
か
ん
む
け
り
よ
う
 
 

一
官
務
家
領
の
熊
野
 
 
 

か
ま
 
 

み
な
も
と
の
よ
り
と
も
 
 

じ
し
よ
う
じ
ゆ
え
い
ら
ん
 
 

治
承
・
寿
永
の
乱
（
一
l
八
〇
八
五
）
を
契
機
に
、
源
 
頼
朝
に
よ
っ
て
、
東
国
を
基
盤
と
し
た
武
家
政
権
が
鎌
 
 
 

鎌
倉
幕
府
 
く
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ざ
ら
ど
の
 
ご
い
た
い
し
ユ
う
ぐ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
け
に
ん
 
 
 
 
 
倉
に
誕
生
し
た
。
鎌
倉
幕
府
で
あ
る
。
こ
の
政
権
は
鎌
倉
殿
（
征
葬
大
将
軍
）
と
主
従
関
係
を
結
ん
だ
御
家
人
に
よ
 
 

ね
ん
ぐ
 
 

し
よ
う
え
ん
こ
う
り
よ
う
じ
と
う
ぷ
に
ん
 
 

っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
御
家
人
は
荘
園
・
公
領
の
地
頭
に
補
任
さ
れ
て
、
領
内
の
年
貢
そ
の
他
の
徴
収
や
治
安
維
持
を
担
当
 
 

し
ゆ
ご
 
し
、
か
れ
ら
の
う
ち
の
有
力
な
老
が
守
護
に
任
ぜ
ら
れ
て
管
国
内
の
御
家
人
を
統
制
す
る
体
制
を
組
織
し
た
。
と
こ
ろ
が
京
都
に
は
 
 

従
前
通
り
か
如
政
権
が
存
続
し
て
お
り
、
両
政
権
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
抗
争
は
避
け
ら
れ
ず
、
遂
に
覇
ポ
ピ
毎
（
≡
三
）
衡
鮮
 
 

じ
ょ
ぅ
ぎ
ゆ
う
ら
ん
 
 

ば
じ
ょ
う
こ
う
い
ん
ぜ
ん
 
 

羽
上
皇
の
院
宣
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
嘉
府
討
伐
の
挙
兵
と
な
っ
た
。
承
久
の
乱
で
あ
る
。
結
局
、
戦
乱
ほ
鎌
倉
幕
府
方
の
大
勝
に
終
 
 

一
〓
▼
ト
 
 

り
、
京
都
公
家
政
権
の
勢
力
が
著
し
く
衰
退
し
、
か
わ
っ
て
幕
府
権
力
が
畿
内
以
西
へ
急
激
に
浸
透
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
 
 

い
つ
く
し
ま
か
ん
血
し
さ
え
ぎ
 
 
 

し
ゆ
ご
そ
う
た
か
ち
か
 
 
 

安
芸
国
の
場
合
を
概
観
し
て
み
る
と
、
守
護
宗
孝
親
を
ほ
じ
め
、
厳
島
神
主
佐
伯
民
ら
多
ぺ
の
武
士
が
京
都
方
に
加
担
し
た
こ
 
 

と
か
ら
没
落
し
、
幕
府
の
命
に
よ
り
、
東
国
に
本
拠
を
も
つ
御
家
人
が
守
護
・
地
頭
と
な
る
。
守
護
に
は
武
田
氏
が
任
ぜ
ら
れ
、
地
 
 

あ
 
そ
ぬ
ま
ち
か
つ
な
 
 
じ
と
う
 
 
ぷ
に
ん
 
 

せ
 
の
あ
ら
や
ま
の
し
ょ
う
 
 
 
し
も
つ
け
 
 
あ
 
モ
 
 
あ
 
そ
ぬ
ま
 
 

頭
に
は
、
ま
ず
世
能
荒
山
荘
に
、
下
野
園
安
蘇
郡
阿
曽
沼
（
栃
木
県
佐
野
市
）
を
本
拠
と
す
る
阿
曽
溜
親
綱
が
地
頭
に
補
任
さ
れ
る
 
 

き
つ
 
 

お
お
あ
さ
の
は
ん
じ
ょ
う
す
る
が
い
り
え
の
し
よ
う
き
つ
か
わ
 
 

の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
代
表
的
例
を
あ
げ
る
と
、
大
朝
本
荘
に
は
駿
河
国
入
江
荘
吉
川
村
（
静
岡
県
治
水
市
）
を
本
拠
と
す
る
苦
 
 

は
や
か
わ
の
し
ょ
う
 
 

と
い
 
 

つ
う
た
け
は
ら
の
し
よ
う
さ
が
み
 
 

か
わ
つ
ね
み
つ
 
川
経
光
が
地
頭
と
な
っ
て
お
り
、
都
宇
竹
原
荘
ぺ
は
相
模
国
西
部
の
土
肥
郷
（
神
奈
川
県
の
足
柄
郡
湯
河
原
町
）
・
早
川
∵
茫
（
神
奈
川
県
 
 

第
二
節
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二
節
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第
三
尊
 
台
代
・
中
世
 
 

こ
ば
や
か
わ
L
げ
ひ
ら
 

み
い
り
の
し
よ
う
 
む
さ
し
お
お
き
と
く
き
が
や
 
 

小
田
原
市
）
を
本
拠
と
す
る
小
早
川
茂
平
が
地
頭
に
任
ぜ
ら
れ
、
三
入
荘
へ
は
武
蔵
国
大
里
郡
熊
谷
郷
（
埼
玉
県
熊
谷
市
）
を
本
拠
と
 
 

く
ま
が
い
な
お
と
き
 
 

す
る
熊
谷
直
時
が
地
頭
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

ご
き
が
ん
し
よ
り
よ
う
 

お
づ
き
と
も
は
る
 

ひ
ろ
ふ
さ
ぷ
ん
じ
 

は
ん
り
よ
う
し
ゆ
ば
う
さ
だ
む
ね
 
 

御
祈
願
所
領
で
あ
る
阿
土
絹
野
保
は
、
小
観
朝
治
の
曽
祖
父
広
房
が
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
に
、
本
領
主
菜
貞
宗
の
寄
進
を
う
け
 
 

り
上
り
け
け
ん
き
ゆ
さ
び
ん
ば
ほ
お
づ
き
あ
り
い
・
凡
 
て
領
家
と
な
り
、
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
に
正
式
に
便
補
保
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
小
槻
有
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
ら
し
 
 

か
ん
ち
ゆ
う
ぴ
ん
げ
も
ゆ
い
し
ょ
ち
ゆ
う
も
ん
あ
ん
 

お
づ
き
な
が
な
り
ち
ぎ
上
う
 
 

い
官
中
便
補
地
由
緒
注
文
案
に
よ
れ
ば
、
小
槻
永
業
況
知
行
の
三
か
所
の
な
か
に
安
芸
国
阿
土
熊
野
保
が
含
ま
れ
て
お
り
、
一
 
 

せ
ん
し
ゆ
ん
か
ん
の
ご
き
が
ん
し
よ
り
よ
う
ぴ
ん
ば
ほ
 
族
の
仙
舜
な
る
者
の
領
有
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
保
は
官
御
祈
靡
所
領
の
便
神
保
で
あ
る
が
、
隣
 
 

お
づ
き
あ
り
い
え
 
 

せ
の
あ
ら
や
ま
の
し
よ
う
か
ん
の
く
り
や
け
り
よ
う
 
 

接
す
る
世
能
荒
山
荘
も
官
厨
家
領
と
し
て
、
同
じ
く
小
槻
有
家
の
領
有
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
官
御
祈
願
所
領
・
 
 

だ
い
じ
ょ
う
か
ん
 
 

官
厨
家
領
と
い
う
の
は
、
太
政
官
が
領
有
す
る
も
の
で
、
元
来
は
中
央
政
府
の
財
源
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
 
 

不
可
能
と
な
る
に
従
い
、
一
二
世
紀
ご
ろ
以
後
、
そ
の
経
費
を
捻
出
す
る
た
め
、
臨
時
に
指
定
し
た
保
（
公
領
）
を
も
っ
て
補
唄
拠
出
 
 

び
ん
ば
ほ
 
 

す
る
と
い
う
苦
肉
策
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
が
、
こ
れ
を
便
神
保
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

ペ
ん
か
ん
ぎ
よ
く
さ
ペ
ん
か
ん
，
べ
ん
か
ん
さ
だ
い
し
さ
L
J
T
リ
し
う
だ
い
し
 
 
平
安
時
代
に
な
る
と
、
太
政
官
の
う
ち
で
事
務
処
理
の
煩
忙
な
弁
官
局
（
左
弁
官
・
右
弁
官
）
の
左
大
史
・
左
少
史
、
右
大
史
・
 
 

ぅ
L
ょ
う
し
 

か
ん
む
 

お
づ
き
 
右
少
史
が
併
合
さ
れ
て
官
務
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
一
二
世
漑
に
な
る
と
、
元
来
左
大
史
の
職
を
世
襲
し
て
き
た
小
槻
氏
 
 

た
い
ふ
し
 

か
ん
む
け
 
 

が
右
大
史
も
兼
ね
て
、
い
わ
ゆ
る
大
夫
史
と
称
し
て
官
務
家
と
な
っ
た
。
こ
の
官
務
家
が
こ
れ
ら
の
便
補
保
を
管
掌
す
る
わ
け
で
あ
 
 

な
が
な
り
お
お
み
や
け
 
 

そ
ゝ
で
ん
お
づ
き
け
り
上
う
 
 

