送
っ
た
の
で
あ
ろ

�

こ
の
よ
う
に
、
家
政
文
書
と
は
別
に
、
在
京
被
官
が
在
国
被
官
に
対
し
独
自
に

文
書
を
発
給
し
下
知
を
与
え
ら
れ
る
代
官
契
約
を
締
結
し
え
た
背
景
と
し
て
、
蜷
川

淳
親
と
戸
田
弾
正
左
衛
門
が
申
次
と
寄
子
の
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
然
り
と
す
れ
ば
、
文
書
発
給
の
面
で
も
、「
申
次
―
寄
子
」
関
係

に
も
と
づ
く
在
京
被
官
と
在
国
被
官
の
結
び
つ
き
が
極
め
て
強
固
で
あ
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
の
で
あ
�

第
四
節　

貴
殿
被
官
・
武
庫
被
官
と 「
申
次
―
寄
子
」 
関
係

　

で
は
、
伊
勢
氏
・
在
京
被
官
・
在
国
被
官
の
関
係
性
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば

よ
い
か
。
伊
勢
家
（
貴
殿
・
武
庫
）
と
在
京
被
官
、
ま
た
伊
勢
氏
と
在
国
被
官
の
関

係
性
に
つ
い
て
は
、
五
味
文
彦
・
井
原
今
朝
男
の
指
摘
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
に

つ
い
て
は
、
伊
勢
氏
御
供
衆
の
分
析
か
ら
、
伊
勢
氏
個
人
の
特
定
の
被
官
で
は
な
く
、

伊
勢
家
と
結
び
つ
い
た
「
家
産
官
僚
制
的
性
格
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

�
後
者

に
つ
い
て
は
、『
親
元
日
記
』
で
貴
殿
・
武
庫
ご
と
に
「
御
被
官
」、「
被
官
」
と
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貴
殿
・
武
庫
個
人
の
権
力
基
盤
に
な
っ
て
い
た

と
さ
れ
て
い

�
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
在
京
被
官
と
「
御
被
官
」、「
被
官
」
の
関
係

（　

）
２８う
。

（　

）
２９る
。

（　

）
３０る
。

（　

）
３１る
。

性
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
前
節
ま
で
の
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
と

い
か
に
関
わ
る
の
か
。
本
節
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
の
史
料
か
ら
検
討
し
よ

う
。

〔
史
料
七
〕『
親
元
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
四
月
十
五
日
条
（
一
―
二
六
〇
頁
）

　
　

�
武
庫
御
被
官
依
二

蜷
出
雲
申
一
レ

之
、
始
御
対
面 
小
宅
修
理
亮
知
氏 
、、
両
人
共

　
　
　
 
濃
州
中
川
住
人
也
、

〔
史
料
八
〕『
親
元
』
寛
正
六
年
九
月
二
日
条
（
一
―
四
一
五
〜
六
頁
）

　
　

�
蜷
出
雲
守
申
御
被
官
人
事
、
御
対
面
始
也
、

　
　
　
　
 
加
納
修
理
進
長
能　

尾
州
一
宮 
長
野
知
行
、 住
人
、
守
護
不
入
所
也
、
窪
新

　
　
　
　
 
左
衛
門
久
綱　
 
同
国
小
牧
庄 
萬
寿
寺
領
、 住
人
、
守
護
不
入
所
也
、
各
太
刀
金
、

　
　
　
　
 
三
百
疋
進
二

上
折
紙
一

、

　
　

以
レ

次
、
江
州
高
嶋
蓮
泉
坊
懸
二

御
目
一

、
是
モ
出
雲
寄
子
也
、
此
父
死
去
候
間
、

　
　

為
二

代
改
御
礼
一

上
洛
、
太
刀
黒
、 進
二

上
之
一

、

　

こ
れ
ら
は
、
蜷
川
出
雲
守
が
伊
勢
氏
へ
の
「
御
対
面
始
」
を
取
り
次
い
だ
こ
と
を

記
し
た
史
料
で
、
蜷
川
出
雲
守
と
在
国
被
官
と
が
申
次
と
寄
子
の
関
係
に
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
傍
線
部
に
注
目
し
た
い
。〔
史
料
七
〕
の
小
宅

修
理
亮
知
氏
・
安
藤
弥
三
郎
綱
定
は
「
武
庫
御
被
官
」
と
あ
り
、〔
史
料
八
〕
の
加

納
修
理
進
長
能
・
窪
新
左
衛
門
久
綱
は
「
御
被
官
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

貴
殿
・
武
庫
の
個
人
的
被
官
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
蜷
川
出
雲
守
は

「
御
被
官
」、「
武
庫
御
被
官
」
の
別
な
く
両
者
の
「
御
対
面
始
」
を
取
り
次
い
で
い

る
。
こ
こ
か
ら
、
在
京
被
官
は
「
御
被
官
」、「
武
庫
御
被
官
」
を
横
断
す
る
か
た
ち

で
在
国
被
官
と
の
間
に
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
、
伊
勢
氏
の
被
官
化
過
程
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
蜷
川
出
雲
守

は
、
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
に
尾
張
国
山
田
荘
に
下
向

�
お
も
に
在
国
活
動
に

従
事
す
る
が
、
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
に
は
将
軍
家
御
物
奉
行
を
勤
め
る
（
前
掲

〔
史
料
一
〕）
な
ど
在
京
活
動
に
従
事
し
て
い
る
。
ま
た
、
在
京
被
官
の
蜷
川
越
中
入

道
は
、
越
中
国
滑
川
に
居
住
し
在
国
活
動
に
従
事
し
て
い
る
〔『
親
元
』
寛
正
六
年
五

（　

）
３２後
、
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月
二
十
七
日
条
（
一
―
三
〇
七
頁
）〕。
こ
の
よ
う
に
、
在
京
被
官
は
、
蜷
川
出
雲
守
に

限
ら
ず
、
在
京
と
在
国
を
繰
り
返
し
な
が
ら
伊
勢
氏
被
官
化
活
動
な
ど
に
従
事
し
、

「
申
次
―
寄
子
」
関
係
を
築
い
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
�

　

以
上
、
本
章
で
は
、
先
学
の
研
究
成
果
に
多
く
を
依
拠
し
な
が
ら
、
伊
勢
氏
権
力

に
お
け
る
被
官
衆
の
組
織
形
態
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
な
か
で
も
、
在
京
被
官
と
在

国
被
官
の
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
が
、
貴
殿
・
武
庫
の
個
人
的
権
力
基
盤
と
評
価
さ

れ
る
在
国
被
官
を
横
断
す
る
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

第
二
章　

伊
勢
氏
の
軍
事
力
評
価
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　

前
章
の
事
実
に
も
と
づ
け
ば
、
伊
勢
氏
と
在
国
被
官
と
の
主
従
関
係
よ
り
も
、
在

京
被
官
と
在
国
被
官
と
の
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
の
ほ
う
が
強
固
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
と
推
測
さ
れ
る
。
蜷
川
出
雲
守
ら
在
京
被
官
は
伊
勢
氏
と
在
国
被
官
と
の
間
に

あ
っ
て
、
伊
勢
氏
へ
の
取
り
な
し
を
梃
子
に
、
在
国
内
に
お
い
て
自
身
の
勢
力
を
伸

張
し
え
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
伊
勢
氏
の
軍
事
基
盤
と
評
価
さ
れ
る

在
国
被
官
は
、
果
た
し
て
軍
事
力
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
機
能
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
章
で
は
以
上
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

第
一
節　

合
力
命
令
に
み
る
在
京
被
官
の
軍
事
力

　

在
京
被
官
か
ら
在
国
被
官
へ
の
軍
事
動
員
・
指
揮
を
直
接
的
に
示
す
史
料
は
卑
見

で
は
み
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
如
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
蜷
川
出
雲
守
が
伊
勢

氏
か
ら
守
護
違
乱
に
対
す
る
料
所
代
官
へ
の
合
力
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
事
例
を
通
し

て
検
討
し
た
い
。
以
下
に
史
料
の
摘
要
の
み
を
示
そ
う
。

①
『
親
元
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
二
月
二
十
四
日
条
（
一
―
二
一
六
頁
）

　

伊
勢
貞
宗
は
、
同
名
（
＝
伊
勢
）
六
郎
殿
知
行
分
の
尾
張
国
落
合
に
つ
い
て
、

　

守
護
勘
料
を
め
ぐ
る
守
護
方
か
ら
の
譴
責
が
あ
れ
ば
支
え
申
し
、
注
進
す
べ

　

き
こ
と
を
命
ず
る
。

（　

）
３３る
。

②
『
親
元
』
寛
正
六
年
五
月
二
十
二
日
条
（
一
―
三
〇
〇
頁
）

　

伊
勢
氏
奉
行
人
蜷
川
親
元
・
太
田
貞
興
は
、
岩
堀
伊
賀
入
道
知
行
分
の
尾
張

　

国
新
国
領
に
つ
い
て
、
守
護
方
か
ら
「
自
然
之
時
宜
」
が
あ
れ
ば
岩
堀
伊
賀

　

入
道
に
合
力
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
。

③
『
親
元
』
寛
正
六
年
七
月
六
日
条
（
一
―
三
三
九
頁
）

　

伊
勢
貞
宗
は
、
荒
尾
氏
の
所
領
分
に
つ
い
て
、「
時
宜
自
然
之
儀
」
が
あ
れ

　

ば
等
閑
せ
ぬ
よ
う
命
ず
る
。

　

以
上
の
事
例
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
伊
勢
氏
か
ら
の
命
令
が
、
当
該
料
所

代
官
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
文
書
に
関
す
る
『
親

元
日
記
』
の
記
載
に
は
、
①
「
武
庫
御
状
直
ニ
奉
レ 
之
整
レ

之
、
六
郎
殿
依 
二 

御

所
望  
一 
如 
レ 
此 
、」、
②
「
岩
堀
申
奉
書
遣
レ

之
、」、
③
「
荒
尾
治
部
少
輔
方
就 
レ 
被 
レ

申
レ 
之
、
蜷
川
出
雲
守
方
江
山
田
庄
在
国
、 武
庫
御
状
被
レ

下
候
、」
と
あ
る
。
①
の
伊
勢

六

�
、
文
安
年
中
の
「
幕
府
番
帳

� 〔『
大
日
本
古
文
書　

蜷
川
家
文
書
』
一
―
三

〇
・
三
一
〕
に
「
申
次
」
と
し
て
み
え
、
年
代
的
に
同
一
人
か
親
子
関
係
か
は
不
明

だ
が
、
将
軍
申
次
衆
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
②
の
岩
堀
伊
賀
入
道
は
幕
府
御
末

衆
で
あ

�
③
の
荒
尾
氏
は
知
多
郡
荒
尾
郷
を
本
貫
と
す
る
奉
公
衆
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
れ
ら
諸
氏
は
「
住
人
」
か
ら
被
官
化
し
た
伊
勢
氏
在
国
被
官
で
は
な
く
、
将

軍
権
力
を
支
え
る
側
近
衆
や
奉
公
衆
な
ど
の
幕
府
御
家
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
蜷
川

出
雲
守
の
合
力
を
所
望
し
、
そ
れ
を
う
け
て
伊
勢
氏
が
合
力
を
命
じ
た
の
は
、
尾

張
・
三
河
国
内
に
お
け
る
蜷
川
出
雲
守
の
軍
事
力
が
守
護
に
比
肩
し
う
る
と
期
待
し

た
が
ゆ
え
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
蜷
川
出
雲
守
は
尾
張
・
三
河
国
で
は
料
所
代
官
と
し
て
活
動
し
て
い
た

に
す
ぎ
ず
、
自
身
の
所
領
を
獲
得
・
拡
大
し
軍
事
力
を
伸
張
さ
せ
る
な
ど
の
領
主
的

活
動
に
従
事
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
蜷
川
出
雲
守
の
軍
事
基
盤

は
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
に
も
と
づ
き
保
護
下
に
入
れ
た
在
国
被
官
の
武
力
で
あ
っ

た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
在
国
被
官
の
武
力
協
力

は
、
在
京
被
官
の
「
御
対
面
始
」、「
代
始
出
仕
」（
本
論
第
三
章
第
二
節
参
照
）、
進

（　

）
３４郎
は

（　

）
３５案
」

（　

）
３６る
。
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物
の
取
り
な
し
に
対
す
る
奉
仕
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
、
両
者
は
ギ
ブ
ア
ン
ド
テ
イ

ク
の
関
係
に
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。

第
二
節　

軍
事
基
盤
と
し
て
の
在
国
被
官
の
存
在
形
態

　

前
節
で
み
た
ギ
ブ
ア
ン
ド
テ
イ
ク
関
係
は
、
権
力
編
成
上
に
お
け
る
在
京
被
官
と

在
国
被
官
と
の
双
務
関
係
で
あ
っ
て
、
軍
事
基
盤
と
し
て
の
在
国
被
官
の
実
態
は
別

に
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
在
国
被
官
が
軍
事
基
盤
と
し
て
ど

れ
だ
け
安
定
的
に
機
能
し
え
た
の
か
こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
本
節
で
は
在

国
被
官
の
存
在
形
態
と
そ
れ
に
起
因
す
る
軍
事
力
の
限
界
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

ま
ず
、
武
力
発
動
に
さ
い
し
て
の
在
国
被
官
へ
の
軍
事
動
員
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
か
に
つ
い
て
、
次
の
史
料
を
み
よ
う
。

〔
史
料
九
〕『
親
元
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
十
一
月
二
十
日
条
（
二
―
三
〇
〜 

                  
三
一
頁
）

　
　

�
貴
殿
、
於
二

江
州
一

為
二

闕
所
跡
一

御
拝
領
云
々
、
仍
為
二

上
使
一

太
田
五
郎
左

　
　
　

衛
門
尉
貞
興
今
日
下
向
、
仍
御
被
官
中
合
力
事
可
二

相
触
一

之
旨
奉
レ

之
、
即

　
　
　

整
二

遣
之
一

、

　
　
　
　

就
二

闕
所
御
拝
領
之
儀
一

、
為
二

上
使
一

太
田
五
郎
左
衛
門
尉
方
下
向
候
、

　
　
　
　

早
々
馳
二

加
彼
手
一

可
レ

被
レ

致
二

忠
節
一

之
由
候
也
、
仍
執
ー
、

　
　
　
　
　

今
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
元

　
　
　
　

勝
光
坊　

行
光
坊　

月
浄
院　

大
蓮
坊　

花
光
侍
従　

城
光
坊　

大
光
坊

　
　
　
　

成
智
岩
千
代　

静
住
坊　

成
就
院
侍
従　

一
井　

建
松　

三
上
入
道
鯰
江

　
　
　
　

青
木
弥
四
郎　

播
磨
田
南
小
法
し　

以
上
一
通
、

　
　
　
　

就
二

闕
所
之
ー
一

、
同
前
下
向
候
、
仍
於
二

其
方
館
一

、
相
二

催
諸
勢
一

、

　
　
　
　

加
二

談
合
一

、
早
速
令
レ

発
二

向
彼
所
一

可
レ

被
レ

致
二

忠
節
一

之
由
候
也
、
仍

　
　
　
　

執
ー
、

　
　
　
　
　

今
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
元

　
　
　
　
　

法
光
坊

　
　
　
　

此
両
通
、
太
五
左
方
江
渡
レ

之
、

　

こ
れ
は
、
近
江
国
の
闕
所
地
を
拝
領
し
た
貴
殿
＝
伊
勢
貞
親
が
、
上
使
太
田
五
郎

左
衛
門
尉
貞
興
を
現
地
に
派
遣
す
る
に
さ
い
し
、
被
官
中
に
太
田
貞
興
へ
の
合
力
を

命
じ
た
蜷
川
親
元
奉
書
案
で
あ
る
。
近
江
国
の
勝
光
坊
以
下
十
六
人
の
被
官
中
充
一

通
、
法
光
坊
充
一
通
の
計
二
通
が
太
田
貞
興
に
渡
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
太
田
貞

興
は
こ
れ
を
現
地
に
持
参
し
当
該
被
官
人
中
に
披
露
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
五
味
文
彦

は
こ
の
史
料
か
ら
、
在
国
被
官
が
伊
勢
氏
の
武
力
機
構
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
�

し
か
し
加
え
て
注
目
す
べ
き
は
法
光
坊
に
充
て
ら
れ
た
一
通
で
あ
ろ
う
。

　

傍
線
部
か
ら
、
法
光
坊
は
江
州
の
被
官
中
を
自
身
の
館
に
催
促
し
、
談
合
を
加
え
、

当
該
闕
所
地
に
発
向
し
て
滞
り
な
く
闕
所
地
給
付
を
済
ま
す
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
、
在
国
被
官
は
伊
勢
氏
か
ら
各
別
に
把
握
・
動
員
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
く
、
中
心
人
物
が
在
地
に
お
い
て
軍
勢
動
員
か
ら
談
合
・
発
向
ま
で
の
一
連
の
軍

事
指
揮
権
を
委
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
伊
勢
氏
の
軍
事
力
は
在

国
被
官
の
地
縁
的
な
横
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
依
存
し
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
在
国
被
官
中
が
分
裂
し
た
場
合
に
は
伊
勢
氏
の
軍
事
力
は
極

め
て
脆
弱
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
十
全
に
機
能
し
え
た
か
疑
問
で
あ
る
。
そ

し
て
実
際
に
在
国
被
官
は
分
裂
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
以
下
の
西
岡
被
官

中
の
事
例
か
ら
窺
え
る
。

〔
史
料
一
〇
〕

①
『
親
元
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
十
月
三
十
日
条
（
二
―
一
四
頁
）

　
　

� 
入
レ

夜
、
公
方
御
使
飯
左
太
・
清
泉
、
西
岡
辺
土
一
揆
等
蜂
起
之
由
被
二

聞

　
　

召
一

候
、
当
方
被
官
人
中
堅
可
二

申
付
一

之
由
被
二

仰
出
一

候
畢
、

②
『
親
元
』
同
年
十
一
月
十
一
日
条
（
二
―
二
六
頁
）

　
　

� 
御
被
官
西
岡
革
嶋
将
監
、
同
所
土
一
揆
等
蜂
起
之
時
宜
迷
惑
、
此
時
一
段

　
　

無
二

御
成
敗
一

者
、
不
レ

可
レ

然
之
由
為
二

申
上
候
一

参
洛
、
即
披
二

露
之
一

、

③
『
親
元
』
同
年
十
一
月
十
二
日
条
（
二
―
二
七
〜
二
八
頁
）

（　

）
３７る
。
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� 
西
岡
御
被
官
人
等
、
土
一
揆
蜂
起
静
謐
之
間
可
二

在
京
一

之
旨
可
二

申
付
一

之

　
　
　

由
、
以
二

長
渓
庵
一

奉
レ

之
、
仍
奉
書
、

　
　
　

就
二

土
一
揆
等
蜂
起
之
儀
一

、
先
度
堅
被
二

相
触
一

候
処
、
重
而
西
岡
辺
輩
出

　
　
　

張
云
々
、
頗
相
二

似
同
意
一

者
哉
、
一
段
可
レ

有
二

御
成
敗
一

旨
被
二

仰
出
一

畢
、

　
　
　

所
詮
、
御
被
官
仁
悉
以
参
洛
、
件
蜂
起
静
謐
間
者
可
レ

被
二

在
京
一

之
由
候
也
、

　
　
　

仍
執
達
ー
、

　
　
　
　

今
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞
雄

　
　
　
　

革
嶋
左
近
将
監
へ

　
　
　
　

鶏
冠
井
太
髟
左
衛
門
へ

　
　
　
　

石
井
右
近
将
監
へ

　
　
　
　

馬
場
弥
次
郎
へ　
　
　

高
岡

　
　
　
　

物
部
神
五
郎          　

神
谷
弥
次
郎

　
　
　
　

若
林
小
法
し　
　
　
　

小
野
新
左
衛
門

      　

以
上
一
通
也
、
但
依
二

静
謐
一

不
レ

能
レ

下
二

遣
之
一

、

　

こ
れ
ら
一
連
の
史
料
は
、
新
行
紀
一
が
伊
勢
氏
被
官
の
軍
事
加
担
禁
止
を
示
す
史

料
と
し
て
紹
介
�

五
味
文
彦
は
命
令
系
統
の
分
析
か
ら
伊
勢
氏
の
家
政
権
力
を
端

的
に
示
す
事
例
と
し
て
注
目
し

�
ま
た
西
岡
被
官
中
が
幕
府
被
官
で
は
な
く
伊
勢

氏
被
官
で
あ
る
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
も
著
名
で
あ
�

　

内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
幕
府
使
者
か
ら
西
岡
辺
で
土
一
揆
蜂
起
の
情
報
を

得
た
伊
勢
氏
は
（
①
）、
一
揆
に
与
同
せ
ぬ
よ
う
西
岡
被
官
中
に
奉
書
を
出
し
た

〔『
親
元
』
寛
正
六
年
十
一
月
三
日
条
（
一
―
一
六
〜
一
七
頁
）〕。
し
か
し
被
官
中
に
は

与
同
す
る
者
が
い
る
ら
し
く
、
被
官
の
一
人
革
嶋
左
近
将
監
は
一
揆
の
御
成
敗
を
上

申
す
る
た
め
伊
勢
氏
の
も
と
に
参
洛
し
た
（
②
）。
そ
れ
を
う
け
て
再
度
伊
勢
氏
は
、

一
揆
が
静
謐
す
る
ま
で
の
間
在
京
す
る
よ
う
西
岡
被
官
中
に
命
じ
た
（
③
）。

　

近
年
こ
の
史
料
に
注
目
し
た
早
島
大
祐
は
、
西
岡
被
官
中
に
つ
い
て
、
在
地
社
会

（　

）
３８し
、

（　

）
３９た
。

（　

）
４０る
。

に
お
け
る
既
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ま
ま
「
衆
と
し
て
被
官
化
」
し
た
も
の
と
評
価

す

�
そ
の
評
価
は
然
り
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
行
論
の
な
か
で
、
②
の
史
料
に

見
ら
れ
る
革
島
氏
の
行
動
を
西
岡
被
官
中
の
総
意
と
し
て
理

�
て
い
る
こ
と
に
は

疑
念
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
③
の
傍
線
部
に
注
目
す
れ
ば
、
先
度
相
触
れ
た
（
寛
正

六
年
十
一
月
三
日
条
所
載
の
伊
勢
氏
奉
行
人
奉
書
案
）
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
お
も
西

岡
辺
輩
が
一
揆
に
出
張
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
伊
勢

氏
は
③
で
厳
罰
化
を
示
し
、
か
つ
与
同
で
き
な
い
よ
う
に
一
揆
が
静
謐
す
る
ま
で
の

間
被
官
中
に
在
京
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
史
料
か
ら
、
西
岡
被
官
中
に
は
伊
勢
氏
の
命
令
よ
り
も
在

地
の
一
揆
側
を
優
先
す
る
者
が
い
た
こ
と
、
他
方
で
革
島
氏
の
よ
う
に
明
瞭
に
伊
勢

氏
側
に
つ
く
者
も
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
被
官
中
は
常
に
西
岡
被
官
中
と

し
て
ま
と
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
社
会
的
状
況
に
よ
っ
て
分
裂
・
対

立
す
る
可
能
性
を
内
包
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
被
官
中
の
性
格
は
何
に
起
因
す
る
も
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
う

え
で
永
原
慶

�
研
究
は
示
唆
的
で
あ
る
。
永
原
は
、
戦
国
大
名
の
権
力
編
成
と
し

て
の
寄
親
寄
子
制
に
つ
い
て
、「
寄
子
制
は
ま
さ
し
く
、
大
名
領
国
制
が
創
出
し
た

小
領
主
層
（〈　
〉
│
筆
者
註
）
の
特
有
の
組
織
形
態
で
あ
っ
た
。」
と
評
価
し
つ
つ
も
、

４４

寄
子
の
農
業
経
営
か
ら
の
分
離
の
度
合
い
が
軍
事
力
の
内
容
を
規
定
し
、
分
離
が
困

難
で
あ
っ
た
場
合
、「
そ
の
軍
事
力
の
限
界
、
非
機
動
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。」
と
指

摘
す
る
。
伊
勢
氏
の
在
国
被
官
も
「
住
人
」
が
「
寄
子
」
と
し
て
被
官
化
・
編
成
化

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
農
業
経
営
か
ら
未
分
離
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
事
実
、

『
親
元
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
五
月
七
日
条
（
一
―
二
九
〇
頁
）
に
は
、
貴
殿

被
官
と
武
庫
被
官
が
耕
作
を
め
ぐ
り
確
執
し
、
同
名
の
守
護
被
官
と
結
託
し
て
「
弓

矢
」
に
及
ん
だ
事
件
が
記
さ
れ
て
お
り
、
在
国
被
官
が
在
地
に
お
け
る
耕
作
権
の
問

題
に
直
面
し
、
被
官
同
士
で
対
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
に
も
、
理
由
は
不

明
だ
が
、
被
官
人
等
が
口
論
・
確
執
の
風
聞
を
聞
い
て
そ
れ
に
荷
担
し
よ
う
と
し
た

場
合
も
あ
る
〔『
親
元
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
八
月
二
十
一
日
条
（
一
―
四
〇
一

（　

）
４１る
。

（　

）
４２解
し

（　

）
４３二
の
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頁
）〕。

　

以
上
か
ら
、
伊
勢
氏
軍
事
基
盤
の
不
安
定
要
因
の
理
由
と
し
て
、
一
つ
は
在
国
被

官
を
個
別
的
に
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
地
縁
的
な
横
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

依
存
す
る
動
員
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
こ
と
、
い
ま
一
つ
は
、
在
国
被
官
が
農
業
経
営

か
ら
分
離
し
て
お
ら
ず
、
直
面
す
る
諸
問
題
が
発
生
し
た
さ
い
は
自
力
救
済
に
よ
る

「
弓
矢
」
に
発
展
す
る
な
ど
被
官
中
で
分
裂
・
対
立
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
在
国
被
官
を
伊
勢
氏
軍
事
基
盤
と
し
て
高
く
評

価
す
る
こ
れ
ま
で
の
見
解
は
再
考
を
要
す
る
も
の
と
い
え
よ
�

　

以
上
、
本
章
で
は
、
伊
勢
氏
権
力
の
軍
事
力
を
め
ぐ
り
、
在
京
被
官
と
在
国
被
官

と
の
間
に
は
、「
伊
勢
氏
へ
の
取
り
な
し
―
軍
事
奉
仕
」
と
い
う
、
権
力
編
成
上
に

お
け
る
ギ
ブ
ア
ン
ド
テ
イ
ク
関
係
と
し
て
の
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
が
反
映
さ
れ
て

い
た
こ
と
、
在
国
被
官
は
在
地
で
の
諸
問
題
に
直
面
し
た
さ
い
、
分
裂
・
対
立
し
う

る
階
級
的
矛
楯
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
軍
事
基
盤
と
し
て
の
在
国
被
官
へ

の
高
評
価
に
は
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
提
起
し
た
。

第
三
章　

伊
勢
氏
権
力
の
被
官
編
成
に
お
け
る
構
造
的
特
質

　

前
章
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
、「
申
次
―
寄
子
」
関
係
に
も
と
づ
く
在
京
被
官
と

在
国
被
官
の
強
固
な
結
び
つ
き
に
比
較
し
て
、「
家
産
官
僚
制
的
性
格
」
と
評
価
さ

れ
る
伊
勢
氏
と
在
京
被
官
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
を
よ
く
示
す
史
料
と

し
て
、『
史
料
纂
集　

経
覚
私
要
鈔
』
第
七
巻
、
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
九
月
八

日
条
を
み
よ
う
。

　
　

一
、
自
二

門
跡
一

申
賜
云
、
夜
前
九
時
分
松
林
院
尭
観
罷
下
候
、
勢
州
者
、
伊

　
　
　
　

勢
守
計
令
二

逐
電
一

候
、
子
息
兵
庫
助
者
、
被
官
人
ヲ
集
テ
守
二

護 
若
公
一

　
　
　
　

之
由
、
自
二

松
林
院
一

申
賜
云
々
、

　

こ
れ
は
、
文
正
の
政
変
に
お
け
る
伊
勢
貞
親
・
貞
宗
の
動
向
に
関
す
る
記
事
で
、

傍
線
部
か
ら
、
貞
親
が
逐
電
し
た
の
に
対
し
、
貞
宗
は
幕
府
に
と
ど
ま
り
被
官
人
を

（　

）
４５う
。

集
め
て
若
公
＝
足
利
義
尚
を
守
護
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

�
本
論
の
趣
旨
か
ら
注

目
さ
れ
る
の
は
、
被
官
人
（
京
都
で
の
政
変
で
あ
る
か
ら
在
京
被
官
で
あ
ろ
う
）
が

当
主
貞
親
の
没
落
に
従
わ
ず
、
貞
宗
の
も
と
に
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
在
京
被
官
が
貴
殿
・
武
庫
個
人
で
は
な
く
、「
勢
州
」
＝
伊
勢
家
に
帰
属
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
さ
に
「
家
産
官
僚
制
的
性
格
」
と
は
正
鵠
を
射
た
評
価