る
が
、
時
日
が
経
つ
に
従
っ
て
相
伝
の
小
視
家
領
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
一
三
世
紀
に
は
、
小
槻
氏
は
永
業
況
の
大
宮
家
 
 

た
か
も
と
 

み
ぶ
け
 

か
ん
む
し
上
し
き
け
り
よ
う
 
 

と
、
隆
職
流
の
壬
生
家
に
分
裂
し
、
官
務
所
職
と
家
領
を
め
ぐ
っ
て
相
続
争
い
を
繰
り
返
し
た
。
 
 

お
づ
き
ひ
ろ
ふ
さ
 

か
ん
む
け
り
上
う
 
 
さ
て
、
阿
土
熊
野
保
は
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
に
小
槻
広
房
に
よ
っ
て
官
務
家
領
と
な
っ
た
。
 
 

あ
と
く
ま
の
は
 
 

阿
土
熊
野
保
 
 

み
ぷ
け
も
ん
じ
よ
 
 

さ
て
、
鎌
倉
時
代
、
熊
野
盆
地
に
は
阿
土
熊
野
保
が
あ
っ
た
。
『
壬
生
家
文
書
』
に
よ
る
と
、
一
三
世
紀
後
半
ご
 
 

お
づ
き
あ
り
い
え
も
ケ
し
じ
よ
う
だ
い
じ
よ
う
か
ん
 
ろ
に
書
か
れ
た
小
槻
有
家
申
状
に
、
阿
土
熊
野
保
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
太
政
官
の
 
 

た
か
も
と
 
 

広
房
は
叔
父
隆
職
が
文
治
元
年
 
 
 

ヱ44  



な
が
な
り
 
 

え
い
ま
ん
 
 

く
に
む
ね
 
 

に
子
の
国
宗
に
職
を
譲
る
ま
で
、
七
年
間
在
職
し
た
。
彼
は
永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
兄
の
永
業
の
死
後
を
う
け
て
官
務
と
な
り
、
な
 
 

か
に
広
房
の
就
任
期
を
は
さ
ん
で
は
い
る
が
、
前
後
実
に
三
〇
年
近
い
在
職
で
、
そ
の
間
に
太
政
官
内
の
官
務
の
地
位
を
確
立
し
、
 
 

み
ぷ
け
 
 

一
方
太
政
官
関
係
所
領
の
開
発
維
持
に
も
尽
力
し
て
、
そ
の
所
有
権
を
子
孫
に
伝
鎮
す
る
こ
と
を
計
略
し
、
壬
生
家
の
基
礎
を
築
い
 
 

た
人
物
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
阿
土
熊
野
仮
に
つ
い
て
、
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
当
時
、
正
式
に
相
伝
の
宣
旨
を
獲
得
し
た
の
は
 
 

あ
り
い
え
お
お
鼠
ヤ
け
と
も
は
る
 
 

隆
職
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
文
永
ご
ろ
（
一
二
六
四
七
四
）
官
務
の
有
家
は
、
大
官
家
の
朝
治
が
領
有
す
る
三
か
 
 

び
ん
ば
は
 
 

所
の
便
補
保
と
一
緒
に
、
こ
の
保
も
壬
生
家
へ
還
付
す
る
よ
う
訴
訟
を
お
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
永
十
年
（
一
二
七
≡
）
三
月
二
 
 

お
づ
き
あ
り
い
え
せ
ぎ
よ
う
じ
よ
う
あ
ん
 

わ
と
く
も
ん
い
ん
り
よ
ら
か
い
た
の
し
よ
ぅ
 
十
一
日
付
の
小
槻
有
家
施
行
状
実
に
よ
る
と
、
こ
の
年
、
和
徳
門
院
領
開
田
荘
（
海
田
町
奥
海
m
）
と
、
阿
土
熊
野
荘
（
保
）
と
の
 
 

間
で
紛
争
が
生
じ
、
官
務
た
る
有
家
が
そ
の
処
理
に
あ
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
裁
判
の
結
果
壬
生
家
に
還
付
さ
れ
た
ら
 
 

し
い
。
 
 
 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
隣
接
す
る
世
能
荒
山
荘
も
官
務
家
領
と
し
て
壬
生
家
が
伝
領
し
て
い
る
が
、
こ
の
荘
も
建
久
九
年
（
一
 
 

一
九
八
）
隆
職
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
瀬
野
川
流
域
お
よ
び
熊
野
川
流
域
を
併
せ
た
一
円
の
領
域
が
官
務
家
領
で
あ
っ
 
 

じ
ょ
う
き
ゆ
う
ら
ん
あ
そ
幻
ま
じ
と
う
 

じ
と
う
だ
い
 
 

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
世
能
荒
山
荘
へ
は
承
久
の
乱
後
、
阿
曽
沼
氏
が
地
頭
と
し
て
入
っ
て
お
り
、
地
頭
代
野
村
氏
に
 
 

ょ
る
勢
力
が
強
く
、
一
荘
大
略
横
領
か
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
地
頭
の
勢
力
が
熊
野
川
流
域
へ
ど
の
程
度
お
よ
ん
で
 
 

き
た
か
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
原
則
と
し
て
は
支
配
圏
外
で
あ
っ
た
。
 
 

第
二
節
 
中
 
 
 
世
 
 

政
重
 
－
 
 

（
小
梯
氏
系
図
）
 
 

隆
 

は
野
－
広
房
よ
尚
－
秀
ヱ
＝
…
…
 
 

－
職
 
 
国
宗
 
－
 
適
時
 
－
 
有
家
1
1
⊥
鮎
街
 
（
壬
生
）
 
 

せ
ん
じ
ぷ
ぎ
ょ
う
 
 

（
一
一
八
五
）
源
義
経
の
奏
話
し
た
、
源
摂
朝
追
討
の
宣
旨
を
奉
行
し
 
 

お
モ
 
 

た
責
任
を
と
っ
て
辞
職
し
た
あ
と
を
襲
っ
て
大
夫
史
と
な
り
、
建
久
 
 

二
年
（
一
一
九
一
）
に
隆
職
が
復
職
す
る
ま
で
の
六
年
間
そ
の
所
職
を
 
 

け
ん
き
ゆ
タ
 
 

担
当
し
た
。
ち
な
み
に
、
隆
職
は
復
職
後
、
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
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み
ぷ
け
も
ん
じ
よ
 
 
 

け
ん
む
し
ん
せ
い
 
 
 

と
う
ぎ
い
じ
音
建
革
の
新
政
を
経
て
南
北
朝
の
争
乱
期
に
は
い
る
と
、
阿
土
熊
野
仮
に
関
し
て
は
『
壬
生
家
文
書
』
に
も
見
え
な
い
の
 
雇
条
 

で
、
こ
の
保
は
針
小
の
宗
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
高
二
五
世
紀
ご
ろ
 
 

ち
よ
ら
ふ
も
う
り
も
ん
じ
よ
 
・
の
鮨
野
の
様
子
を
語
る
史
料
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
『
長
府
毛
利
文
書
』
所
収
で
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
十
一
月
七
日
付
の
毛
 
 

モ
う
し
 
 

ひ
ら
さ
し
ち
ろ
う
う
え
も
ん
の
じ
上
ク
 
 

り
た
か
も
と
は
ん
も
つ
 
 

利
隆
元
判
物
に
よ
る
と
、
平
佐
七
郎
右
衛
門
尉
が
西
条
の
う
ち
熊
野
村
の
草
便
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
西
条
は
安
芸
東
西
条
 
 

あ
し
か
が
よ
し
み
つ
 
 

お
お
う
ち
上
し
ひ
ろ
 
 

の
西
条
で
あ
る
。
安
芸
東
西
条
は
一
四
世
紀
の
末
ご
ろ
に
、
大
内
義
弘
が
室
町
幕
府
三
代
将
軍
足
利
義
満
か
ら
拝
領
し
た
と
伝
え
ら
 
 

お
う
え
い
ら
ん
 
 

九
、
応
永
の
乱
（
応
永
六
年
、
一
≡
九
九
）
後
は
没
収
さ
れ
た
ら
し
い
が
、
そ
れ
か
ら
二
〇
数
年
を
経
た
応
永
三
十
二
年
（
一
四
t
一
五
）
に
 
 

こ
ば
や
か
わ
ひ
ろ
か
げ
 
 

お
お
う
ち
も
り
み
 
 

な
る
と
、
大
内
盛
見
が
東
西
条
内
の
内
海
村
（
豊
m
郡
安
浦
町
内
海
）
を
、
竹
原
の
小
早
川
弘
景
に
預
け
置
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
こ
ろ
 
 

に
は
再
び
大
内
氏
の
所
領
と
な
っ
た
ら
し
い
。
こ
こ
は
そ
の
後
も
幾
度
か
一
時
的
に
大
内
氏
の
支
配
の
辛
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
あ
っ
 
 

て
も
、
一
六
世
紀
な
か
ば
に
毛
利
氏
が
支
配
す
る
ま
で
、
大
内
氏
の
安
芸
国
に
お
け
る
最
大
の
拠
地
と
し
て
維
持
さ
れ
続
け
る
の
で
 
 

あ
る
。
熊
野
盆
地
一
帯
も
ま
た
、
そ
の
当
初
か
ら
東
西
条
に
含
ま
れ
、
大
内
氏
が
直
接
支
配
し
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い
。
こ
の
地
 
 

こ
く
じ
ん
り
よ
り
し
ゆ
 
 

か
ら
有
力
な
国
人
領
主
が
出
現
し
て
い
な
い
理
由
も
、
そ
の
所
為
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