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
伊
勢
氏
と
強
固
な
主
従
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
政
変
に
さ
い
し
在
国
被
官
は
な
ん
ら
の
武
力
的
基
盤

に
な
ら
な
か
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
�

　

で
は
、
こ
う
し
た
伊
勢
氏
・
在
京
被
官
・
在
国
被
官
の
相
互
関
係
の
相
違
は
何
に

起
因
す
る
も
の
な
の
か
。
本
章
で
は
相
互
の
主
従
関
係
を
示
す
指
標
と
し
て
、
偏
諱

授
�

相
続
安
堵
に
注
目
す
る
こ
と
で
そ
の
点
を
検
討
し
た
い
。

第
一
節　

偏
諱
授
与
に
み
る
伊
勢
氏
と
被
官
衆
、 
奉
公
衆

　

伊
勢
氏
か
ら
被
官
衆
や
奉
公
衆
へ
の
偏
諱
授
与
が
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
指

摘
さ
れ
て
い

�
し
か
し
史
料
に
即
し
た
具
体
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
本
節
で
は
、
被
官
衆
へ
の
偏
諱
授
与
の
特
徴
を
明
確
化
す
る
た
め
、
奉
公

衆
へ
の
偏
諱
授
与
と
比
較
す
る
か
た
ち
で
検
討
を
進
め
た
い
。
ま
ず
奉
公
衆
へ
の
偏

諱
授
与
か
ら
み
て
い
こ
う
。

〔
史
料
一
一
〕『
親
元
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
四
月
廿
一
日
条
（
一
―
二
六
三

　
　
　
　
　
　

〜
二
六
四
頁
）

　
　

�
奉
公
山
内
首
頭
弥
六
、
貴
殿
御
字
事
被
レ

申
レ

之 
以
荒
尾
治
部
、
父
ハ
重
通
、

　
　
　

通
字
為
二

家
字
一

云
々
、
披
露
之
処
、
不
レ

可
レ

有
二

子
細
一

之
由
御
返
事
候
、

〔
史
料
一
二
〕『
親
元
』
寛
正
六
年
四
月
廿
九
日
（
一
―
二
七
六
頁
）

　
　

�
奉
公
山
内
弥
六  
山
内
首
頭
兵
庫
助 
貴
殿
御
字
事
祖
父
例
云
々
、、
去
廿
一
日
被
二

　
　
　
　
　
 

申
定
一

畢
、
仍
依
レ

為
二

吉
日
一

今
日
被
二

参
申
一

候
、
太
刀
金
、 折
紙  
五  
持
二

参

　
　
　
　
　
 

之
一  
、
御
字
貞
通
直
ニ
被
レ

遣
レ

之
、
依
二

相
番
一

荒
尾
治
部
同
道
也
、

　

こ
れ
ら
は
二
番
奉
公
衆
山
内
首
藤
氏
の
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
奉
公
衆

（　

）
４６る
。

（　

）
４７る
。

（　

）
４８与
と

（　

）
４９る
。

［十五世紀中葉における伊勢氏権力構造と被官衆］……中島丈晴

（
足
利
義
尚
）

申
、

重
通
子
息
也
、

a

e

d

結
、

b

c
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へ
の
偏
諱
授
与
過
程
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
奉
公
衆
が
「
貴
殿
御
字
」
授
与
を
蜷

川
親
元
に
申
請
す
る
（
ａ
）。
親
元
は
そ
れ
を
貴
殿
に
披
露
す
る
（
ｂ
）。
親
元
は
貴

殿
か
ら
子
細
な
い
旨
の
御
返
事
を
受
け
、
そ
れ
を
申
請
し
た
奉
公
衆
に
伝
え
る

（
ｃ
）。
奉
公
衆
は
吉
日
を
選
び
貴
殿
の
も
と
に
参
る
。
そ
の
さ
い
進
物
を
持
参
す
る

（
ｄ
）。
貴
殿
か
ら
「
貞
」
と
「
家
字
」
を
組
み
合
わ
せ
た
実
名
を
授
与
さ
れ
る
（
ｅ
）。

　

以
上
の
過
程
は
山
内
首
藤
氏
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
同
じ
く
奉
公

衆
の
山
田
三
郎
次
郎
お
よ
び
西
山
弥
四
郎
の
偏
諱
授
与
に
関
す
る
記
事
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

〔
史
料
一
三
〕『
親
元
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
二
月
二
十
九
日
条
（
一
―
二
二 

　
　
　
　
　
　

一
頁
）

　
　

� 
上
様
奉
公
山
田
三
郎
次
郎 
奉
公
弥
三
郎 

貴
殿
御
字
事
被
レ

申
レ

之
、
不
レ

可

　
　
 
レ

有
二 
子
細
一

之
由
御
返
事
在
レ

之
、

〔
史
料
一
四
〕『
親
元
』
寛
正
六
年
四
月
十
三
日
条
（
一
―
二
五
八
頁
）

　
　

�
上
様
奉
公
西
山
弥
四
郎
号
山
田
、 貴
殿
御
字
事
申
レ

之
、
為
二

御
礼
一

太
刀
雲
上
、

　
　

弐
千
疋
折
紙
、 持
参
、
彼
家
字
盛
也
、
仍
親
盛 
御
自
筆
也
、 被
レ

副
二

御
太
刀
持
、 一
直

　
　
 
新
造
於
二

二
間
御
厩
一

被
レ

遣
レ

之
、

　

史
料
か
ら
、
山
田
三
郎
次
郎
、
西
山
弥
四
郎
と
も
に
「
貴
殿
御
字
」
を
申
請
し
た

こ
と
（
ａ
）、
子
細
な
し
と
の
「
貴
殿
御
返
事
」
が
あ
る
こ
と
（
ｂ
）、
西
山
弥
四
郎

は
貴
殿
の
も
と
へ
参
り
進
物
を
持
参
し
た
こ
と
（
ｃ
）、
貴
殿
の
「
親
」
と
「
家
字
」

を
合
わ
せ
た
実
名
を
自
筆
で
授
与
さ
れ
た
こ
と
（
ｄ
）
が
わ
か
り
、
山
内
首
藤
氏
と

同
様
の
手
続
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
な
お
史
料
上
に
は
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
こ
れ
ら
は
『
親
元
日
記
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
偏
諱
授
与
申
請

を
貴
殿
に
披
露
し
た
の
は
同
じ
く
蜷
川
親
元
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
貴
殿
に
よ
る
奉
公
衆
へ
の
偏
諱
授
与
は
手
続
き
が
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
奉
公
衆
へ
の
偏
諱
は
、
前
記
の
ほ
か
に
も
、
朝
倉
勘

解
由
左
衛
門
尉
貞
茂
〔『
親
元
』
四
―
三
九
七
頁
〕、
梅
戸
左
衛
門
三
郎
貞
実
〔『
親
元
』

二
―
三
〇
四
頁
〕、
高
嶋
弥
太
髟
貞
清
〔『
親
元
』
二
―
一
二
〇
頁
〕
な
ど
多
く
確
認
さ

れ
る
。

　

次
に
被
官
衆
へ
の
偏
諱
授
与
を
み
よ
う
。

〔
史
料
一
五
〕『
親
元
』
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
正
月
十
三
日
条
（
二
―
一
三 

　
　
　
　
　
　

三
頁
）

　
　

一
、
蜷
川
三
郎
次
郎
、
兵
庫
殿
御
字
貞
保
、 給
レ

之
、

〔
史
料
一
六
〕『
親
元
』
文
明
十
三
年
十
一
月
二
十
日
条
（
二
―
二
六
九
頁
）

　
　

一
、
三
上 
越
前
守 
息
与
次
郎
元
服
、
兵
庫
殿
被
レ

下
二

御
字
陸
元
一

、

（
員　

光
）

　

こ
こ
か
ら
、
在
京
被
官
三
上
与
次

�
ら
び
に
蜷
川
三
郎
次
郎
は
、
兵
庫
殿
＝
伊

勢
貞
陸
か
ら
偏
諱
を
授
与
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
陸
元
」、「
貞
保
」
の
実
名
を
得
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　

た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
は
奉
公
衆
で
み
ら
れ
た
偏
諱
授
与
シ
ス
テ
ム
は

み
ら
れ
ず
、
兵
庫
殿
か
ら
一
方
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
奉
公
衆
と
在

京
被
官
と
は
明
確
に
区
別
化
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
偏
諱
授
与
に
さ
い
し

て
の
表
現
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
。

　

奉
公
衆
の
場
合
は
「
御
字
貞
通
直
ニ
被
レ

遣
レ

之
」、「
直
新
造
於
二

二
間
御
厩
一

被
レ

遣
レ

之
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
在
京
被
官
の
場
合
は
「
兵
庫
殿
御
字
貞
保
、 給
レ

之
」、

「
兵
庫
殿
被
レ

下
二

御
字
陸
元
一

」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
奉
公
衆
の
場
合
は
、

〈
申
請
↓
了
承
〉
に
も
と
づ
き
「
直
」
に
「
遣
」
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

在
京
被
官
の
場
合
は
一
方
的
に
「
給
」
わ
る
も
の
、「
下
」
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
相
違
は
、
伊
勢
氏
と
在
京
被
官
の
主
従
関
係
が
人
格
的
に
極
め
て
強
固
な

結
び
つ
き
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　

他
方
、
在
国
被
官
の
中
に
も
「
井
入
兵
衛
次
郎
親
康
」〔『
親
元
』
文
明
九
年
（
一

四
七
七
）
四
月
八
日
条
（
四
―
三
九
四
頁
）〕、「
横
山
三
郎
左
衛
門
尉
宗
延
」〔『
親
元
』

文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
十
月
二
十
二
日
条
（
三
―
九
一
頁
）〕
な
ど
偏
諱
を
冠
す
る

者
が
い
る
。
し
か
し
、
卑
見
で
は
在
国
被
官
へ
の
偏
諱
授
与
に
関
す
る
具
体
的
史
料

は
み
ら
れ

�
伊
勢
氏
か
ら
直
接
下
賜
さ
れ
た
の
か
、
申
次
で
あ
る
在
京
被
官
の
仲

介
を
要
し
た
の
か
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
「
申
次
―
寄

（　

）
５０郎
な

（　

）
５１ず
、
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子
」
関
係
に
よ
る
取
り
な
し
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
申
次
の
在
京
被
官
が
介
在
し
た
可

能
性
は
高
い
と
考
え
る
。

第
二
節　

被
官
衆
へ
の
相
続
安
堵
と
二
重
の
編
成
原
理

　

次
に
、
相
続
安
堵
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
在
京
被
官
野
依
氏
に
関
す
る
以
下
の

史
料
は
、
伊
勢
氏
権
力
内
に
お
け
る
相
続
安
堵
過
程
の
具
体
相
が
わ
か
る
格
好
の
素

材
で
あ
る
。
ま
ず
は
史
料
に
即
し
て
相
続
安
堵
過
程
を
復
元
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ

う
。

〔
史
料
一
七
〕『
親
元
』
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
八
月
十
日
条
（
二
―
二
三
二
頁
）

　
　

一
、
野
依
若
狭
就
二

違
例
一

、
自
二

貴
殿
并
兵
庫
殿
一

御
﹇　
　
　

﹈

　
　
　
　

①
父
若
狭
守
雄
春
奉
行
候
所
々
并
預
所
等
事
、
如
レ

此
間
申
付
候
、
年
貢

　
　
　
　
　

以
下
不
二

相
替
一

可
レ

有
二

執
沙
汰
一

候
也
、
謹
言
、

　
　
　
　
　
　

八
月
十
日　
　
　
　
　
　
　

ー
宗

　
　
　
　
　
　
　

野
依
熊
夜
叉
殿

　
　
　
　

②
父
若
狭
守
雄
春
奉
行
候
所
々
并
預
所
等
事
、
任
二

御
免
状
之
旨
一

、
全
二

　
　
　
　
　
　
　
　

知
行
一

年
貢
以
下
不
二

相
替
一

可
レ

有
二

執
沙
汰
一

候
也
、
謹
言
、

　
　
　
　
　
　

八
月
十
日　
　
　
　
　
　
　

ー
陸

　
　
　
　
　
　
　

野
依
熊
夜
叉
殿

　
　
　
　

③
即
熊
夜
叉
御
礼
申
レ

之
、

　

史
料
か
ら
、
野
依
若
狭
守
雄
春
の
病
（
八
月
十
三
日
に
死
去
〈
同
日
条
〉）
に
よ

り
、
子
息
の
熊
夜
叉
丸
は
伊
勢
貞
宗
か
ら
「
父
若
狭
守
雄
春
奉
行
候
所
々
并
預
所

等
」
を
申
し
付
け
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
な
く
年
貢
を
執
沙
汰
す
る
よ
う
指
示

を
受
け
た
こ
と
（
①
）、
さ
ら
に
伊
勢
貞
陸
か
ら
も
同
内
容
の
副
状
が
出
さ
れ
た
こ

と
（
②
）、
熊
夜
叉
丸
は
そ
れ
に
対
す
る
御
礼
を
申
し
た
こ
と
（
③
）
が
わ
か
る
。

貞
宗
書
状
は
貞
陸
副
状
で
「
御
免
状
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
雄
春
か
ら
熊

夜
叉
丸
へ
の
相
続
安
堵
状
と
理
解
で
き
る
。

　

貞
宗
か
ら
の
安
堵
状
を
得
た
熊
夜
叉
丸
は
、
以
下
の
史
料
に
み
る
よ
う
に
、
後
日

伊
勢
氏
の
も
と
へ
出
仕
し
た
。

〔
史
料
一
八
〕『
親
元
』
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
十
月
二
十
三
日
条
（
二
―
二

　
　
　
　
　
　

五
九
頁
）

　
　

一
、
④
野
依
熊
夜
叉
丸
代
始
出
仕
、
得
二

貴
殿
御
意
一

、
先
兵
庫
殿
へ
御
礼
申

　
　
　
　
　