こ
く
じ
ん
り
よ
ら
L
ゆ
 
 
 

と
こ
の
ヤ
ま
 
 
 

ち
な
み
に
、
隣
接
す
る
瀬
野
川
流
域
に
は
、
蓮
華
寺
山
麓
の
烏
龍
山
城
を
本
拠
と
す
る
阿
曽
沼
氏
が
、
有
力
た
国
人
領
主
に
成
 
 

長
し
て
い
っ
た
。
南
北
朝
の
動
乱
期
に
は
、
同
氏
ほ
北
朝
の
室
町
幕
府
万
に
加
担
し
て
い
た
武
田
氏
（
佐
東
銀
山
城
）
の
も
と
に
参
加
 
 い

つ
く
L
ま
か
ん
ね
し
け
 
 

も
う
り
き
つ
か
ゎ
く
ま
が
い
 
 

し
、
毛
利
・
書
川
・
熊
谷
の
各
氏
ら
と
共
に
、
各
地
を
転
戦
し
た
。
と
こ
ろ
で
一
五
世
紀
な
か
ご
ろ
、
武
田
氏
が
厳
島
神
主
家
と
 
 

佐
西
郡
の
所
領
の
境
界
を
め
ぐ
っ
て
戦
闘
状
態
に
た
る
と
、
大
内
氏
が
厳
島
神
主
家
を
支
癒
し
て
積
極
的
に
軍
事
介
入
し
、
や
が
て
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熊
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き
か
き
ん
か
 
武
田
氏
を
抑
え
て
芸
南
一
帯
で
優
勢
と
な
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
阿
曽
沼
氏
も
武
田
氏
の
應
下
か
ら
離
れ
て
、
大
内
氏
の
傘
下
に
加
 
 

お
う
に
ん
ぷ
ん
め
い
ひ
ち
が
ぁ
‡
の
 
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
応
仁
・
文
明
の
乱
（
一
四
K
七
－
七
七
）
に
お
い
て
は
、
同
氏
は
厳
島
神
主
琴
平
賀
（
東
広
島
市
高
屋
∵
天
野
 
 

の
ま
ぉ
ぉ
ぅ
ち
ま
さ
ひ
ろ
や
ま
な
そ
う
ぜ
ん
 
（
東
広
島
市
志
和
）
・
竹
原
小
早
川
・
野
間
（
矢
野
町
）
の
各
氏
と
共
に
、
大
内
政
弘
の
率
い
る
軍
勢
に
参
加
し
て
出
陣
し
、
山
名
宗
全
 
 

方
の
西
軍
に
属
し
て
奮
戦
し
た
。
西
軍
に
参
加
し
た
国
人
領
主
は
、
主
と
し
て
大
内
氏
の
拠
地
東
西
条
と
そ
の
周
辺
の
者
達
で
あ
 
 

ぬ
た
は
そ
か
わ
か
つ
も
と
 
っ
た
二
万
、
武
田
氏
を
ほ
じ
め
毛
利
・
吉
川
・
沼
田
小
早
川
の
各
氏
は
、
細
川
勝
元
方
の
東
軍
に
属
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
安
芸
 
 

国
で
は
国
人
領
主
層
空
一
分
し
て
対
立
抗
争
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
戦
闘
は
京
都
と
そ
の
周
辺
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
 
 

か
が
み
や
ま
じ
よ
う
 
地
方
へ
も
波
及
し
、
安
芸
国
内
で
も
観
閲
が
繰
り
返
さ
れ
、
な
か
で
も
東
西
条
の
拠
点
鏡
山
城
を
め
ぐ
る
攻
防
や
小
早
川
氏
の
拠
 
 

城
高
山
城
を
め
ぐ
る
攻
防
が
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 

は
ぎ
じ
よ
ぅ
の
ま
 
 
こ
こ
で
矢
野
の
保
木
城
を
本
拠
と
し
た
国
人
領
主
野
間
氏
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
野
間
氏
の
矢
野
の
地
へ
の
入
部
は
、
 
 

ぷ
ん
あ
ん
の
ま
し
げ
上
し
あ
し
か
が
上
し
重
さ
 
文
安
二
年
（
l
四
四
五
）
、
野
間
垂
能
が
幕
府
の
将
軍
足
利
義
政
か
ら
、
こ
の
地
を
与
え
ら
れ
た
と
き
で
あ
る
と
伝
え
る
。
そ
の
全
盛
 
 

期
の
支
配
領
域
は
、
矢
野
を
中
心
に
坂
・
吉
浦
・
呉
に
及
ぷ
沿
岸
一
帯
と
、
後
背
の
険
峻
な
山
々
を
越
え
て
、
熊
野
盆
地
西
部
の
平
 
 

谷
・
川
角
・
押
込
・
焼
山
・
普
代
を
含
聖
帯
で
あ
っ
た
。
痙
間
氏
は
安
芸
た
来
任
し
て
以
後
、
一
貫
し
て
大
内
氏
の
磨
下
に
属
し
 
 

ま
き
ひ
ろ
ぬ
た
こ
ば
や
か
わ
 

ち
よ
う
ろ
く
 

も
う
り
け
も
ん
じ
よ
の
 
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
『
毛
利
家
文
書
』
に
よ
る
と
、
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）
に
大
内
政
弘
が
沼
田
小
早
川
氏
を
攻
め
た
際
、
野
 
 

間
公
光
が
大
内
方
に
馳
せ
参
じ
て
戦
死
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
応
仁
・
文
明
の
乱
に
お
、
い
て
は
大
内
政
弘
の
軍
勢
に
 
ま
き
み
み
つ
 
 
 

加
わ
っ
て
奮
戦
し
て
お
り
、
沼
田
高
山
城
の
攻
防
の
際
に
は
、
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
在
京
ゐ
政
弘
が
竹
原
小
 
 

ぉ
き
か
つ
 
 

の
ま
ひ
上
う
ぷ
の
し
ょ
ら
ふ
 
 

早
川
氏
へ
の
使
者
と
し
て
、
野
間
兵
部
少
輔
を
遣
わ
し
て
い
る
。
こ
の
兵
部
少
輔
は
野
間
氏
全
盛
期
を
き
ず
い
た
興
勝
で
は
あ
る
 
 

ま
い
か
。
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車
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 め

い
お
う
 

よ
し
お
き
 
 

熊
野
要
害
 

し
 

中
の
足
利
義
材
（
の
ち
禿
ヂ
と
改
名
）
を
擁
し
て
上
洛
の
機
会
を
窺
っ
て
い
た
が
、
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
十
二
月
い
 
 

よ
い
よ
大
軍
を
率
い
て
進
発
し
た
。
大
内
義
興
は
翌
年
に
入
京
し
て
義
声
を
将
軍
職
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
、
そ
の
後
お
よ
 
 

そ
一
〇
年
間
在
京
し
て
幕
政
に
参
加
し
た
。
そ
の
間
に
、
出
雲
国
の
富
田
月
山
城
（
島
根
県
能
義
郡
広
源
町
）
を
本
拠
と
し
て
、
山
陰
に
 
 

あ
ま
こ
つ
ね
ひ
さ
ほ
う
き
い
わ
み
だ
い
．
丸
い
 
勢
威
を
振
っ
て
い
た
尼
子
経
久
が
、
伯
者
・
石
見
へ
侵
攻
し
た
後
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
は
南
進
し
て
安
芸
へ
は
い
り
、
大
内
 
 

か
が
み
や
ま
じ
よ
，
 
 

氏
の
拠
城
鏡
山
城
（
東
広
島
市
西
条
町
）
を
攻
撃
し
た
。
尼
子
軍
は
す
で
に
武
田
・
毛
利
・
吉
川
の
諸
氏
の
軍
を
し
た
が
え
て
お
 
 

り
、
鏡
山
城
は
大
永
三
年
六
月
に
陥
落
し
た
。
こ
の
前
後
に
東
西
条
周
辺
の
国
人
領
主
層
、
天
野
・
平
智
∵
阿
曽
沼
・
野
間
の
諸
氏
 
 

も
、
相
次
い
で
厄
子
氏
の
座
下
に
加
わ
り
、
ま
た
た
く
間
に
安
芸
国
一
円
は
尼
子
氏
の
支
配
下
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
大
内
義
興
側
が
反
撃
に
出
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
に
は
佐
西
郡
の
厳
島
社
領
を
奪
還
 
 

も
う
り
も
と
な
り
 

て
ん
ぷ
ん
 
し
、
大
永
五
年
（
妄
二
五
）
三
月
に
は
毛
利
元
就
を
大
内
氏
方
へ
寝
返
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
元
就
は
こ
の
後
天
文
二
十
年
 
 

お
お
う
ち
ょ
し
た
か
 
 

（
一
五
五
一
）
に
大
内
義
隆
が
殺
さ
れ
る
ま
で
、
一
貫
し
て
大
内
氏
の
鷹
下
に
属
し
て
、
漸
次
勢
威
を
拡
大
強
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
 
 

す
え
お
き
ふ
さ
 
る
。
つ
い
で
大
永
五
年
四
月
に
は
、
大
内
義
興
の
部
将
陶
興
房
が
野
間
氏
を
改
め
て
降
服
さ
せ
、
志
芳
の
天
野
氏
も
帰
順
さ
せ
て
い
 
 

る
。
そ
し
て
翌
々
年
の
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
に
は
い
る
と
、
大
内
軍
が
再
び
動
き
出
し
、
こ
ん
ど
は
阿
曽
沼
氏
の
攻
略
に
と
り
か
 
 