レ

之
、
御
太
刀
糸
、弐
百
疋
并
若
狭
守
為
二

遺
物 
一    
太
刀
一
振
進
二

上
之
一

、

〔
史
料
一
九
〕『
親
元
』
文
明
十
三
年
十
月
二
十
五
日
条
（
二
―
二
六
〇
頁
）

　
　

一
、
⑤
野
依
熊
夜
叉
丸
八
歳
、 代
始
御
礼
、
御
太
刀
糸
、 � 
弐
百
疋
進
二

上
之
一
杉

　
　
　
　
　

江
方
へ
、、
御
出
京
之
次
御
対
面
被
レ

下
二

御
盃
一

、
父
若
狭
守
為
二

遺
物
一

　
　
　
　
　

刀
一
腰
国
重
、 進
上
斎
藤
小
次
郎
ニ
渡
レ

之
、、

　

こ
こ
か
ら
、
熊
夜
叉
丸
は
十
月
二
十
三
日
に
貴
殿
＝
伊
勢
貞
宗
の
も
と
へ
「
代
始

出
仕
」
を
し
、
兵
庫
殿
＝
伊
勢
貞
陸
に
御
礼
を
申
し
て
太
刀
や
若
狭
守
遺
物
を
進
上

し
た
こ
と
（
④
）、
次
い
で
同
月
二
十
五
日
に
、
貴
殿
に
御
対
面
し
御
盃
を
下
さ
れ
、

先
の
「
代
始
出
仕
」
の
御
礼
と
し
て
太
刀
や
若
狭
守
遺
物
を
進
上
し
た
こ
と
（
⑤
）

が
わ
か
る
。

　

以
上
の
相
続
安
堵
過
程
か
ら
注
目
さ
れ
る
第
一
は
、
貴
殿
安
堵
状
と
武
庫
副
状
が

セ
ッ
ト
で
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
野
依
熊
夜
叉
丸
は
、
貴
殿
・

武
庫
個
人
で
は
な
く
、
伊
勢
家
か
ら
安
堵
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
伊
勢
家
と
在
京
被

官
家
は
、
家
と
家
と
の
結
合
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
は
、「
奉
行
候

所
々
并
預
所
等
」
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
奉
行
」、「
預
所
」
と
い
う

内
容
か
ら
、
安
堵
さ
れ
た
の
は
幕
府
料
所
や
伊
勢
氏
所
領
の
経
営
権
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
第
一
の
点
や
家
政
職
員
と
し
て
の
活
動
と
あ
わ
せ
、
野
依
氏
は
伊
勢
家
の

家
産
官
僚
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
第
三
は
、
伊
勢
家
へ
の
「
代
始
出
仕
」
で
あ
る
。

「
代
始
出
仕
」
と
は
、
貴
殿
御
意
を
得
た
こ
と
、
貴
殿
と
御
対
面
し
御
盃
を
下
さ
れ

た
こ
と
、
武
庫
に
も
御
礼
を
申
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
伊
勢
家
と
在

京
被
官
家
と
の
間
に
お
け
る
主
従
関
係
の
再
締
結
儀
礼
の
場
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
在
京
被
官
へ
の
相
続
安
堵
過
程
が
野
依
氏
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
な
い

こ
と
は
次
の
史
料
か
ら
わ
か
る
。

［十五世紀中葉における伊勢氏権力構造と被官衆］……中島丈晴
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〔
史
料
二
〇
〕
年
未
詳
十
二
月
二
十
日
伊
勢
貞
親
書
状
案
（『
大
日
本
古
文
書　

蜷

　
　
　
　
　
　

川
家
文
書
』
一
―
五
一
）

　
　

越
中
国
河
南
庄
事
、
父 
智
源
禅
門 
一
期
之
後
者
、
代 
管 
職
事
可
レ

有
二

存
知
一

候
、

（
蜷
川
親
吉
） 

〔
官
〕

　
　

於
二

年
貢
等
一

者
、
可
レ

致
二

其
沙
汰
一

候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　

十
二
月
廿
日　
　

貞
親
御
判

　
　
　
　

蜷
川
修
理
進
殿

〔
史
料
二
一
〕
年
未
詳
十
二
月
二
十
一
日
伊
勢
貞
宗
副
状
案
（『
同
右
』
一
―
五
二
）

　
　
 「
河
南 
庄
事
」

（
端
裏
書
）

　
　

越
中
国
河
南
庄
事
、
父
智
源
禅
門
一
期
之
後
者
、
御
代
官
職
之
事
可
レ

有
二

存

　
　

知
一

之
由
、
以
二

御
書
一

被
二

仰
出
一

候
、
目
出
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　

十
二
月
廿
一
日　

貞
宗
御
判

　
　
　
　

蜷
川
修
理
進
殿

　

こ
れ
は
、
越
中
国
河
南
荘
の
代
官
職
に
つ
い
て
、
智
源
禅
門
＝
蜷
川
親
吉
一
期
の

後
は
相
続
し
年
貢
な
ど
を
沙
汰
す
る
よ
う
、
子
息
の
蜷
川
修
理
進
に
伝
え
た
伊
勢
貞

親
書
状
お
よ
び
貞
宗
副
状
の
案
文
で
あ
る
。
貞
親
書
状
は
、
蜷
川
修
理
進
の
相
続
を

確
約
し
た
も
の
で
、
安
堵
状
と
理
解
し
て
よ
い
と
考
え
る
。
恐
ら
く
こ
の
時
点
で
智

源
禅
門
の
死
期
が
迫
っ
て
い
た
が
た
め
に
、
修
理
進
に
相
続
安
堵
の
確
約
を
出
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。〔
史
料
一
七
〕
の
野
依
熊
夜
叉
丸
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
田
端

泰
子
は
こ
の
文
書
か
ら
伊
勢
氏
と
蜷
川
氏
と
が
主
従
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
が
、
事
実
関
係
の
確
認
に
と
ど
ま
っ
て
い
�

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
当
時
、
貞
親
が
貴
殿
、
貞
宗
が
武
庫
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
こ
で
も
相
続
安
堵
に
さ
い
し
て
、
貞
親
＝
貴
殿
安
堵
状
と
貞
宗
＝
武
庫
副
状

が
セ
ッ
ト
で
出
さ
れ
、
伊
勢
家
と
蜷
川
家
と
が
家
同
士
の
結
合
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
、

料
所
経
営
権
が
安
堵
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
野
依
熊
夜
叉
丸

の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。『
親
元
日
記
』
に
は
こ
れ
に
対
応
す
る
記
事
が
み
あ
た
ら

な
い
た
め
詳
細
は
不
明
だ
が
、
お
そ
ら
く
先
に
示
し
た
手
順
に
よ
っ
て
、
蜷
川
修
理

進
は
相
続
の
後
、
貴
殿
に
「
代
始
出
仕
」
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（　

）
５２る
。

　

以
上
か
ら
、
在
京
被
官
へ
の
相
続
安
堵
は
、
貴
殿
と
武
庫
の
両
者
に
よ
る
伊
勢
家

と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
伊
勢
氏
と
在
京
被
官
と
の
主
従
関
係
が
家
と
家
と
の
結
び

つ
き
に
よ
っ
て
維
持
・
継
続
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、「
奉
行
候
所
々
」、「
預
所
」、

「
代
官
職
」
な
ど
、
安
堵
内
容
が
家
産
経
営
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
在
京
被
官
は
ま
さ
に
家
産
官
僚
制
と
し
て
編
成
さ
れ

て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
は
い
ず
れ
も
在
京
被
官
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
在
国
被
官
へ
の
相
続

安
堵
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
次
の
史
料
は
そ
れ
を
検
討
す
る
う
え
で
格
好
の
史
料
で

あ
る
。

〔
史
料
二
二
〕
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
六
月
十
三
日
蜷
川
親
元
書
状
案
（『
大
日

　
　
　
　
　
　

本
古
文
書　

蜷
川
家
文
書
』
一
―
七
一
）

　
　
 「
武
正
弥
太
髟
方 
へ
折
紙
案
」

（
折
紙
見
返
シ
奥
書
）

　
　

御
料
所
桐
野
・
河
内
村
内
武
�

京
亮
方
跡
名
田
畠
等
事
、
為
二

養
子
相
続
一

之

　
　

旨
、
慥
令
二

存
知
一

候
了
、
御
年
貢
諸
公
事
物
以
下
無
二

不
法
懈
怠
一

者
、
知
行

　
　

更
不
レ

可
レ

有
二

相
違
一

候
也
、
恐
々
謹
言
、　
　

                 
六
     

月
十
三
日
親
元
有
判

文
明
六

    　
　
　
 
武
正
弥
太
髟
殿

　

こ
れ
は
、
幕
府
料
所
丹
波
国
桐
野
・
河
内

�
の
武
正
左
京
亮
方
跡
名
田
畠
等
に

つ
い
て
、
養
子
相
続
し
た
武
正
弥
太
髟
の
知
行
を
認
め
た
蜷
川
親
元
安
堵
状
案
で
あ

る
。
親
元
が
安
堵
状
を
発
給
し
た
の
は
、
桐
野
・
河
内
郷
の
代
官
が
親
元
で
あ
っ

�

ら
で
あ
ろ
う
。「
為
二

養
子
相
続
一

之
旨
、
慥
令
二

存
知
一

候
了
」
と
あ
る
か
ら
、

こ
れ
以
前
に
武
正
弥
太
髟
か
ら
親
元
に
対
し
て
相
続
安
堵
の
申
請
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
安
堵
さ
れ
た
武
正
氏
は
、
武
庫
被

�
あ
る
と
同
時
に
親
元
の
寄
子
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
か
ら
、
在
国
被
官
の
相
続
安
堵
に
つ
い
て
は
、
伊
勢
氏

か
ら
で
は
な
く
、
当
該
料
所
代
官
で
あ
り
申
次
で
も
あ
る
在
京
被
官
か
ら
安
堵
状
が

出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
も
、「
申
次
―
寄
子
」
関
係
に
も
と
づ
く
保
護

―
被
保
護
の
関
係
性
が
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

  
正■

左

（　

）
５３村
内

（　

）
５４た
か

（　

）
５５官
で
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た
だ
し
、
在
国
被
官
で
あ
っ
て
も
、
代
替
わ
り
に
際
し
て
は
在
京
被
官
と
同
様
に

伊
勢
氏
へ
の
「
代
始
出
仕
」
が
な
さ
れ
て
い
た
。
前
掲
〔
史
料
八
〕
の
後
半
部
分
を

引
用
し
よ
う
。

　
　

以
レ

次
、
江
州
高
嶋
蓮
泉
坊
懸
二

御
目
一

、
是
モ
出
雲
寄
子
也
、
此
父
死
去
候
間
、

　
　

為
二

代
改
御
礼
一

上
洛
、
太
刀
黒
、 進
二

上
之
一

、

　

在
国
被
官
蓮
泉
坊
は
、
父
の
死
去
に
よ
っ
て
「
代
改
御
礼
」
の
た
め
に
貴
殿
に
対

面
し
、
太
刀
を
進
上
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
先
の
野
依
熊
夜
叉
丸
の
場
合

と
同
様
の
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
伊
勢
氏
と
蓮
泉
坊
と
の
間
で
主
従
関
係
の
再
締

結
儀
礼
で
あ
る
「
代
始
出
仕
」
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
注
意
す
べ

き
は
、「
以
レ

次
」
と
の
表
現
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
史
料
は
蜷
川
出
雲
守
が
加

納
氏
・
窪
氏
の
「
御
対
面
始
」
を
取
り
な
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

中
で
「
以
レ

次
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
蓮
泉
坊
が
「
代
改
御
礼
」
で
貴
殿
の

御
目
に
懸
か
る
さ
い
に
も
、
蜷
川
出
雲
守
の
取
り
な
し
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
と
考
え
る
。
然
り
と
す
れ
ば
、「
御
対
面
始
」
ば
か
り
で
な
く
、「
代
始
出

仕
」
に
お
い
て
も
、
申
次
で
あ
る
在
京
被
官
の
取
り
な
し
が
必
要
と
さ
れ
た
も
の
と

い
え
よ
う
。

　

以
上
、
本
章
で
の
検
討
の
結
果
、
偏
諱
授
与
か
ら
は
、
在
国
被
官
の
場
合
は
不
明

な
が
ら
、
伊
勢
氏
と
在
京
被
官
と
の
間
に
は
緊
密
な
主
従
関
係
が
窺
え
る
こ
と
、
ま

た
相
続
安
堵
か
ら
は
、
伊
勢
氏
へ
の
主
従
関
係
再
締
結
儀
礼
で
あ
る
「
代
始
出
仕
」

は
在
京
被
官
、
在
国
被
官
と
も
に
行
わ
れ
る
反
面
、
相
続
安
堵
状
に
つ
い
て
は
、
在

京
被
官
に
は
伊
勢
家
が
、
在
国
被
官
に
は
在
京
被
官
が
発
給
す
る
も
の
と
な
っ
て
お

り
、
両
者
は
安
堵
権
者
が
明
確
に
区
別
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

伊
勢
氏
権
力
構
造
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
後
者
で
あ
る
。
伊
勢
氏
と
在

京
被
官
は
家
と
家
と
の
結
合
関
係
に
あ
り
、
在
国
被
官
が
貴
殿
・
武
庫
と
の
個
人
的

関
係
に
よ
る
の
と
は
大
き
く
相
違
す
る
。
さ
ら
に
、
伊
勢
氏
と
在
国
被
官
の
主
従
関

係
に
し
て
も
、「
御
対
面
始
」、
相
続
安
堵
状
の
発
給
、「
代
始
出
仕
」
と
い
っ
た
被

官
化
形
成
・
相
続
過
程
の
い
づ
れ
に
際
し
て
も
、
在
京
被
官
が
申
次
と
し
て
関
与
し

て
い
た
。
つ
ま
り
、
伊
勢
氏
権
力
は
、
家
産
官
僚
制
と
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
の
二

重
の
編
成
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
在

京
被
官
が
伊
勢
家
と
行
動
を
共
に
す
る
の
に
対
し
、
在
国
被
官
が
伊
勢
氏
の
権
力
・

軍
事
基
盤
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
在
京
被
官
の
軍
事
基
盤
と
な
り
え
た
の
は
、
伊

勢
氏
・
在
京
被
官
・
在
国
被
官
の
間
に
お
け
る
編
成
原
理
の
相
違
に
よ
る
、
伊
勢
氏

権
力
の
構
造
的
な
問
題
に
起
因
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

む
す
び
に

　

以
上
本
論
で
は
、
伊
勢
氏
被
官
衆
の
組
織
形
態
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
伊

勢
氏
権
力
に
お
け
る
構
造
的
特
質
と
し
て
の
二
重
の
編
成
原
理
を
指
摘
し
た
。
ま
と

め
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
在
京
被
官
と
在
国
被
官
は
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
に
あ
り
、
申
次
で
あ
る
在
京

　

被
官
は
、
在
国
被
官
か
ら
伊
勢
氏
へ
の
「
御
対
面
始
」、「
代
始
出
仕
」、
進
物
な

　

ど
の
取
り
な
し
を
行
い
便
宜
を
与
え
る
の
に
対
し
、
在
国
被
官
は
武
力
協
力
を
す

　

る
な
ど
、
両
者
は
権
力
編
成
上
に
お
け
る
ギ
ブ
ア
ン
ド
テ
イ
ク
の
関
係
に
あ
っ
た
。

二
、
伊
勢
氏
の
軍
事
基
盤
は
、
在
国
被
官
の
地
縁
的
な
横
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
依
存

　

す
る
動
員
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
て
い
た
が
た
め
に
、
在
国
被
官
が
在
地
で
直
面
す
る

　

諸
問
題
に
よ
っ
て
対
立
・
分
裂
し
た
さ
い
は
、
軍
事
力
と
し
て
十
全
に
機
能
し
え

　

な
い
不
安
定
要
因
を
内
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

三
、
伊
勢
氏
権
力
に
お
い
て
は
、
伊
勢
氏
と
在
京
被
官
、
在
京
被
官
と
在
国
被
官
の

　

間
で
編
成
原
理
が
相
違
し
、
前
者
は
家
産
官
僚
制
、
後
者
は
「
申
次
―
寄
子
」
関

　

係
で
あ
っ
た
。
文
正
の
政
変
に
顕
著
な
被
官
衆
の
動
向
の
違
い
（
在
京
被
官
は
伊

　

勢
家
と
行
動
を
共
に
し
、
在
国
被
官
は
貞
親
に
と
っ
て
武
力
的
反
撃
の
基
盤
た
り

　

え
な
か
っ
た
）
は
、
編
成
原
理
の
相
違
に
よ
る
伊
勢
氏
権
力
の
構
造
的
問
題
で

　

あ
っ
た
。

　

で
は
こ
う
し
た
伊
勢
氏
権
力
構
造
の
特
質
は
地
域
の
権
力
編
成
に
い
か
な
る
影
響

［十五世紀中葉における伊勢氏権力構造と被官衆］……中島丈晴
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を
及
ぼ
し
た
の
か
、
本
論
冒
頭
で
示
し
た
伊
勢
湾
内
海
地
域
を
中
心
に
触
れ
て
お
き

た
い
。
ま
ず
事
実
関
係
と
し
て
留
意
す
べ
き
は
、
伊
勢
湾
内
海
は
戦
国
期
に
い
た
る

ま
で
伊
勢
氏
被
官
と
の
関
わ
り
が
極
め
て
強
い
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
、
尾
張
・
三
河
国
に
盤
踞
し
た
戸
田
氏
や
松
平
氏
は
、
伊
勢
氏
在
国
被
官
の
系
譜

に
連
な
る
国
人
層
で
あ

�
知
多
半
島
の
成
岩
（
な
ら
わ
）
に
居
住
し
、「
水
野
山

城
守
内
」
と
し
て
知
多
湾
の
衣
ヶ
浦
を
渡
海
す
る
舟
を
差
配
し
て
い
た
「
蜷
川
十
郎

右
兵

�
は
、
在
京
被
官
蜷
川
氏
の
一
族
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

�
つ
ま
り
伊
勢

氏
被
官
の
系
譜
を
引
く
国
人
層
が
少
な
か
ら
ず
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
が
新
行
紀
一
で
あ
る
。
新
行

は
、
彼
ら
は
伊
勢
氏
被
官
衆
と
な
り
幕
府
権
力
の
後
ろ
盾
を
得
る
こ
と
で
、
守
護
権

力
か
ら
独
立
し
在
地
に
お
い
て
勢
力
を
拡
大
し
え
た
の
だ
と
主
張
す

�
そ
の
見
解

は
然
り
と
思
わ
れ
る
が
、
何
故
伊
勢
氏
被
官
と
し
て
中
央
権
力
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、

伊
勢
氏
と
と
も
に
没
落
せ
ず
戦
国
期
に
い
た
る
ま
で
発
展
し
え
た
の
か
は
触
れ
て
い

な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
本
論
の
結
果
を
踏
ま
え
れ
ば
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
伊
勢
氏
と
は
在
京
被
官
を
媒
介
と
し
た
個
人
的
な
関

係
に
過
ぎ
ず
、
家
政
職
員
と
し
て
深
く
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
伊
勢
氏
と
の
関
係
は
希
薄
で
あ
っ
た
反
面
、
中
央
政
変
に

巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
独
自
に
在
地
で
勢
力
を
伸
張
し
え
た
。
他
方
、
家
産
官
僚

で
あ
る
在
京
被
官
は
家
同
士
の
強
固
な
結
び
つ
き
に
加
え
、
家
政
職
員
と
し
て
従
事

し
た
の
で
、
蜷
川
氏
を
除
く
ほ
と
ん
ど
が
主
家
と
と
も
に
没
落
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
戦
国
期
の
伊
勢
湾
内
海
地
域
に
お
い
て
戸
田
氏
以
下
の
国
人
層
が
活
躍
し

え
た
の
は
、
伊
勢
氏
被
官
と
い
う
歴
史
的
素
地
と
と
も
に
、
伊
勢
氏
権
力
構
造
に
お

け
る
二
重
の
編
成
原
理
に
も
と
づ
い
た
権
力
編
成
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
本
論
で
提
起
し
た
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
に
つ
い
て
若
干
付
言
し
て
お

き
た
い
。

　

本
論
で
み
た
よ
う
に
、「
寄
子
」
な
る
名
称
や
、
申
次
に
よ
る
寄
子
の
取
り
な
し
、

反
対
に
寄
子
に
よ
る
申
次
へ
の
武
力
協
力
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
申

（　

）
５６り
、

（　

）
５７衛
」

（　

）
５８る
。

（　

）
５９る
。

次
―
寄
子
」
関
係
は
戦
国
期
の
寄
親
寄
子

�
き
わ
め
て
類
似
し
た
編
成
原
理
で

あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
寄
親
寄
子
自
体

は
す
で
に
室
町
期
に
は
存
在
し
た
が
、
そ
れ
を
権
力
編
成
シ
ス
テ
ム
と
し
て
全
面
的

に
展
開
し
た
の
は
戦
国
大
名
権
力
で
あ
っ
た
と
理

�
れ
て
お
り
、
室
町
期
に
つ
い

て
は
ま
っ
た
く
研
究
が
進
展
し
て
い
な
い
現
状
に
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
類
似
性
や

本
論
の
検
討
結
果
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
室
町
期
の
「
申
次
―
寄
子
」
関
係
を
、
戦
国

期
の
寄
親
寄
子
制
の
歴
史
的
前
提
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
し
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
す
る
と
、「
申
次
―
寄
子
」
関
係
と
寄
親
寄
子
制

と
の
間
に
は
質
的
相
違
と
考
え
ら
れ
る
側
面
も
指
摘
で
き
る
。

　

第
一
は
伊
勢
氏
と
申
次
・
寄
子
と
の
関
係
で
あ
る
。
戦
国
大
名
下
の
寄
子
は
大
名

直
属
被
官
と
し
て
寄
親
に
預
け
ら
れ
編
成
さ
れ
た
。
直
属
被
官
で
あ
る
こ
と
は
、
知

行
充
行
が
大
名
自
身
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い

�
さ
ら
に

大
名
は
分
国
法
に
よ
っ
て
寄
親
と
寄
子
の
強
固
な
関
係
を
構
築
す
る
一
方
、
寄
子
の

訴
訟
は
寄
親
で
な
く
大
名
裁
判
と
す
べ
き
こ
と
を
立
法
し
て
両
者
の
関
係
強
化
を
掣

肘
し
、
自
身
を
両
者
の
上
に
立
つ
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
、
大
名
権
力
の
優
越
性
を

明
示
し

�
こ
れ
に
対
し
伊
勢
氏
権
力
の
場
合
は
、
寄
子
は
伊
勢
氏
直
属
被
官
で
あ

る
け
れ
ど
も
、「
御
対
面
始
」、「
代
始
出
仕
」
な
ど
の
主
従
関
係
締
結
儀
礼
に
申
次

の
関
与
が
み
ら
れ
、
相
続
安
堵
状
の
発
給
は
申
次
自
身
が
行
う
な
ど
、
戦
国
期
と
の

相
違
が
著
し
い
。
ま
た
、
申
次
と
寄
子
の
関
係
を
規
定
し
た
明
文
も
現
時
点
で
は
確

認
さ
れ
な
い
。
伊
勢
氏
が
申
次
と
寄
子
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
編
成
・
統
制
し
よ
う

と
し
た
の
か
、
ま
た
両
者
を
超
越
す
る
存
在
と
し
て
ど
の
よ
う
に
み
ず
か
ら
を
位
置

づ
け
て
い
た
の
か
が
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
そ
れ
と
関
連
し
て
、「
申
次
―
寄
子
」

関
係
は
ど
こ
ま
で
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
を
「
制
」
と
呼
び
う

る
の
か
ど
う
か
は
さ
ら
な
る
検
討
を
必
要
と
し
よ
う
。
本
論
で
「
関
係
」
と
す
る
に

止
め
た
の
も
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
。

　

第
二
は
村
落
と
の
関
係
で
あ
る
。
戦
国
大
名
権
力
に
と
っ
て
の
寄
親
寄
子
制
は
、

（　

）
６０制
と

（　

）
６１解
さ

（　

）
６２る
。

（　

）
６３た
。
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そ
れ
を
通
し
て
小
領
主
な
ど
の
村
落
上
層
民
を
軍
事
基
盤
と
し
て
掌
握
し
、
大
名
領

国
制
を
形
成
し
て
い
く
う
え
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ

�
こ
れ

に
対
し
伊
勢
氏
権
力
の
場
合
は
、
被
官
化
し
た
「
住
人
」
が
耕
作
権
を
め
ぐ
っ
て

「
弓
矢
」
に
及
ぶ
な
ど
、
村
落
に
基
盤
を
有
す
る
階
層
が
寄
子
で
あ
っ
た
可
能
性
は

高
い
も
の
の
、「
住
人
」
を
寄
子
と
し
て
掌
握
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
伊
勢
氏
権
力

に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
た
の
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
は
室
町
期
か
ら
戦
国
期
へ
の
権
力
構
造
の
変
化
や
権
力
の
指
向
性
の
問
題

と
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
本
論
で
は
こ
れ
以
上
検
討
す
る
た
め
の
準
備
を

持
た
な
い
。
室
町
期
に
お
け
る
ほ
か
の
事

�
交
え
な
が
ら
他
日
を
期
し
て
検
討
を

深
め
て
い
き
た
い
。

　
�

　（
１
）　

伊
勢
湾
内
海
交
通
路
に
言
及
し
た
主
な
も
の
に
、
大
西
源
一
「
伊
勢
海
を
中
心
と
す
る
海

上
交
通
」〈『
歴
史
地
理
』
五
七
―
四
、
一
九
三
一
年
〉、
四
六
七
頁
、
今
谷
明
『
戦
国
時
代
の

貴
族
―
「
言
継
卿
記
」
が
描
く
京
都
―
』〈
講
談
社
学
術
文
庫
〉
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
、
初

刊
一
九
八
〇
年
、
二
五
八
〜
二
七
四
頁
、『
半
田
市
誌　

本
文
編
』（
一
九
七
一
年
）、
一
五
五

〜
一
五
七
頁
、『
常
滑
市
誌
』（
一
九
七
六
年
）、
一
五
一
頁
、『
知
多
市
誌　

本
文
編
』（
一
九

八
一
年
）、
一
二
〇
〜
一
二
二
頁
、『
新
修
半
田
市
誌　

本
文
編
上
巻
』（
一
九
八
九
年
）、
三

九
六
頁
、『
刈
谷
市
史
第
二
巻
本
文
（
近
世
）』（
一
九
九
四
年
）、
五
九
〜
六
二
頁
、『
新
編
東

浦
町
誌
資
料
編
三
原
始
・
古
代
・
中
世
』（
二
〇
〇
三
年
）「
第
二
節　

日
記
・
記
録
」
掲
載
史

料
。
な
お
、
伊
勢
湾
・
知
多
湾
・
三
河
湾
・
渥
美
湾
を
め
ぐ
る
海
運
、
お
よ
び
在
地
勢
力
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
綿
貫
友
子
「
尾
張
・
参
河
と
中
世
海
運
」（『
中
世
東
国
の
太
平
洋
海

運
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）。
ま
た
最
近
榎
原
雅
治
は
、
戦

国
期
に
な
る
と
中
世
東
海
道
が
崩
壊
し
、
代
わ
り
に
伊
勢
湾
渡
海
ル
ー
ト
が
選
択
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
理
由
と
し
て
、
国
人
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
舟
運
が
交
通
手
段
と
し
て
機
能

し
た
こ
と
、
伊
勢
参
詣
に
よ
る
交
通
路
の
整
備
が
進
ん
だ
こ
と
、
そ
し
て
な
に
よ
り
、
一
五

世
紀
以
来
続
く
美
濃
・
北
近
江
で
の
戦
乱
に
よ
る
混
乱
状
況
が
避
け
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て

い
る
（『
中
世
の
東
海
道
を
ゆ
く
―
京
か
ら
鎌
倉
へ
、
旅
路
の
風
景
―
』〈
中
公
新
書
〉
中
央

公
論
新
社
、
二
〇
〇
八
年
、
二
一
四
〜
二
二
二
頁
）。

（
２
）　
『
新
編
岡
崎
市
史
二
巻　

中
世
』（
一
九
八
九
年
）、
三
二
三
頁
〜
三
二
七
頁
、『
新
編
安
城

市
史
一
巻
通
史
編　

原
始
・
古
代
・
中
世
』（
二
〇
〇
七
年
）、
三
六
〇
頁
。

（　

）
６４た
。

（　

）
６５例
も

註

（
３
）　

例
え
ば
、
山
中
郷
―
彦
部
氏
、
矢
作
川
沿
岸
―
和
田
氏
・
小
島
氏
、
大
浜
―
和
田
氏
。
同
右

『
岡
崎
市
史
』
参
照
。

（
４
）　

応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
二
月
二
十
四
日
将
軍
足
利
義
政
袖
判
御
教
書
案
（『
大
日
本
古
文