か
る
。
ま
ず
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
二
月
九
日
に
熊
野
要
害
を
切
落
し
て
い
る
。
熊
野
要
害
の
切
落
し
に
つ
い
て
は
、
『
石
井
英
 
 

は
ぎ
は
ん
ば
つ
え
つ
ろ
く
あ
ま
の
も
う
り
も
ん
じ
よ
お
き
さ
だ
か
つ
せ
ん
ぷ
ん
ど
り
て
お
い
ち
ゆ
う
も
ん
 
三
氏
所
蔵
文
書
』
そ
の
他
に
み
え
る
が
、
い
ま
『
萩
藩
閥
閲
録
』
所
収
の
「
天
野
毛
利
文
書
」
 
の
天
野
興
窪
合
戦
分
捕
手
負
注
文
 
 

ぎ
い
ま
ん
げ
ん
ぎ
ぷ
ろ
ら
 
 

に
よ
る
と
、
こ
の
合
戦
に
お
い
て
大
内
氏
方
の
天
野
興
定
の
郎
従
僕
徒
が
一
八
の
首
級
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
財
満
源
≡
郎
が
 
 

の
む
ら
ご
ろ
う
び
ょ
う
え
 

し
ぶ
が
芝
」
ぎ
え
も
ん
の
じ
よ
う
か
じ
や
ま
 
野
村
五
郎
兵
衛
の
頸
を
討
捕
っ
て
お
り
、
ま
た
滋
賀
孫
左
衛
門
尉
が
梶
山
新
左
衛
門
尉
の
頚
を
分
細
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
 
 

れ
る
。
野
村
五
郎
兵
衛
と
い
う
の
は
阿
曽
沼
氏
の
重
臣
野
村
氏
の
一
族
で
あ
ろ
う
。
ま
た
梶
山
新
左
衛
門
尉
も
阿
曽
沼
氏
の
家
臣
で
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あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
熊
野
要
害
に
拠
っ
て
い
た
の
は
阿
曽
沼
氏
の
軍
勢
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
の
時
期
、
熊
 
 

野
盆
地
は
阿
曽
沼
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

し
ょ
し
上
ち
ぎ
ょ
う
ち
ゆ
ぅ
も
ん
あ
ん
 
 
 

ひ
ら
が
も
ん
じ
上
 
 
 

ち
な
み
に
、
『
平
賀
文
書
』
所
収
の
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
八
月
十
日
付
の
安
芸
東
西
条
所
々
知
行
注
文
案
を
み
る
と
、
東
西
 
 

ち
ぎ
よ
う
ち
ゆ
う
も
ん
 
 

条
の
す
べ
て
の
村
々
を
列
記
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
阿
土
村
は
み
え
て
も
熊
野
村
は
み
え
な
い
。
こ
の
知
行
注
文
は
尼
子
 
 

ち
ぎ
よ
う
ぷ
ん
 
 

あ
ま
こ
つ
わ
ひ
さ
 
 

軍
に
よ
っ
て
鏡
山
城
が
陥
落
さ
せ
ら
れ
た
直
後
に
、
尼
子
経
久
の
も
と
に
差
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
阿
曽
沼
氏
知
行
分
と
し
て
 
 

は
、
東
之
村
二
〇
〇
貫
・
寺
家
村
三
五
首
二
二
万
三
〇
〇
貫
・
田
口
村
三
五
貫
、
合
計
五
七
〇
貫
が
登
載
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
 
 

ら
ず
、
熊
野
村
が
み
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
大
、
鱒
三
年
当
時
は
大
内
氏
領
西
条
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
 
 

え
い
し
上
T
ウ
 
そ
う
な
れ
は
阿
曽
沼
氏
が
熊
野
村
を
大
内
氏
預
か
ら
奪
取
し
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
古
く
永
正
年
間
（
一
五
〇
四
－
二
〇
）
 
 

も
と
し
げ
 
 

ま
で
灘
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
内
義
興
に
随
っ
て
在
京
し
て
い
た
銀
山
城
主
武
田
元
繋
が
永
正
十
二
年
（
一
五
一
五
）
帰
 
 

国
し
て
、
公
然
と
大
内
氏
に
楯
を
つ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
阿
曽
沼
氏
や
野
間
氏
も
同
調
し
て
大
内
氏
か
ら
離
反
し
、
西
条
の
 
 

う
ち
、
阿
曽
沼
氏
が
熊
野
村
を
奪
取
し
て
日
額
に
組
入
れ
、
一
方
野
間
氏
が
平
谷
・
川
角
・
押
込
・
焼
山
な
ど
熊
野
盆
地
西
部
を
自
 
 

L
ん
り
よ
う
し
ゆ
う
 
 

領
へ
加
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
永
正
十
二
年
（
一
五
一
五
）
に
お
き
た
厳
島
神
主
家
を
め
ぐ
る
神
領
衆
の
分
裂
抗
争
で
は
、
阿
 
 

曽
沼
氏
・
野
間
氏
は
武
田
氏
と
一
緒
に
行
動
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
に
山
口
へ
帰
国
し
た
大
内
義
興
も
、
 
 

武
田
氏
お
よ
び
同
調
す
る
反
大
内
勢
の
攻
勢
に
は
手
を
焼
い
て
い
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
熊
野
要
害
は
何
処
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
熊
野
盆
地
内
に
は
代
表
的
城
跡
と
し
て
、
標
高
五
九
三
メ
ー
ト
ル
の
嫉
 
 

と
き
じ
上
～
 
 

か
さ
や
ま
じ
よ
う
 
山
の
頂
上
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
常
山
城
と
、
標
高
四
一
八
メ
ー
ト
ル
の
土
岐
城
山
頂
に
あ
っ
た
土
岐
城
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 

い
ま
に
も
ん
じ
ょ
だ
い
え
い
ゃ
と
み
ょ
り
し
げ
ぐ
ん
ち
ゆ
う
じ
よ
う
 
『
今
仁
文
書
』
所
収
の
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
三
月
十
九
日
付
の
弥
富
依
重
軍
忠
状
に
よ
る
と
、
大
永
七
年
に
熊
野
に
い
た
り
 
ご
じ
ん
が
ひ
む
ら
や
ま
 
 

御
陣
替
え
以
来
、
所
々
に
お
い
て
馳
走
し
、
同
年
二
月
二
十
三
日
に
船
越
へ
移
動
し
て
日
村
山
（
日
浦
山
）
城
の
戦
で
は
矢
碇
を
負
 
 

第
二
節
 
中
 
 
 
世
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図32－1㍑JJ戯跡（中火丘陵頂部）と裾之頻励（矢印）  

い
、
三
月
八
日
の
烏
子
山
（
鳥
篭
山
）
城
の
攻
撃
で
も
活
躍
し
た
 
 

旨
を
詳
記
し
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
熊
野
の
御
障
替
え
す
 
 

な
わ
ち
、
陣
が
入
れ
替
っ
た
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
 
 

な
わ
ち
熊
野
要
害
ほ
阿
曽
沼
氏
の
軍
勢
が
引
揚
げ
た
あ
と
、
大
 
 

内
氏
に
よ
っ
て
陣
替
え
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
『
芸
諾
通
 
 

す
が
た
ぷ
ん
ご
 
 

志
』
に
よ
る
と
、
常
山
或
は
菅
田
豊
後
な
る
者
が
屠
す
る
と
こ
 
 

て
ん
ぷ
ん
 
 

ろ
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
天
文
二
十
年
（
一
五
五
一
）
当
 
 

つ
ち
や
ま
じ
よ
う
 
 

時
、
大
内
氏
領
東
西
粂
の
拠
城
樋
山
城
（
東
広
島
市
八
本
松
町
）
 
 

じ
ょ
う
ば
ん
す
が
た
え
つ
ち
ゆ
ら
の
か
み
 
 

城
番
に
菅
田
越
中
守
と
称
す
る
武
将
の
い
た
こ
と
が
知
ら
 
 

れ
て
い
る
が
、
菅
田
豊
後
な
る
老
は
そ
の
威
番
の
一
族
で
あ
っ
 
 

た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
樋
山
城
の
支
城
的
役
割
を
果
た
し
 
 

て
い
た
常
山
城
の
前
身
が
熊
野
要
害
で
あ
る
と
考
え
て
ま
ち
が
 
 

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

さ
て
、
『
今
仁
文
書
』
所
収
の
弥
富
依
重
軍
忠
状
に
た
ち
か
 
 

え
る
と
、
大
内
氏
の
軍
勢
は
熊
野
要
害
を
切
落
し
た
後
、
阿
曽
 
 

沼
氏
側
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
属
城
で
あ
っ
た
船
越
日
浦
山
城
 
 

の
攻
略
に
う
つ
っ
た
。
こ
の
日
浦
山
城
を
陥
れ
た
後
、
い
よ
い
 
 

よ
鳥
篭
山
城
を
包
囲
し
た
が
、
大
永
七
年
（
一
室
一
七
）
三
月
十
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の
む
ち
も
く
の
じ
よ
う
 
 

八
日
に
い
た
り
、
阿
曽
沼
氏
側
は
重
臣
野
村
木
工
允
の
切
腹
と
引
き
か
え
に
降
状
し
て
、
大
内
氏
の
軍
門
に
く
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

た
け
∴
た
ユ
つ
か
す
 
 
 

こ
の
あ
と
安
芸
国
の
国
人
領
主
層
の
盟
主
的
地
位
は
、
武
田
米
卸
か
ら
毛
利
元
就
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
元
就
は
大
内
氏
と
の
関
 
 