書
蜷
川
家
文
書
』
一
―
五
八
）。
今
谷
明
「
守
護
領
国
制
下
に
於
け
る
国
郡
支
配
に
つ
い
て
」

（『
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
八
二
年
）、
二
三
四

〜
二
三
五
頁
。

（
５
）　

以
下
、
伊
勢
氏
に
関
す
る
先
行
研
究
を
項
目
ご
と
に
記
し
て
お
く
。

　

①
南
北
朝
期
以
降
の
擡
頭
期
に
関
す
る
研
究

　
〔
将
軍
家
と
の
個
人
的
情
誼
関
係
〕
一
倉
喜
好
「
政
所
執
事
と
し
て
の
伊
勢
氏
の
擡
頭
に
つ
い

て
」（『
日
本
歴
史
』
一
〇
四
、
一
九
五
七
年
）、
宮
崎
隆
旨
「
室
町
初
期
に
お
け
る
伊
勢
氏
の

動
向
―
貞
継
を
中
心
と
し
て
―
」（『
史
泉
』
五
〇
、
一
九
七
五
年
）。

　
〔
申
次
に
つ
い
て
〕
家
永
遵
嗣
「
室
町
幕
府
奉
公
衆
体
制
と
『
室
町
殿
家
司
』」（『
室
町
幕
府
将

軍
権
力
の
研
究
』（
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）、
同

「
足
利
義
教
初
期
に
お
け
る
将
軍
近
習
の
動
向
」（
同
右
著
書
、
初
出
一
九
八
八
年
）。

　
〔
御
所
奉
行
に
つ
い
て
〕
山
家
浩
樹
「
室
町
幕
府
政
所
と
伊
勢
貞
継
」（『
室
町
時
代
研
究
』
一
、

二
〇
〇
二
年
）。

　
　

ほ
か
に
、
百
瀬
同
左
論
文
、
一
八
四
〜
一
八
七
頁
。

　

②
貞
親
・
貞
宗
に
関
す
る
研
究

　
〔
将
軍
権
力
研
究
〕
百
瀬
今
朝
雄
「
応
仁
・
文
明
の
乱
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
七　

中
世
三
』

岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）、
鳥
居
和
之
「
嘉
吉
の
乱
後
の
管
領
政
治
」（『
年
報
中
世
史
研

究
』
五
、
一
九
八
〇
年
）、
青
山
英
夫
「『
文
正
の
政
変
』
に
関
す
る
覚
書
」（『
上
智
史
学
』

三
一
、
一
九
八
六
年
）、
鳥
居
和
之
「
応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
室
町
幕
府
」（『
史
学
雑
誌
』
九

六
―
二
、
一
九
八
七
年
）、
家
永
同
右
著
書
、
野
田
泰
三
「
東
山
殿
足
利
義
政
の
政
治
的
位
置

付
け
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
史
研
究
』
三
九
九
、
一
九
九
五
年
）、
田
中
淳
子
「
室
町
幕
府
御

料
所
の
構
造
と
そ
の
展
開
」（
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
国
家
の
史
的
特
質　

古

代
・
中
世
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
）、
家
永
遵
嗣
「『
三
魔
』
―
足
利
義
政
初
期
に
お
け

る
将
軍
近
臣
の
動
向
―
」（『
日
本
歴
史
』
六
一
六
、
一
九
九
九
年
）、
吉
田
賢
司
「
室
町
幕
府

の
軍
事
親
裁
制
度
―
義
政
期
を
中
心
に
―
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
五
―
四
、
二
〇
〇
六
年
）。

　
〔
後
期
室
町
幕
府
研
究
〕
幕
府
経
済
に
お
け
る
料
所
の
位
置
づ
け
と
伊
勢
氏
に
つ
い
て
は
、
桑
山

浩
然
「
室
町
幕
府
経
済
の
構
造
」（『
室
町
幕
府
の
政
治
と
経
済
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六

年
、
初
出
一
九
六
五
年
）。
幕
府
財
政
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
五
味
後
掲
註
（
７
）「
管
領

制
と
大
名
制
―
そ
の
転
換
―
」、
百
瀬
同
右
論
文
、
一
八
五
頁
、
鳥
居
同
右
「
嘉
吉
の
乱
後
の

管
領
政
治
」、
早
島
大
祐
「
足
利
義
政
親
政
期
の
財
政
再
建
」（『
首
都
の
経
済
と
室
町
幕
府
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
一
九
九
九
年
）。
明
応
の
政
変
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、

飯
倉
晴
武
「
応
仁
の
乱
以
降
に
お
け
る
室
町
幕
府
の
性
格
」（『
日
本
古
文
書
学
論
集
八　

中

世
Ⅳ
』〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
、
初
出
一
九
七
五
年
〉）、
石
田
晴
男
「
山
城
国
一
揆
の

［十五世紀中葉における伊勢氏権力構造と被官衆］……中島丈晴
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解
体
―
特
に
『
惣
国
一
揆
』
の
観
点
か
ら
―
」（『
信
大
史
学
』
六
、
一
九
八
二
年
）、
青
山
英

夫
「『
明
応
の
政
変
』
に
関
す
る
覚
書
」（『
上
智
史
学
』
二
八
、
一
九
八
三
年
）、
横
尾
国
和

「
明
応
の
政
変
と
細
川
氏
内
衆
上
原
元
秀
」（『
日
本
歴
史
』
四
二
七
、
一
九
八
三
年
）、
家
永

遵
嗣
「
明
応
二
年
の
政
変
と
伊
勢
宗
瑞
（
北
条
早
雲
）
の
人
脈
」（『
成
城
大
学
短
期
大
学
部

紀
要
』
二
七
、
一
九
九
六
年
）、
山
田
康
弘
「
明
応
の
政
変
直
後
の
幕
府
内
体
制
」（『
戦
国
期

室
町
幕
府
と
将
軍
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

　
〔
政
所
沙
汰
研
究
〕
桑
山
浩
然
「
室
町
幕
府
政
所
の
構
成
と
機
能
」（
同
右
著
書
、
初
出
一
九
六

七
年
）、
百
瀬
同
右
論
文
、
一
八
五
頁
、
鳥
居
同
右
「
嘉
吉
の
乱
後
の
管
領
政
治
」、
設
楽
薫

「『
政
所
内
談
記
録
』
の
研
究
―
室
町
幕
府
『
政
所
沙
汰
』
に
お
け
る
評
議
体
制
の
変
化
に
つ

い
て
―
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
一
三
、
一
九
八
八
年
）、
森
佳
子
「
室
町
幕
府
政
所
の
構
成

と
機
能
―
文
明
期
を
中
心
と
し
て
―
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
一
三
、
一
九
八
八
年
）、
早
島

大
祐
「
京
都
近
郊
に
お
け
る
永
代
売
買
地
の
安
定
化
―
一
五
・
一
六
世
紀
に
お
け
る
永
代
売
買

地
の
保
証
形
態
―
」（
同
右
著
書
、
初
出
一
九
九
九
年
）。
な
お
、
戦
国
期
以
降
、
伊
勢
氏
に

よ
る
政
所
沙
汰
の
終
焉
ま
で
は
、
山
田
康
弘
「
戦
国
期
の
政
所
沙
汰
」（
同
右
著
書
、
初
出
一

九
九
三
年
）。

　
〔
武
家
故
実
研
究
〕
宮
崎
隆
旨
「
伊
勢
流
故
実
形
成
に
関
す
る
一
考
察
―
そ
の
記
録
と
故
実
書
を

中
心
と
し
て
―
」（
横
田
健
一
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
横
田
健
一
先
生
古
稀
記
念
文
化
史
論
叢

下
』
創
元
社
、
一
九
八
七
年
）、
二
木
謙
一
「
伊
勢
流
故
実
の
形
成
と
展
開
」（『
中
世
武
家
儀

礼
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
六
七
年
）。

　
〔
家
族
・
女
性
史
研
究
〕
田
端
泰
子
「
中
世
の
家
と
教
育
―
伊
勢
氏
・
蜷
川
氏
の
家
、
家
職
と
教

育
―
」（『
日
本
中
世
の
社
会
と
女
性
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
六
年
）。

　
　
　

こ
れ
ら
の
諸
研
究
に
よ
り
、
伊
勢
氏
と
り
わ
け
貞
親
・
貞
宗
が
政
治
・
経
済
・
軍
事
・
社

会
・
文
化
な
ど
多
方
面
で
権
力
を
行
使
し
、
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。

（
６
）　

新
行
紀
一
「
伊
勢
氏
と
松
平
氏
」（『
歴
史
研
究
（
愛
知
教
育
大
学
）』
二
一
、
一
九
七
四

年
）。
以
下
、
新
行
前
掲
論
文
と
は
本
論
文
を
指
す
。

（
７
）　

五
味
文
彦
「
管
領
制
と
大
名
制
―
そ
の
転
換
―
」（『
神
戸
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
、
一
九

七
五
年
）。
以
下
、
五
味
前
掲
論
文
と
は
本
論
文
を
指
す
。

（
８
）　

井
原
今
朝
男
「
蜷
川
貞
相
の
法
楽
和
歌
奉
納
と
領
主
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（『
日
本
史
研
究
』

五
一
五
、
二
〇
〇
五
年
）。
以
下
、
井
原
前
掲
論
文
と
は
本
論
文
を
指
す
。

（
９
）　

今
谷
明
「
増
訂
室
町
幕
府
侍
所
頭
人
並
山
城
守
護
付
所
司
代
・
守
護
代
・
郡
代
補
任
沿
革
考

証
稿
」（『
守
護
領
国
支
配
機
構
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
、
初
出
一
九
七

五
年
）、
六
一
頁
註
（　

）、
百
瀬
今
朝
雄
前
掲
註
（
５
）「
応
仁
・
文
明
の
乱
」、
二
〇
九
頁
、

２３

小
泉
義
博
「
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
の
充
所
」（『
日
本
古
文
書
学
論
集
八　

中
世
Ⅳ
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
八
七
年
、
初
出
一
九
七
六
年
）、
一
五
四
頁
。

（　

）　

ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
西
島
太
髟
の
研
究
（「
近
江
国
湖
西
の
在
地
領
主
と
室
町
幕

１０

府
」〈『
年
報
中
世
史
研
究
』
二
八
、
二
〇
〇
三
年
〉）
が
あ
げ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
西
島
は

近
江
国
の
被
官
衆
に
つ
い
て
検
討
し
、
彼
ら
が
幕
府
御
家
人
で
は
な
い
土
豪
層
で
あ
る
と
い

う
特
徴
と
と
も
に
、
饗
庭
氏
ら
個
々
の
被
官
の
動
向
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
ほ

か
に
も
行
論
中
で
伊
勢
氏
被
官
に
触
れ
た
研
究
は
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
必

要
に
応
じ
て
適
宜
引
用
す
る
。

（　

）　

新
行
前
掲
論
文
、
九
頁
。

１１
（　

）　

五
味
前
掲
論
文
、
三
八
頁
。

１２
（　

）　

井
原
前
掲
論
文
、
一
三
頁
。

１３
（　

）　

新
行
前
掲
論
文
、
一
三
頁
。

１４
（　

）　

伊
勢
氏
在
国
被
官
の
総
数
に
つ
い
て
、
新
行
紀
一
（
新
行
前
掲
論
文
、
九
頁
）
は
一
三
か

１５

国
七
三
人
と
提
示
し
、
五
味
文
彦
（
五
味
前
掲
論
文
、
三
六
頁
）
は
貴
殿
被
官
と
武
庫
被
官

の
別
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
①
山
徒
、
②
西
岡
被
官
人
、
③
京
近
国
散
在
国
人
と
分
類
で
き

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
西
島
太
髟
（
前
掲
註
〈　

〉「
近
江
国
湖
西
の
在

１０

地
領
主
と
室
町
幕
府
」、
一
四
一
頁
）
は
、
伊
勢
貞
綱
や
貞
藤
の
被
官
も
含
め
た
総
数
を
提
示

し
て
お
り
、
最
新
の
成
果
で
あ
る
。

（　

）　

井
原
前
掲
論
文
、
一
五
〜
一
六
頁
。

１６
（　

）　

政
所
公
人
に
つ
い
て
は
、
丹
生
谷
哲
一
「
室
町
幕
府
の
下
級
官
人
―
公
人
を
中
心
に
―
」

１７
（『
増
補　

検
非
違
使
―
中
世
の
け
が
れ
と
権
力
―
』〈
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
〉、
平
凡
社
、

二
〇
〇
八
年
、
初
出
一
九
八
二
年
）。
そ
の
職
掌
の
一
つ
に
「
御
成
時
、
御
物
ニ
付
参
事
」
が

あ
る
（『
中
世
法
制
史
料
集
第
二
巻　

室
町
幕
府
法
』
追
加
法
四
四
九
〜
四
六
三
条
）。

（　

）　

平
野
明
夫
「
京
都
の
松
平
氏
」（『
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
』
二
四
、
一

１８

九
九
三
年
）、
四
五
四
頁
。

（　

）　

以
下
『
親
元
』
と
略
称
し
、
年
月
日
条
（
巻
―
頁
）
の
順
に
記
す
。
な
お
、『
親
元
日
記
』

１９

の
書
誌
な
ど
に
つ
い
て
は
、『
増
補
続
史
料
大
成
』「
解
題
」（
桑
山
浩
然
執
筆
）
の
ほ
か
、
桑

山
前
掲
註
（
５
）「
室
町
幕
府
経
済
の
構
造
」、
九
六
〜
九
七
頁
掲
載
の
表
六
、
同
「
蜷
川
親
元

日
記
の
断
簡
」（『
日
本
歴
史
』
二
六
一
、
一
九
七
〇
年
）、
設
楽
薫
「『
蜷
川
親
元
日
記
』」

（『
日
本
歴
史
「
古
記
録
」
総
覧　

古
代
・
中
世
篇
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
〇
年
）。

（　

）　

下
村
效
「
寄
親
・
寄
子
」（『
国
史
大
辞
典 
一
四
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）。
な
お
、