係
料
二
層
緊
密
な
も
の
と
し
て
い
っ
た
が
、
そ
う
な
る
と
、
出
雲
の
尼
子
氏
側
か
ら
み
る
と
、
安
芸
国
へ
の
支
配
を
挽
回
す
る
た
め
 
 

よ
し
だ
こ
射
り
や
ま
じ
エ
う
ぁ
ま
こ
あ
き
ひ
き
 
に
攻
撃
す
べ
き
目
標
は
、
有
利
氏
け
拠
城
土
呂
郡
山
奴
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
九
月
、
尼
子
詮
久
は
三
万
 
 

の
大
軍
を
率
い
て
郡
山
城
を
因
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
毛
利
元
就
は
持
久
戦
の
後
に
大
内
革
の
支
援
を
得
て
、
翌
年
正
月
つ
い
に
尼
子
 
 

軍
を
敗
走
さ
せ
た
。
そ
し
て
天
文
十
年
（
一
五
四
一
）
五
月
、
大
内
氏
と
毛
利
氏
の
連
合
軍
は
佐
東
銀
山
兢
を
改
め
て
武
田
氏
を
滅
ぼ
 
 

し
た
。
や
が
て
毛
利
氏
ほ
旧
武
田
慣
を
大
内
氏
か
ら
預
け
ら
れ
て
、
広
島
湾
頭
へ
と
進
出
し
て
く
る
が
、
熊
野
盆
地
の
大
半
は
依
然
 
 

と
し
て
大
内
氏
支
配
下
の
東
西
条
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
西
部
は
野
間
領
で
あ
っ
た
。
 
 

す
え
た
か
ふ
さ
は
ゎ
か
た
 
 

と
こ
ろ
が
、
天
文
二
十
年
（
一
五
五
一
）
九
月
、
大
内
義
隆
が
家
臣
陶
隆
房
（
晴
腎
）
に
敷
か
れ
て
自
殺
し
た
こ
と
に
よ
 
 

い
わ
み
ょ
し
み
ま
さ
よ
り
 
 

湾
頭
へ
出
兵
し
て
、
銀
山
城
の
大
内
方
給
人
ら
を
降
伏
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
天
文
二
十
二
年
（
一
五
五
≡
、
石
見
の
吉
見
正
解
が
 
 

陶
隆
房
に
叛
い
て
挙
兵
し
た
の
を
契
機
に
、
翌
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
）
五
月
、
毛
利
元
就
も
教
旗
を
ひ
る
が
え
し
、
た
ち
ま
ち
 
 

ひ
ろ
ひ
で
 
 

の
う
ち
に
銀
山
・
己
斐
・
草
津
・
桜
尾
の
諸
城
を
陶
氏
方
か
ら
奪
取
し
厳
島
も
占
領
下
に
お
さ
め
た
。
鳥
篭
山
城
の
阿
曽
沼
広
秀
は
 
 

や
の
ほ
き
じ
よ
う
の
ま
た
か
ざ
ね
 
 

い
も
は
ゃ
 
逸
速
く
毛
利
万
に
加
わ
っ
て
転
戦
し
て
い
る
が
、
矢
野
保
木
城
の
野
間
隆
実
は
そ
の
去
就
を
明
か
に
せ
ず
在
城
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
 
 

し
ら
い
か
た
た
ね
 
 

明
け
て
弘
治
元
年
（
〓
血
五
五
）
三
月
に
い
た
り
、
隆
実
は
安
芸
府
中
の
白
井
賢
胤
と
手
を
結
ん
で
遂
に
反
毛
利
の
兵
を
挙
げ
、
当
時
．
 
 

す
で
に
毛
利
氏
配
下
に
あ
っ
た
海
田
・
仁
保
を
攻
撃
し
た
。
四
月
に
は
い
っ
て
毛
利
方
三
、
0
0
0
余
の
軍
勢
は
、
保
木
城
を
中
心
 
 

お
く
び
ま
る
み
ょ
う
じ
ん
ヤ
主
 
 

と
す
る
矢
野
要
害
を
と
り
因
み
、
由
月
十
一
日
の
尾
頸
九
明
神
山
口
の
激
戦
に
お
い
て
野
間
軍
を
撃
破
し
た
。
野
間
方
の
敗
残
兵
 
 

は
降
伏
し
、
保
木
城
を
明
け
渡
し
サ
ニ
応
和
談
に
も
ち
込
ん
だ
よ
う
で
あ
る
が
、
嫉
か
ら
出
て
き
た
者
た
ち
は
約
束
と
は
異
な
り
、
 
 

第
l
一
節
 
中
 
 
 
世
 
 

矢
野
要
害
 
 

り
、
防
長
芸
備
の
形
勢
は
大
き
く
転
換
し
て
い
っ
た
。
こ
の
事
件
に
際
し
、
毛
利
元
就
は
陶
隆
房
と
内
通
し
て
広
島
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第
三
章
 
古
代
・
中
世
 
 

皆
殺
し
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
熊
野
盆
地
の
西
端
の
平
谷
・
川
角
・
押
込
・
焼
山
な
ど
、
野
間
氏
の
所
領
は
毛
利
氏
支
配
 
 

の
所
領
に
繰
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

ふ
ろ
′
1
 
 
さ
て
、
こ
こ
で
矢
野
要
害
の
攻
撃
直
前
の
熊
野
に
お
け
る
情
勢
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
山
口
県
文
書
館
所
蔵
の
『
語
録
』
の
弘
 
 

こ
は
や
か
わ
た
か
か
げ
し
よ
じ
よ
う
 
治
元
年
（
妄
五
五
）
三
月
二
十
六
日
付
、
小
早
川
隆
景
書
状
に
よ
る
と
、
毛
利
氏
側
は
阿
曽
沼
氏
重
臣
の
井
上
宗
右
衛
門
に
対
 
 

あ
と
は
ん
し
ゆ
う
 
 

し
、
阿
土
番
衆
を
申
付
け
る
と
と
も
に
、
熊
野
の
警
固
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
矢
野
要
害
攻
撃
の
直
前
 
 

に
、
阿
土
・
熊
野
一
帯
ほ
す
で
に
大
内
氏
例
の
軍
勢
が
退
散
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
毛
利
氏
側
の
命
を
う
け
た
阿
曽
沼
広
秀
の
軍
勢
に
 
 

ょ
っ
て
管
理
を
ま
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
矢
野
保
木
城
の
後
背
地
が
毛
利
氏
例
の
軍
勢
の
手
に
落
ち
て
い
た
 
 

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
光
教
坊
所
放
の
同
寺
縁
起
に
、
熊
野
要
害
城
山
の
菅
田
豊
後
守
が
天
文
の
兵
乱
に
際
し
、
毛
利
元
就
に
滅
 
 

ぼ
さ
れ
た
と
伝
え
て
い
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
菅
田
豊
後
守
は
当
時
東
西
条
槌
山
城
城
番
菅
田
越
中
守
の
一
族
と
考
え
ら
 
 

れ
る
の
で
、
彼
等
の
滅
亡
は
矢
野
要
害
攻
撃
よ
り
も
早
い
時
期
で
、
お
そ
ら
く
そ
の
直
前
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
と
い
え
よ
う
。
 
 

い
つ
く
し
ま
か
つ
せ
ん
 
 
毛
利
元
就
と
陶
隆
房
（
暗
賢
）
と
が
命
運
を
わ
け
た
厳
島
合
戦
は
、
弘
治
元
年
（
一
五
五
五
）
十
月
一
日
で
あ
っ
た
。
周
知
の
と
お
 
 

り
、
 こ
の
合
戦
は
毛
利
元
就
の
勝
利
と
な
り
、
そ
の
後
、
彼
は
防
長
へ
兵
を
進
め
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
四
月
、
陶
氏
に
擁
立
さ
 
 

お
お
う
ち
よ
し
な
が
 
 

れ
て
い
た
大
内
議
長
を
滅
ぼ
し
て
、
防
長
l
一
か
国
を
制
圧
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

熊
野
代
官
 
 
大
内
氏
の
滅
亡
後
、
安
芸
東
西
条
は
毛
利
氏
に
よ
る
直
接
支
配
下
に
お
か
れ
た
の
で
、
熊
野
盆
地
も
当
然
そ
の
配
下
 
 

く
ま
が
い
け
も
ん
じ
よ
 

も
う
り
し
と
し
上
り
九
ん
 
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『
熊
谷
家
文
書
』
所
収
、
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
十
月
二
十
八
日
付
の
毛
利
氏
年
寄
連
 
 
 

三
 
毛
利
氏
支
配
下
の
熊
野
 
 

乃2  



し
よ
ち
ぎ
上
り
う
ち
わ
た
し
じ
1
ご
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
ま
が
い
ど
の
 
…
な
お
 
 
 
 
托
そ
さ
こ
さ
ぎ
よ
う
の
す
け
 
署
知
行
打
渡
状
に
よ
る
と
ー
可
部
の
熊
谷
殿
（
信
直
）
代
の
細
迫
左
京
亮
が
毛
利
氏
か
ら
西
条
の
う
ち
、
阿
土
五
〇
貫
・
熊
野
 
 

五
〇
貫
・
小
方
村
一
〇
〇
貫
、
合
計
二
〇
〇
貫
の
地
を
知
行
さ
れ
て
い
る
。
た
ぷ
ん
赦
烏
合
戦
の
功
賞
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
 
 

ろ
う
。
 
 

ぁ
て
が
い
じ
よ
う
 
 
 

は
ん
ち
ゆ
う
し
上
か
こ
も
ん
じ
ょ
う
さ
ん
 
 
 

ま
た
岩
国
徽
古
館
所
蔵
の
『
藩
申
請
家
古
文
書
纂
』
弘
治
二
年
（
妄
五
六
）
三
月
十
四
日
付
の
毛
利
隆
元
宛
行
状
に
よ
る
 
 

と
、
中
村
次
郎
左
衛
門
の
場
合
、
彼
は
戦
功
の
貰
と
し
て
、
ま
ず
西
条
熊
野
の
田
一
町
五
段
を
知
行
さ
れ
、
つ
い
で
同
じ
く
弘
準
一
 
 

つ
ぼ
つ
け
 
年
八
月
二
十
九
日
付
の
毛
利
氏
奉
行
人
連
署
打
渡
坪
付
に
よ
る
と
、
彼
ほ
熊
野
村
の
う
ち
で
、
 
 

せ
ん
た
ん
の
木
村
 
 

t
、
田
九
反
小
 
 
分
銭
≡
貫
九
百
文
 
 

左
衛
門
四
郎
つ
く
り
 
 
 

一
、
田
弐
反
大
 
 
分
銭
壱
貫
五
百
文
 
 

物
申
か
い
ち
 
 
 

一
、
田
五
反
 
 
分
銭
弐
貫
百
文
 
 

合
田
壱
町
七
反
小
 
分
銭
七
貫
五
古
文
 
 

を
知
行
さ
れ
、
ひ
き
つ
づ
き
十
一
月
十
八
日
付
に
て
は
 
 

以
上
壱
貫
四
百
目
 
 

（
八
）
 
 
 

一
、
六
貫
四
百
目
以
前
渡
し
申
慎
 
二
虔
二
合
七
貫
五
盲
目
 
 

が
知
行
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
中
村
二
郎
左
衛
門
ほ
三
月
十
四
日
竺
町
五
反
、
八
月
二
十
九
日
竺
町
七
反
小
、
分
銭
七
貰
五
 
 

ぎ
ゆ
〉
ち
あ
て
が
 
0
0
文
、
十
一
月
十
八
日
に
分
銭
七
貫
八
〇
〇
文
の
給
地
が
宛
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
月
十
四
日
に
宛
行
わ
れ
た
分
銭
は
 
 

第
二
節
 
中
 
 
世
 
 

一
、
田
一
反
 
四
盲
目
 
 

一
、
田
一
反
 
三
百
日
 
 

一
、
田
一
反
 
四
百
目
 
 

一
、
田
一
反
 
三
百
目
 
 

北
退
三
之
允
 
 

申
す
孫
左
衛
門
 
 

中
ゑ
ノ
太
四
郎
 
 

兵
衛
原
三
四
郎
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三
章
 
舌
代
・
中
世
 
 

不
明
で
あ
る
が
、
八
月
二
十
九
日
の
場
合
を
参
酌
す
る
と
、
お
よ
そ
七
貫
文
前
後
で
あ
ろ
う
。
三
回
分
を
合
計
す
る
と
、
お
よ
そ
二
 
 

二
貫
前
後
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
毛
利
氏
奉
行
人
が
連
署
し
た
打
渡
坪
付
を
作
成
し
て
交
付
す
る
例
で
あ
っ
た
。
八
月
二
十
九
日
の
 
 

さ
く
に
ん
 
場
合
に
は
、
ま
ず
「
せ
ん
だ
ん
の
木
村
」
、
「
左
衛
門
四
郎
つ
く
り
」
、
「
物
申
か
い
ち
」
と
作
人
の
名
を
記
し
、
つ
い
で
耕
地
面
積
 
 

か
ん
だ
か
 
ね
ん
ぐ
だ
か
 
 

と
貫
高
表
示
の
年
貢
高
と
を
一
筆
ご
と
に
記
し
て
お
り
、
十
一
月
十
八
日
の
場
合
は
耕
地
面
積
・
貫
高
表
示
の
年
貢
高
・
作
人
名
と
 
 

を
一
筆
ご
と
に
記
し
て
い
る
。
作
人
と
は
年
貢
そ
の
他
の
負
担
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
直
接
耕
作
者
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
 
 

き
ゆ
う
ち
う
ち
わ
た
し
つ
ば
つ
け
 
 

十
一
月
十
八
日
の
給
地
打
渡
坪
付
は
七
貫
八
〇
〇
文
を
二
度
に
分
け
た
残
部
一
貫
四
〇
〇
文
分
の
支
給
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
 
 

が
、
こ
の
よ
う
に
支
給
地
が
一
括
し
て
ま
と
め
ら
れ
な
い
と
き
に
は
分
割
し
て
小
間
切
れ
に
順
次
給
付
し
て
い
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
 
 

み
上
う
み
よ
う
し
ゆ
 
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
筆
ご
と
に
作
人
名
を
明
記
し
て
給
付
す
る
方
法
は
、
従
来
の
名
単
位
の
名
主
に
よ
る
貢
納
制
が
崩
 
 

み
上
う
 
れ
た
後
に
採
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
時
期
の
熊
野
一
帯
で
は
す
で
に
名
体
制
な
る
も
の
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
 
 

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

さ
て
、
熊
野
は
弘
治
元
年
（
一
五
五
五
）
三
月
ご
ろ
、
毛
利
氏
方
の
阿
曽
沼
氏
が
そ
の
管
理
を
委
託
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
 
 

が
、
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
に
お
け
る
給
地
の
あ
り
方
を
み
る
と
、
毛
利
氏
は
厳
島
合
戦
の
勝
利
後
に
直
接
支
配
の
い
わ
ゆ
る
公
領
 
 

そ
ゝ
し
 
に
組
入
れ
た
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
に
は
熊
野
革
便
が
任
命
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
長
府
毛
利
文
書
』
 
 

は
ん
も
つ
ひ
ら
さ
し
ち
ろ
う
え
も
ん
の
じ
上
ウ
な
り
さ
だ
 
所
収
の
弘
治
三
年
十
一
月
七
日
付
の
毛
利
隆
元
判
物
に
よ
る
と
、
平
佐
七
郎
右
衛
門
尉
就
貞
が
そ
の
職
に
就
い
て
い
る
。
草
便
と
 
 

こ
，
り
よ
う
ね
ん
ぐ
 た
ん
せ
ん
一
ふ
や
く
 
 

い
う
の
は
代
官
の
こ
と
で
、
そ
の
職
務
は
任
地
の
管
理
を
担
当
し
、
あ
わ
せ
て
公
領
年
貢
の
収
納
・
反
銭
・
夫
役
の
徴
収
等
に
あ
 
 

あ
て
が
い
じ
上
ら
 
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
同
文
書
所
収
の
弘
治
四
年
（
一
五
五
八
）
五
月
七
日
付
、
平
佐
就
貞
宛
の
毛
利
隆
元
宛
行
状
に
 
 

ょ
る
と
1
当
時
の
熊
野
村
は
三
〇
〇
貫
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
た
草
使
料
が
設
け
ら
れ
、
村
内
四
か
所
の
地
を
給
付
さ
 
 

て
ん
し
よ
う
 
れ
た
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
坪
付
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。
平
佐
就
貞
が
軍
使
（
代
官
）
で
あ
っ
た
の
ほ
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
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中
 
 
 

図3【22 掘之城跡全黒  

ま
で
、
約
二
八
年
間
に
お
よ
ぷ
長
期
間
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
『
長
府
 
 

毛
利
文
吉
』
所
収
、
天
正
十
三
年
四
月
九
日
付
、
平
佐
七
郎
右
衛
門
 
 

て
る
も
と
あ
ん
ど
じ
よ
う
 
 

尉
宛
の
毛
利
輝
元
安
堵
状
に
よ
れ
ば
、
就
貞
の
子
息
七
郎
右
衛
門
 
 

尉
が
従
前
ど
お
り
熊
野
村
代
官
を
申
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
 
 

る
。
か
れ
の
子
息
が
何
時
ま
で
そ
の
職
に
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
 
 

け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
熊
野
代
官
の
支
配
は
平
佐
氏
父
子
二
代
、
三
 
 

十
数
年
以
上
も
続
い
た
の
で
あ
る
。
前
掲
同
日
付
の
別
紙
安
堵
状
に
 
 

は
、
全
知
行
地
が
列
記
さ
れ
て
お
り
、
平
佐
氏
ほ
山
県
郡
上
本
地
今
 
 

田
分
守
藤
名
一
町
（
？
）
二
向
田
郡
多
治
比
宗
末
名
一
町
・
矢
野
一
一
 
 

貫
・
熊
野
村
内
賦
残
散
田
畠
四
貫
八
〇
〇
目
・
軍
使
料
お
よ
び
吉
田
 
 

太
郎
九
内
匿
敷
一
宇
一
二
〇
歩
を
知
行
さ
れ
て
い
た
。
上
本
地
の
給
 
 

た
じ
ひ
 
付
年
時
は
不
明
で
あ
る
が
、
多
治
比
分
は
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
の
 
 

給
付
で
あ
り
、
熊
野
村
内
の
草
便
料
四
か
所
と
賦
残
散
田
畠
は
弘
治
 
 

四
年
（
一
五
五
八
）
の
給
付
で
あ
る
。
矢
野
の
う
ち
一
一
貫
の
給
付
年
 
 

時
は
、
矢
野
要
害
陥
落
後
の
弘
治
二
年
（
一
五
重
ハ
）
の
給
付
で
熊
野
 
 

分
よ
り
は
や
い
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
代
官
平
佐
就
貞
の
知
 
 

行
地
ほ
厳
島
合
戦
前
後
以
降
に
急
激
転
加
増
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
 