２０

寄
親
寄
子
制
研
究
に
つ
い
て
は
、
本
論
む
す
び
に
、
お
よ
び
後
掲
註
（　

）。

６０

（　

）　
『
親
元
日
記
』
で
は
伊
勢
氏
被
官
を
「
御
被
官
」
と
表
現
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
神

２１

田
千
里
「
戦
国
期
に
お
け
る
山
城
国
革
島
氏
の
活
動
基
盤
」（『
史
学
雑
誌
』
九
六
―
九
、
一

九
八
七
年
）、
五
九
頁
、
西
島
前
掲
註
（　

）「
近
江
国
湖
西
の
在
地
領
主
と
室
町
幕
府
」、
一

１０

四
一
〜
一
四
二
頁
、
後
掲
註
（　

）
の
諸
文
献
。

３１

（　

）　
「
野
依
」
は
野
依
若
狭
守
雄
春
（
本
文
〔
史
料
一
七
〕
参
照
）。
野
依
若
狭
守
は
、
伊
勢
貞

２２

宗
奏
者
（『
増
補
続
史
料
大
成　

結
番
日
記
』）、
室
町
第
の
庭
修
築
に
さ
い
し
て
の
「
御
普
請

奉
行
」（「
蜷
川
親
元
日
記
」〈『
大
日
本
史
料
』
第
八
編
之
十
、
文
明
十
年
〈
一
四
七
八
〉
三
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月
二
十
九
日
条
﹇
三
九
七
頁
﹈〉）、
伊
勢
貞
宗
の
伊
勢
参
宮
へ
の
御
供
衆
（「
蜷
川
親
元
日
記
」

〈
同
右
書
、
文
明
十
年
九
月
一
日
条
﹇
六
四
七
頁
﹈〉）
な
ど
の
活
動
所
見
が
あ
る
。「
掃
部
」

は
蜷
川
掃
部
助
淳
親
（
本
文
〔
史
料
四
―
⑥
〕
参
照
）。「
蜷
丹
州
」
は
蜷
川
貞
雄
（
井
原
前

掲
論
文
、
一
六
頁
）。「
斎
藤
小
次
郎
」
は
、
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
二
月
一
日
蜷
川
親

元
書
状
案
（『
大
日
本
古
文
書　

蜷
川
家
文
書
』
一
―
一
四
九
、
越
中
国
阿
怒
荘
文
書
案
）
に

お
い
て
、
親
元
が
「
傍
輩
斎
藤
小
次
郎
」
と
称
し
て
い
る
の
で
、
親
元
と
同
じ
く
在
京
被
官

と
考
え
ら
れ
る
。

（　

）　

新
行
前
掲
論
文
、
一
一
頁
。

２３
（　

）　

所
理
喜
夫
「
徳
川
将
軍
家
の
生
成
」（『
徳
川
将
軍
権
力
の
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八

２４

四
年
）、
一
三
六
〜
一
四
一
頁
、
新
行
紀
一
「
戦
国
大
名
松
平
氏
の
成
立
過
程
」（『
一
向
一
揆

の
基
礎
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）、
二
七
〜
三
八
頁
、
平
野
明
夫
『
三
河
松
平
一

族
』（
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
七
八
〜
八
七
頁
、
前
掲
註
（
２
）『
新
編
岡
崎
市
史
』、

三
七
六
〜
三
八
四
頁
、
前
掲
註
（
２
）『
新
編
安
城
市
史
』、
四
二
八
〜
四
三
一
頁
。

（　

）　

井
原
前
掲
論
文
、
一
三
頁
。

２５
（　

）　

戸
田
氏
に
つ
い
て
は
、
新
行
紀
一
「
十
五
世
紀
三
河
の
守
護
と
国
人
」（『
年
報
中
世
史
研

２６

究
』
四
、
一
九
七
九
年
）、
四
〇
〜
四
二
頁
、
加
藤
寛
二
・
新
行
紀
一
「
中
世
戸
田
氏
に
つ
い

て
」〈
講
演
記
録
〉（『
愛
知
県
史
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
九
七
年
）。

（　

）　

今
谷
明
「
和
泉
半
国
守
護
考
」（
前
掲
註
〈
９
〉
著
書
、
初
出
一
九
七
八
年
）。

２７
（　

）　
『
親
元
日
記
』
に
文
書
案
が
記
載
さ
れ
、
親
元
の
註
記
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め

２８

で
あ
ろ
う
。

（　

）　

な
お
、
本
論
で
検
討
し
た
文
書
発
給
シ
ス
テ
ム
は
在
京
被
官
と
の
関
わ
り
が
み
ら
れ
る
一

２９

事
例
で
あ
っ
て
、
伊
勢
家
の
家
政
文
書
体
系
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
。

（　

）　

井
原
前
掲
論
文
、
一
一
〜
一
二
頁
。

３０
（　

）　

五
味
前
掲
論
文
、
三
六
頁
、
井
原
前
掲
論
文
、
一
二
頁
。

３１
（　

）　
『
親
元
』
寛
正
六
年
八
月
二
十
二
日
条
（
一
―
四
〇
六
頁
）
に
「
蜷
川
出
雲
守
上
洛
、
先
年
�

�

３２

山
田
庄
下
向
之
後
初
也
、」（
傍
点
筆
者
）
と
あ
る
。

（　

）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
す
で
に
五
味
文
彦
は
蜷
川
出
雲
守
の
在
国
活
動
か
ら
、「
彼
等
（
在
京

３３

被
官
―
筆
者
註
）
は
し
ば
し
ば
料
所
に
滞
在
し
て
重
要
な
働
き
を
示
し
て
い
る
。」（
五
味
前

掲
論
文
、
三
七
頁
）
と
指
摘
す
る
が
、
在
京
・
在
国
の
往
復
活
動
に
関
す
る
具
体
的
な
検
討
は

な
さ
れ
て
い
な
い
。

（　

）　

こ
れ
ま
で
、『
親
元
日
記
』
当
該
条
所
載
伊
勢
貞
宗
書
状
案
の
「
同
名
六
郎
殿
」
は
蜷
川
六

３４

郎
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
二
三　

愛
知
県
』「
落
合
郷
」
の
項
、『
愛

知
県
史
資
料
編
九　

中
世
二
』
二
一
八
三
）。
し
か
し
本
論
で
は
、
①
貞
宗
は
充
所
を
「
蜷
川

出
雲
守
へ
」
と
殿
付
け
な
し
と
す
る
一
方
、
文
中
の
「
同
名
六
郎
殿
」
に
は
「
殿
」
と
敬
称

を
付
し
て
お
り
、
同
名
＝
蜷
川
氏
と
し
た
場
合
に
両
者
の
書
き
分
け
が
疑
問
で
あ
る
こ
と
、

②
落
合
郷
は
『
康
正
二
年
造
内
裏
段
銭
并
国
役
引
付
』
で
は
伊
勢
左
京
亮
の
知
行
で
あ
る

（
同
右
地
名
辞
典
）
こ
と
、
③
本
論
中
に
記
し
た
よ
う
に
、「
幕
府
番
帳
」
に
「
伊
勢
六
郎
」

な
る
人
物
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、「
同
名
六
郎
殿
」
＝
伊
勢
六
郎
と
解
し
た
。

（　

）　

当
番
帳
に
つ
い
て
は
、
今
谷
明
「『
東
山
殿
時
代
大
名
外
様
附
』
に
つ
い
て
―
奉
公
衆
の
解

３５

体
と
再
編
―
」（
前
掲
註
〈
４
〉
著
書
、
初
出
一
九
八
〇
年
）、
三
三
四
頁
、
福
田
豊
彦
「
室
町

幕
府
の
奉
公
衆
体
制
」（『
室
町
幕
府
と
国
人
一
揆
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一

九
八
八
年
）、
八
六
〜
八
七
頁
。

（　

）　

丹
生
谷
前
掲
註
（　

）「
室
町
幕
府
の
下
級
官
人
―
公
人
を
中
心
に
―
」、
三
四
一
頁
。
御
末

３６

１７

衆
の
職
掌
は
御
膳
供
御
、
歳
暮
美
物
の
出
納
、
納
銭
方
の
役
、
御
料
所
年
貢
の
収
納
で
あ
っ

た
（
同
右
論
文
、
三
二
七
頁
）。

（　

）　

五
味
前
掲
論
文
、
三
六
頁
。

３７
（　

）　

新
行
前
掲
論
文
、
一
一
頁
。

３８
（　

）　

五
味
前
掲
論
文
、
三
九
頁
。

３９
（　

）　

新
行
前
掲
論
文
、
一
一
頁
、
五
味
前
掲
論
文
、
四
〇
頁
、
神
田
前
掲
註
（　

）「
戦
国
初
期

４０

２１

に
お
け
る
山
城
国
革
島
氏
の
活
動
基
盤
」、
五
二
頁
。
ほ
か
に
、
家
永
前
掲
註
（
５
）「
明
応
二

年
の
政
変
と
伊
勢
宗
瑞
（
北
条
早
雲
）
の
人
脈
」、
四
二
〜
四
五
頁
で
も
、
充
所
の
被
官
中
の

性
格
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

（　

）　

早
島
大
祐
「
京
都
西
郊
地
域
に
お
け
る
荘
園
制
社
会
の
解
体
」（
前
掲
註
〈
５
〉
著
書
、
二

４１

〇
〇
六
年
）。

（　

）　

早
島
同
右
論
文
、
三
一
七
頁
。

４２
（　

）　

永
原
慶
二
「
大
名
領
国
制
の
構
造
」（『
戦
国
期
の
政
治
経
済
構
造
』
岩
波
書
店
、
一
九
九

４３

七
年
、
初
出
一
九
七
六
年
）、
三
八
〜
三
九
頁
。

（　

）　

永
原
は
小
領
主
に
つ
い
て
、「
本
来
主
と
し
て
名
主
級
の
上
層
農
民
で
、
加
地
子
収
取
権
を

４４

買
得
集
積
し
、
村
落
共
同
体
秩
序
を
掌
握
・
私
物
化
し
つ
つ
領
主
的
上
昇
を
指
向
す
る
社
会

層
」
と
規
定
し
て
い
る
（
同
右
論
文
、
三
六
頁
）。

（　

）　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、『
親
元
日
記
』
以
外
に
、
①
『
史
料
纂
集　

経
覚
私
要
鈔
』
第
七

４５

巻
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
五
月
三
十
日
条
、
②
『
増
補
続
史
料
大
成　

大
乗
院
寺
社
雑

事
記
』
第
四
巻
、
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
九
月
九
日
条
、
③
「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
文

明
十
五
年
（
一
四
八
三
）
六
月
二
日
（『
大
日
本
史
料
』
第
八
編
之
十
五
、
文
明
十
五
年
六
月

是
月
条
〈
四
五
二
〜
四
五
三
頁
〉）
を
根
拠
に
、
伊
勢
氏
が
「
軍
事
的
に
も
大
き
な
勢
力
を
有

し
て
お
り
」（
二
木
前
掲
註
〈
５
〉「
伊
勢
流
故
実
の
形
成
と
展
開
」、
二
二
六
頁
）、「
軍
事
力

に
お
い
て
も
（
中
略
）
か
な
り
の
も
の
を
持
っ
て
い
た
」（
宮
崎
前
掲
註
〈
５
〉「
室
町
初
期
に

お
け
る
伊
勢
氏
の
動
向
―
貞
継
を
中
心
と
し
て
―
」、
一
七
四
頁
）
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
、
①
は
、
文
正
政
変
で
没
落
し
た
貞
親
が
、
伊
勢
国
人
の

長
野
氏
と
関
氏
を
伴
い
上
洛
す
る
と
い
う
記
事
で
、
彼
ら
が
伊
勢
氏
被
官
で
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
②
は
、
京
の
土
倉
や
町
人
に
伊
勢
氏
被
官
の
者
が
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
も

の
に
す
ぎ
な
い
。
③
は
、
山
城
九
條
の
地
を
細
川
氏
と
伊
勢
氏
が
「
公
事
」
＝
相
論
し
た
と
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い
う
こ
と
を
記
す
だ
け
で
、
被
官
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
は
伊

勢
氏
被
官
の
軍
事
力
を
示
す
根
拠
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

（　

）　

設
楽
薫
「
応
仁
の
乱
勃
発
前
後
に
お
け
る
蜷
川
親
元
の
動
向
」（『
日
本
歴
史
』
五
四
二
、

４６

一
九
九
三
年
）、
六
八
頁
。
文
正
の
政
変
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に
、
百
瀬
前
掲
註
（
５
）「
応

仁
・
文
明
の
乱
」、
一
九
四
頁
、
青
山
前
掲
註
（
５
）「『
文
正
の
政
変
』
に
関
す
る
覚
書
」、
家

永
前
掲
註
（
５
）
著
書
、
二
八
六
〜
三
三
二
頁
。

（　

）　

新
行
前
掲
論
文
、
一
三
頁
。

４７
（　

）　

偏
諱
授
与
の
政
治
的
お
よ
び
主
従
関
係
に
お
け
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
加
藤
秀
幸
「
一
字

４８

書
出
と
官
途
（
受
領
）
挙
状
の
混
淆
に
つ
い
て
」（『
古
文
書
研
究
』
五
、
一
九
七
一
年
）、
二

五
頁
、
二
木
謙
一
「
偏
諱
授
与
お
よ
び
毛
氈
鞍
覆
・
白
傘
袋
免
許
」（
前
掲
註
〈
５
〉
著
書
、
初

出
一
九
七
九
年
）、
飯
沼
賢
司
「
人
名
小
考
―
中
世
の
身
分
・
イ
エ
・
社
会
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（
竹
内
理
三
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
荘
園
制
と
中
世
社
会
』
東
京
堂
出
版
、
一
九

八
四
年
）、
三
四
五
頁
、
池
享
「
大
名
領
国
制
の
展
開
と
将
軍
・
天
皇
」（
歴
史
学
研
究
会
・
日

本
史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
歴
史
四　

中
世
二
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）、
二
四

五
〜
二
四
六
頁
、
富
田
正
弘
「
室
町
殿
と
天
皇
」（『
日
本
史
研
究
』
三
一
九
、
一
九
八
九
年
）、

二
四
頁
、
水
野
智
之
「
室
町
将
軍
の
偏
諱
と
猶
子
―
公
家
衆
・
僧
衆
を
対
象
と
し
て
―
」（『
室

町
時
代
公
武
関
係
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
一
九
九
八
年
）、
同
「
偏