 

知
ら
れ
る
が
、
こ
の
傾
向
は
毛
利
氏
家
臣
全
般
に
み
ら
れ
る
現
象
で
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・
中
世
 
 

ぁ
ろ
う
。
ち
な
み
に
本
拠
の
屋
敷
が
吉
田
郡
山
城
下
に
あ
り
、
妻
子
は
そ
こ
に
常
住
し
、
就
貞
自
身
は
熊
野
代
官
所
と
郡
山
城
と
を
 
 

適
時
往
復
し
て
職
務
を
遂
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
熊
野
代
官
所
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
知
る
史
料
は
な
い
 
 

が
、
常
山
城
下
の
堀
之
城
あ
た
り
を
当
て
る
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
 
 

の
さ
か
も
ん
じ
ょ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
孟
な
い
じ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ろ
く
ろ
り
な
い
じ
 
 
 
 
 
 
 
う
ち
 
 
 
 
 
 
 
そ
れ
か
ら
『
野
坂
文
書
』
所
収
、
厳
島
社
領
の
御
子
内
侍
・
ね
ね
い
内
侍
二
ハ
老
内
侍
・
七
老
内
侍
の
打
 
 
 

毛
利
家
臣
の
給
地
 
わ
た
し
つ
ば
つ
け
 
 

孟
う
ち
 
 

渡
坪
付
の
な
か
に
、
熊
野
に
給
地
を
与
え
ら
れ
た
毛
利
氏
家
臣
の
う
ち
い
く
つ
か
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
 
 

る
。
そ
の
な
か
に
平
佐
七
郎
右
衛
門
の
名
も
み
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
煩
項
で
は
あ
る
が
、
四
人
の
内
侍
の
給
地
坪
付
を
掲
げ
 
 

け
ん
ち
や
く
に
ん
な
い
と
う
 
て
、
一
六
世
紀
後
半
の
給
人
等
の
農
村
に
お
け
る
実
熊
た
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
ほ
い
ず
れ
も
、
毛
利
氏
検
地
役
人
内
藤
 
 

よ
さ
う
え
も
ん
も
と
ひ
で
 
与
三
右
衛
門
元
栄
が
天
正
二
十
年
（
文
禄
元
年
二
五
九
二
）
二
月
五
日
付
で
打
渡
し
た
も
の
で
、
こ
れ
は
豊
臣
政
権
の
要
請
を
う
け
 
 

て
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
か
ら
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
に
か
け
て
、
毛
利
氏
が
独
自
に
領
国
内
に
断
行
し
た
検
地
で
、
表
 
 

そ
う
こ
く
け
ん
ち
 

た
い
こ
う
け
ん
も
 
に
惣
国
検
地
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
い
わ
ゆ
る
太
閤
検
地
の
新
し
い
原
則
を
遵
守
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
大
内
氏
 
 

支
配
以
来
の
伝
統
的
慣
習
正
従
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
厳
島
合
戦
後
に
お
け
る
、
毛
利
氏
に
よ
る
給
他
の
実
態
を
窺
 
 

ぅ
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
 
 

ふ
 
こ
の
な
い
 
じ
と
ゆ
う
も
う
も
わ
た
し
つ
げ
つ
け
，
つ
し
 
 
 
○
御
子
内
侍
給
地
打
渡
坪
付
写
 
 

芸
州
阿
南
郡
熊
野
村
打
波
 
 

音
三
郎
田
 
上
 
町
七
ツ
二
万
 
退
か
き
り
 
 

家
か
き
り
 
麦
ま
き
 
 
 

田
壱
反
廿
歩
 
 
米
五
斗
五
升
 
 

寺
か
い
ち
 
下
ミ
ち
か
き
り
 
 
 

屋
敷
六
十
歩
 
 

は
り
き
り
 
下
 
道
ノ
下
 
 
 

島
三
十
歩
 
 
 
代
九
文
 
 

上
ノ
迫
 
町
五
ツ
 
中
き
し
か
き
り
 
道
か
き
り
 
 
 

田
九
十
歩
 
 
 
米
壱
斗
 
 

児
玉
但
馬
守
給
 
 
 

藤
左
街
門
 
 

同
 
給
 
 
 

源
三
郎
 
 

平
佐
七
郎
衛
門
給
 
 
 

≡
郎
衡
門
 
 

児
玉
但
馬
守
給
 
 
 

源
三
郎
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一
ツ
町
 
二
所
合
 
上
町
一
ツ
 
又
上
二
小
町
そ
小
 
 
 

田
九
十
歩
 
 
 
米
壱
斗
 
 

同
 
所
 
 
 

屋
敷
廿
歩
 
 

家
よ
り
上
良
三
十
歩
 
 

下
馬
場
 
 
上
々
家
か
か
り
下
 
 
 

畠
六
十
歩
 
 
 
代
十
六
文
 
 

十
王
迫
 
l
一
所
台
 
上
上
町
 
九
ツ
 
活
か
き
り
 
上
は
き
し
か
き
り
 
 
 

田
半
 
 

米
三
斗
 
 
 

同
 
所
 
中
き
し
下
 
田
よ
り
上
 
 
 

島
六
十
歩
 
 
 
代
十
六
文
 
 

鳥
 
場
 
 
 

一
所
大
 
此
内
畠
田
十
歩
代
三
十
文
 
 
 

段
数
 
 

同
所
 
町
二
十
一
上
々
上
 
田
ハ
ハ
ひ
ろ
し
 
半
分
安
ま
き
 
 
 

田
壱
反
九
十
歩
 
米
七
斗
三
升
 
 

田
壱
反
廿
歩
 
 
米
五
斗
四
升
 
 

窪
田
 
上
 
 
 

田
壱
反
小
 
 

米
壱
石
二
斗
 
 

向
と
の
 
上
々
 
変
ま
き
 
町
三
ツ
 
 
 

田
三
百
歩
 
 
 
米
六
斗
弐
升
 
 

同
所
 
上
変
マ
キ
 
遺
ハ
き
ミ
 
町
六
ツ
七
ハ
し
 
く
わ
木
か
き
り
 
 
 

田
壱
反
九
十
歩
 
米
九
斗
六
升
 
 

同
所
 
上
々
変
マ
キ
 
退
か
き
り
 
キ
シ
か
き
り
 
町
六
ツ
 
 
 

田
小
 
 

米
弐
斗
五
升
 
 

口
村
 
下
 
町
五
ツ
 
 
 

田
半
 
 

米
四
斗
三
升
 
 

ま
つ
ふ
ろ
 
上
々
・
茨
†
キ
遺
よ
り
上
下
 
町
六
ツ
 
し
も
ハ
く
わ
水
か
き
り
 
 
 

田
壱
反
 
 

米
九
斗
 
 

中
村
 
上
 
く
わ
木
か
き
の
木
あ
り
 
 
 

畠
九
十
歩
 
 
 
代
五
十
文
 
 

同
所
 
中
 
町
十
七
 
遺
ノ
上
下
 
 
 

田
壱
反
六
十
歩
 
米
九
斗
七
升
 
 

第
二
節
 
中
 
 
 
世
 
 

西三丑：  
ノ、ツ弓  

か
き
り
 
 
上
ハ
き
し
か
き
り
 
 

ッ
安
ま
き
 
 
は
ゝ
ひ
ろ
し
 
 

同法同同同阿波  
同相ポ岡給即自給同絵同給  

羽
仁
新
兵
補
給
 
 
 

三
郎
兵
衛
 
 

同
給
 
二
郎
四
郎
 
 
 

三
郎
兵
へ
 
 

同
 
給
 
 
 

平
衡
門
 
 

同
 
絵
 
 
 

≡
郎
衛
門
 
 

同
 
給
 
 
 

同
 
人
 
 

同
 
給
 
 
 

同
 
人
 
 

羽
仁
新
兵
へ
給
 
 
 

二
郎
兵
へ
 
 

同
 
絵
 
 

同
 
給
 
 
 

同
 
 

人と作 P【jモ敷郎人 人モ作 人  
五  
郎  

人  

J57   



田
半
 
 

い
の
木
か
い
ち
 
 
 

田
一
反
大
 
 

友
信
 
 
 

田
弐
段
 
 

井
ノ
尻
 
 
 

田
一
反
半
 
 

竹
ノ
下
 
 
 

田
弐
段
 
 

同
 
所
 
 
 

田
半
 
 

第
三
章
 
古
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・
中
世
 
 
 

中
須
か
ノ
略
 
中
ノ
上
 
町
五
ッ
 
遣
か
き
り
 
 
 

田
六
十
歩
 
 

米
壱
斗
 
 

い
け
の
く
ロ
 
水
田
 
下
 
 
 

田
四
十
歩
 
 
 
米
四
升
 
 

ゑ
ノ
迫
 
町
四
ツ
 
安
て
キ
 
下
 
又
上
二
町
一
ツ
市
 
出
入
ア
リ
 
 
 

田
小
 
 

米
弐
斗
 
 

田
島
壱
町
弐
段
凹
十
歩
 
 

以
上
 
 分

米
八
石
八
升
香
合
 
 

屋
敷
三
ケ
所
 
 
 

天
正
廿
年
 
 

二
月
五
日
 
 

御
子
内
侍
 
 

○
ね
ゝ
い
内
侍
給
地
打
渡
坪
付
 
 

（
前
閲
）
 
 

［
〓
〓
］
 
 

米
二
斗
五
升
 
 

米
壱
石
 
 

米
壱
石
二
斗
 
 

米
壱
石
 
 