諱
・
猶
子
・
姻
戚
関
係
に
み
る
大
名
と
公
家
衆
の
関
係
」（
同
右
著
書
、
二
〇
〇
五
年
）、
大
塚

俊
司
「
大
友
氏
の
加
冠
・
偏
諱
授
与
と
家
臣
団
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
三
二
、
二
〇
〇
七

年
）。

（　

）　

新
行
前
掲
論
文
、
一
二
頁
、
田
端
前
掲
註
（
５
）「
中
世
の
家
と
教
育
―
伊
勢
氏
・
蜷
川
氏
の

４９

家
、
家
職
と
教
育
―
」、
三
〇
五
頁
、
西
島
前
掲
註
（　

）「
近
江
国
湖
西
の
在
地
領
主
と
室
町

１０

幕
府
」、
一
四
七
頁
、
な
ど
。

（　

）　

天
文
十
六
年
（
一
五
四
七
）
正
月
日
三
上
秀
長
申
状
案
（「
別
本
賦
引
付
一
」〈『
室
町
幕
府

５０

引
付
史
料
集
成　

上
巻
』〉、
四
三
八
頁
）
に
は
「
祖
々
父
越
前
守
員
光
（
中
略
）
祖
父
陸
元
」

と
あ
る
。

（　

）　

新
行
紀
一
は
、
矢
部
八
郎
左
衛
門
尉
定
利
の
子
八
郎
へ
の
偏
諱
授
与
（『
親
元
』
文
明
十
三

５１

年
〈
一
四
八
一
〉
八
月
二
十
七
日
条
〈
二
―
二
三
八
頁
〉）
を
在
国
被
官
の
唯
一
の
事
例
と
し

て
紹
介
し
て
い
る
（
新
行
前
掲
論
文
、
一
二
頁
）。
し
か
し
矢
部
八
郎
は
、『
東
山
殿
時
代
大

名
外
様
附
』（
今
谷
前
掲
註
〈　

〉「『
東
山
殿
時
代
大
名
外
様
附
』
に
つ
い
て
―
奉
公
衆
の
解

３５

体
と
再
編
―
」）
一
番
衆
に
「
矢
部
八
郎
左
衛
門
尉
」、「
矢
部
八
郎
」、『
長
享
元
年
九
月
十
二

日
常
徳
院
殿
様
江
州
御
動
座
当
時
在
陣
衆
着
到
』（『
群
書
類
従
』
二
九
輯
）
一
番
衆
に
「
矢

部
八
郎
」
が
み
え
る
よ
う
に
奉
公
衆
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
在
国
被
官
へ

の
偏
諱
授
与
を
具
体
的
に
示
す
史
料
は
み
あ
た
ら
な
い
。

（　

）　

田
端
前
掲
註
（
５
）「
中
世
の
家
と
教
育
―
伊
勢
氏
・
蜷
川
氏
の
家
、
家
職
と
教
育
―
」、
二

５２

九
二
頁
。

（　

）　

桐
野
河
内
村
に
つ
い
て
は
、
一
倉
喜
好
「
丹
波
国
桐
野
河
内
に
お
け
る
室
町
幕
府
権
力
の

５３

失
墜
」（『
日
本
歴
史
』
一
三
二
、
一
九
五
九
年
）、
森
末
由
美
子
「
室
町
幕
府
御
料
所
に
関
す

る
一
考
察
―
そ
の
経
営
実
態
を
中
心
と
し
て
―
」（
小
川
信
編
『
論
集
日
本
歴
史
五　

室
町
政

権
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
七
五
年
、
初
出
一
九
七
一
年
）、
二
五
五
〜
二
六
二
頁
。

（　

）　

五
味
前
掲
論
文
、
三
八
頁
。

５４
（　

）　
『
親
元
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
七
月
七
日
条
（
一
―
三
四
一
頁
）、
同
十
二
月
八
日
条

５５
（
二
―
四
七
頁
）
か
ら
、
一
族
の
武
正
弥
四
郎
が
武
庫
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（　

）　

伊
勢
氏
被
官
と
し
て
の
戸
田
氏
・
松
平
氏
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（　

）（　

）
の
諸
文
献
。

５６

２４

２６

（　

）　
『
史
料
纂
集　

言
継
卿
記
』
第
三
巻
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
三
月
十
四
日
条
。

５７
（　

）　

系
図
上
に
は
「
十
郎
右
兵
衛
」
な
る
人
物
は
み
え
な
い
。
し
か
し
、
尾
張
国
内
に
は
「
蜷

５８

川
」
な
る
地
名
が
な
い
こ
と
（『
日
本
歴
史
地
名
体
系
四
九　

総
索
引
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
五

年
、
金
井
弘
夫
編
『
新
日
本
地
名
索
引　

第
一
巻
』
ア
ボ
ッ
ク
社
、
一
九
九
三
年
、
参
照
）、

ま
た
、
本
論
中
で
み
た
蜷
川
出
雲
守
親
賢
や
、
知
多
郡
幡
頭
崎
城
の
計
略
に
つ
き
足
利
義
政

か
ら
感
状
を
得
た
蜷
川
越
中
守
親
吉
（
永
享
十
二
年
〈
一
四
四
〇
〉
六
月
二
十
四
日
将
軍
足

利
義
政
御
内
書
案
〈『
大
日
本
古
文
書　

蜷
川
家
文
書
』
一
―
二
六
〉）
な
ど
の
尾
張
国
内
で

の
諸
活
動
か
ら
、
蜷
川
氏
一
族
が
土
着
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、『
新
編

東
浦
町
誌　

本
文
編
』（
一
九
九
八
年
）
は
、「
蜷
川
十
郎
右
兵
衛
」
の
属
し
た
水
野
氏
が
伊

勢
氏
被
官
で
あ
っ
た
可
能
性
を
提
起
し
て
い
る
（
一
八
四
〜
一
八
五
頁
）。

（　

）　

新
行
前
掲
論
文
、
一
三
頁
、
前
掲
註
（
２
）『
新
編
岡
崎
市
史
』、
三
八
八
〜
三
八
九
頁
。

５９
（　

）　

寄
親
寄
子
制
に
つ
い
て
は
、
萩
原
龍
夫
「
戦
国
大
名
家
臣
団
の
構
成
―
と
く
に
寄
親
寄
子

６０

制
に
つ
い
て
―
」（『
歴
史
教
育
』
七
―
八
、
一
九
五
九
年
）、
村
田
修
三
「
戦
国
大
名
毛
利
氏

の
権
力
構
造
」（『
日
本
史
研
究
』
七
三
、
一
九
六
四
年
）、
外
山
幹
夫
「
大
友
氏
の
軍
事
組
織

に
つ
い
て
―
一
揆
・
衆
中
・
寄
子
・
同
心
等
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
九
州
史
学
』
二
八
、
一
九
六

四
年
）、
鈴
木
登
「
武
田
氏
の
権
力
構
造
と
し
て
の
家
臣
団
の
一
考
察
―
寄
親
・
寄
子
制
を
中

心
と
し
て
―
」（『
秋
大
史
学
』
一
三
、
一
九
六
五
年
）、
永
原
前
掲
註
（　

）「
大
名
領
国
制
の

４３

構
造
」、
菊
池
武
雄
「
戦
国
大
名
の
権
力
構
造
―
遠
州
蒲
御
厨
を
中
心
と
し
て
―
」（『
戦
国
大

名
論
集
一　

戦
国
大
名
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
、
初
出
一
九
五
三
年
）、
桑
波

田
興
「
大
友
氏
家
臣
団
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
戦
国
大
名
論
集
七　

九
州
大
名
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
、
初
出
一
九
六
一
年
）、
下
村
效
「『
今
川
仮
名
目
録
』
よ
り
み

た
寄
親
寄
子
制
」（『
戦
国
大
名
論
集
一
一　

今
川
氏
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
、

初
出
一
九
六
九
年
）、
池
享
「
戦
国
大
名
の
権
力
基
盤
」（『
大
名
領
国
制
の
研
究
』
校
倉
書
房
、

一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
八
二
年
）、
秋
山
伸
隆
「
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
軍
事
組
織
―
寄
親
・

一
所
衆
制
を
中
心
と
し
て
―
」（『
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、

初
出
一
九
八
三
年
）、
池
上
裕
子
「
戦
国
大
名
領
国
に
お
け
る
所
領
お
よ
び
家
臣
団
編
成
の
展

開
」（『
戦
国
時
代
社
会
構
造
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
七
六
年
）。
な

お
、
次
註
以
下
の
引
用
論
文
は
、
特
に
明
記
し
な
い
か
ぎ
り
す
べ
て
本
註
に
示
し
た
も
の
で
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あ
る
。
よ
っ
て
引
用
に
際
し
て
は
「
○
○
前
掲
論
文
、
頁
数
」
と
略
記
す
る
。

（　

）　

菊
池
前
掲
論
文
、
三
二
一
〜
三
二
三
頁
、
萩
原
前
掲
論
文
、
一
四
頁
。

６１
（　

）　

鈴
木
前
掲
論
文
、
三
五
頁
、
池
上
前
掲
論
文
、
七
一
頁
〜
七
五
頁
、
池
前
掲
論
文
、
二
六

６２

三
〜
二
六
五
頁
。

（　

）　

萩
原
前
掲
論
文
一
五
頁
、
村
田
前
掲
論
文
、
五
頁
、
鈴
木
前
掲
論
文
、
三
五
・
三
七
頁
、
永

６３

原
前
掲
論
文
、
三
六
頁
、
秋
山
前
掲
論
文
、
一
二
四
〜
一
二
七
頁
、
池
上
前
掲
論
文
、
七
七

〜
七
八
頁
。
こ
の
う
ち
、
村
田
前
掲
論
文
は
、
毛
利
氏
権
力
が
「
一
所
衆
所
帯
注
文
」
に

よ
っ
て
寄
親
や
一
所
衆
の
知
行
高
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
池
上
前

掲
論
文
は
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
の
分
析
か
ら
、
そ
の
作
成
自
体
に
大
名
権
力
に
よ
る
強

力
な
衆
編
成
が
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
分
国
法
で
は
な
い
が
、
大

名
権
力
に
よ
る
寄
親
寄
子
把
握
を
示
す
事
例
で
あ
る
。

（　

）　

菊
池
前
掲
論
文
、
三
二
一
〜
三
二
三
頁
、
永
原
前
掲
論
文
、
三
六
〜
四
〇
頁
、
池
前
掲
論

６４

文
、
秋
山
前
掲
論
文
、
一
二
〇
〜
一
二
四
頁
、
池
上
前
掲
論
文
、
七
四
〜
七
五
頁
。

（　

）　

室
町
期
の
事
例
と
し
て
、
伊
勢
氏
の
ほ
か
に
も
、
細
川
京
兆
家
被
官
赤
沢
氏
・
上
原
氏
・
薬

６５

師
寺
氏
・
安
冨
氏
ら
の
寄
子
が
知
ら
れ
て
い
る
（
菊
池
前
掲
論
文
、
三
三
三
頁
註
〈
４
〉〈
５
〉、

下
村
前
掲
論
文
、
二
一
〇
頁
註
〈　

〉、
横
尾
前
掲
註
〈
５
〉「
明
応
の
政
変
と
細
川
氏
内
衆
上

１７

原
元
秀
」、
五
三
頁
）、
下
村
前
掲
註
〈　

〉「
寄
親
・
寄
子
」）。

２０

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
補
助
業
務
従
事
者
、

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
九
年
七
月
一
五
日
受
付
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
三
日
審
査
終
了
）

［十五世紀中葉における伊勢氏権力構造と被官衆］……中島丈晴
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It is known that strategic traffic points around the Ise Bay Inland Sea, broadly speaking consisting of Ise Bay, 

Chita Bay, Mikawa Bay and Atsumi Bay, were under the control of the Muromachi shogun. Using the abundance 

of extant historical materials, this paper explores the historical influence that the power structure of the Ise clan 

had on that area. At that time, the Ise clan was close to the shogun and held positions in the shogunate's office 

of administration （mandokoro） and also had connections with the Ise Bay Inland Sea.

Through a study of the connections that existed between the Ise clan and hikan （low-ranking retainers） in 

the mid-15th century, this paper presents a general portrait of the organization of hikan, and in addition to identi-

fying underlying organizational principles, it also examines characteristics of the power structure of the Ise clan.

Ise clan administrative officials who served in the capital （Kyoto hikan） served at the Muromachi palace as 

personal attendants of the shogun. When they served in their home province they made the local inhabitants 

their retainers, thus playing an important role in the formation of Ise clan hikan. The brokering by Kyoto hikan of 

meetings between provincial hikan and the Ise clan, attendance at imperial succession ceremonies and gifts was 

not ad-hoc, but a general practice. The relationship between the Kyoto hikan and provincial hikan was one of 

“moshitsugi  － yoriko,”that is, between bakufu spokesmen for the imperial court and dependent retainers.

We may conjecture that provincial hikan, who are seen as having constituted the military base of the Ise clan, 

gave their military cooperation to the Kyoto hikan whom they served. This most likely occurred because provin-

cial hikan oversaw shogunal holdings and Kyoto hikan, who did not have their own provincial base, were fre-

quently ordered by the Ise clan to assist bakufu vassals with shugo （military governor） reprimands. That is to 

say, the power structure afforded a give-and-take relationship between the two parties. However, since provincial 

hikan were still involved in farming, there were divisions and conflicts over the various local issues they faced, 

which even saw them resorting to arms to resolve a situation, resulting in an unstable military base.

Whereas Kyoto hikan and provincial hikan had a“moshitsugi－yoriko”relationship, a study of the process of 

the confirmation of inheritance confirms links between members of the same family and the right to manage fam-

ily property. Accordingly, their activities as administrative officials were combined with a bureaucratic organiza-

tion for family property. In other words, the power of the Ise clan was based on a two-tiered structure comprising 

a family property bureaucracy and a“moshitsugi－yoriko”relationship. The different actions taken by hikan in 

the Bunsho change in power in which Ise Sadachika lost his power were the result of a structural problem in the 

Power Structure of the Ise Clan in the Mid-15th Century and Hikan

NAKAJIMA Takeharu
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power of the Ise clan caused by the differences in the two organizational principles.

It is precisely this power organization based on the characteristics of the power structure of the Ise clan that 

enabled local overlords （kokujin） with genealogical ties to Ise clan hikan to remain active in the Ise Bay Inland 

Sea area up until the Sengoku period.

Key words: Ise clan, hikan, family property bureaucracy, moshitsugi, yoriko