米
一
石
三
斗
 
 

米
弐
斗
 
 
 

内
藤
 
 
 

与
三
右
術
門
判
 
 

同
 
人
 
 

同
 
給
 
 
 

助
二
郎
 
 

同
 
拾
 
 
 

太
郎
左
衛
門
 
 

同
 
給
 
 
 

勝
衛
門
 
 

（
同
 
給
）
 
 
 

同
 
人
 
 

同
 
給
 
 
 

同
 
人
 
 
 

波
根
小
七
郎
給
 
 
 

四
郎
兵
衛
 
 

羽
四
郎
 
 

鵬
暇
察
 
 

波
板
小
七
郎
絵
 
 
 

自
 
作
 
 
 

七
郎
左
術
門
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よ
こ
山
 
 
 

岳
壱
反
六
十
歩
 
 

同
 
所
 
 
 

屋
敷
九
十
歩
 
 

同
 
所
 
 
 

田
三
盲
歩
 
 

同
 
所
 
 
 

畠
小
 
 

中
ノ
坪
 
 
 

田
四
反
大
 
 

国
ツ
ま
ち
 
 
 

畳
敦
六
十
歩
 
 

同
 
所
 
 
 

畠
六
十
歩
 
 

同
 
所
 
 
 

畠
六
十
歩
 
 

第
二
節
 
中
 
 

同
 
所
 
 
 

田
三
十
歩
 
 

堂
 
免
 
 
 

田
壱
段
 
 

郷
地
か
い
ち
 
 
 

屋
敷
六
十
歩
 
 

天
正
廿
 
 
 

二
月
五
日
 
 

ね
ゝ
い
内
侍
 
 

〇
七
老
内
借
給
地
打
渡
坪
付
 
 
 

芸
州
阿
南
郡
熊
野
相
打
渡
 
 

巳
上
 
 
田
畠
壱
町
四
段
十
歩
 
 

分
米
八
石
六
升
 
 
 

屋
敷
三
ケ
所
 
 

代
十
六
文
 
 

代
十
六
文
 
 

肝
【
 
 

米
五
斗
 
 

代
三
十
□
文
 
 

米
三
石
二
斗
 
 

代
弐
百
廿
四
文
 
 

米
弐
升
 
 

米
六
斗
三
升
 
 

内
藤
 
 

与
三
右
街
門
尉
 
（
花
押
）
 
 

弘
九
郎
左
肺
門
絵
 
 
 

六
郎
衛
門
 
 

同
 
給
 
 
 

同
 
人
 
 

同
 
給
 
 
 

同
 
人
 
 

同
 
給
 
 
 

同
 
人
 
 

同
 
拾
 
 
 

四
郎
二
郎
 
 

同
 
給
 
 
 

与
太
郎
 
 

同
 
始
 
 
 

同
 
人
 
 

同
 
給
 
 
 

同
 
人
 
 

同
 
給
 
 
 

同
 
人
 
 

平
佐
七
郎
右
術
門
給
 
 
 

長
平
俺
 
 

坪
井
惣
右
折
門
給
 
 
 

三
郎
右
衝
門
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同
 
所
 
 
 

田
三
反
半
 
 

村
医
か
い
ち
 
 
 

田
壱
段
 
 

半
 
田
 
 
 

田
九
十
歩
 
 

同
 
所
 
 
 

田
大
 
 

せ
ん
か
う
ほ
う
 
 
 

田
大
米
 
 

う
わ
あ
は
ら
 
 
 

屋
敷
六
十
歩
 
 

（
酌
閣
）
 
 

と
ろ
 
［
 
 
 

田
壱
段
小
 
 

同
 
所
 
 
 

田
壱
反
半
 
 

こ
ふ
け
 
 
 

田
弐
段
小
 
 

同
 
所
 
 
 

田
壱
反
大
 
 

岡
 
所
 
 
 

田
大
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天
正
廿
 
 

二
月
五
日
 
 

七
老
内
侍
 
 

以
上
 
 

〇
六
老
内
侍
給
地
打
渡
坪
付
薬
 
 

田
島
壱
町
三
段
九
拾
歩
 
 

分
米
八
石
八
升
弐
合
 
 

屋
敷
三
ケ
所
 
 

米
二
石
四
斗
五
升
 
 

米
七
斗
 
 
 

米
壱
斗
五
升
 
 

米
四
斗
六
升
 
 

三
斗
五
升
 
 

米
九
斗
 
 

米
壱
石
 
 

米
壱
石
五
斗
 
 

米
壱
石
壱
斗
五
升
 
 

米
四
斗
六
升
 
 

内
藤
 
 
 

与
≡
右
衛
門
尉
 
（
花
押
）
 
 

新
併
発
給
 
 
 

藤
左
術
門
 
 

岡
 
絵
 
 
 

小
四
郎
 
 

福
原
孫
兵
衛
給
 
 
 

左
術
門
五
郎
 
 

同
 
給
 
 
 

九
郎
術
門
 
 

何
 
給
 
 
 

同
 
人
 
 
 

同
 
拾
 
 
 

同
 
人
 
 

内
藤
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鈴
 
 

音
蔵
。
。
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㌢
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源
四
郎
」
 
 

児
玉
但
馬
守
給
 
 
 

源
三
郎
 
 

同
 
給
 
 
 

太
郎
左
街
門
 
 

弘
九
郎
左
祇
門
給
 
 
 

左
街
門
三
郎
 
 

波
板
小
七
郎
給
 
 
 

六
郎
三
郎
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壱
段
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壱
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こ
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免
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小
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歩
 
 

い
く
ね
ん
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三
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半
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半
 
 

同
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十
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六
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原
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壱
段
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畠
弐
十
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畠
六
十
歩
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畠
三
十
歩
 
 

同
 
所
 
 
 

畠
九
十
歩
 
 

か
ら
原
 
 
 

屋
敷
六
十
歩
 
 

道
机
ノ
本
 
 
 

田
四
十
歩
 
 

∴
・
」
 
 
 

屋
敷
」
ハ
十
歩
 
 

同
 
所
 
 
 

田
六
十
歩
 
 

同
 
所
 
 
 

畠
大
十
歩
 
 

同
 
所
 
 
 

田
三
十
歩
 
 

第
二
節
 
中
 
 

米
八
升
 
 
 

代
二
十
四
文
 
 

米
三
升
 
 

世
 
 

米
三
升
 
 

米
六
斗
 
 
 

米
六
斗
五
升
 
 
 

米
弐
斗
壱
升
 
 
 

代
弐
百
五
十
文
 
 

米
三
斗
五
升
 
 
 

代
百
三
十
弐
文
 
 
 

代
六
文
 
 
 

米
六
升
 
 
 

代
目
文
 
 
 

代
三
文
 
 

代
拾
六
文
 
 

代
六
文
 
 
 

代
弐
十
四
文
 
 

同
 
給
 
 
 

七
郎
左
衛
門
 
 

同
 
給
 
 
 

九
郎
街
門
 
 

内
郷
市
助
光
給
 
 
 

治
 
郡
 
 

羽
仁
新
兵
衝
突
給
 
 
 

源
二
郎
 
 

内
藤
市
助
発
給
 
 
 

四
郎
左
衛
門
 
 

田
 
給
 
 
 

同
 
人
 
 

同
 
給
 
 
 

同
 
人
 
 

同
 
給
 
 
 

三
郎
兵
衛
 
 

同
 
給
 
 
 

同
 
人
 
 

同
 
給
 
 
治
 
部
 
 

同
 
給
 
 
 

麦
 
法
 
 

同
 
稔
 
 
 

彦
 
七
 
 

同
 
絵
 
 
 

四
郎
左
術
門
 
 

同
 
給
 
 
 

同
 
人
 
 

平
佐
七
右
党
給
 
 
 

作
人
無
之
 
 

内
藤
福
助
死
絵
 
 
 

彦
左
衛
門
 
 

同
 
給
 
 
 

同
 
人
 
 

国
 
籍
 
 
 

同
 
人
 
 

同
 
給
 
 
 

同
 
人
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六
老
内
侍
給
 
 

な
う
け
き
く
に
ん
 
 
 

ま
ず
、
御
子
内
侍
の
給
地
の
場
合
を
み
る
と
、
田
・
畠
・
屋
敷
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
ご
と
に
名
詩
の
作
人
が
明
記
さ
れ
、
そ
の
肩
に
内
 
 

は
－
こ
 
 

は
ね
 
 

き
ゆ
う
に
ん
 
 

侍
給
地
と
な
る
前
の
給
人
名
が
丹
念
に
注
記
さ
れ
て
い
る
。
先
給
人
は
児
玉
但
馬
守
・
平
佐
七
郎
右
衛
門
、
波
根
小
七
郎
・
羽
仁
 
 

あ
ぎ
 
 

新
兵
衛
の
四
人
、
そ
の
う
ち
の
平
佐
七
郎
右
衛
門
は
熊
野
代
官
で
、
字
堀
切
の
畠
≡
○
歩
（
作
人
三
郎
術
門
）
を
一
枚
の
み
給
せ
ら
れ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

さ
て
、
注
目
さ
れ
る
の
は
波
根
小
七
郎
で
、
彼
は
集
中
的
に
一
〇
枚
の
田
畠
、
屋
敷
を
給
付
さ
れ
て
お
り
、
作
人
左
衛
門
五
郎
の
 
 

屋
敷
二
四
〇
歩
・
田
二
反
一
二
〇
歩
、
作
人
次
郎
九
郎
の
屋
敷
三
〇
歩
・
望
一
七
〇
歩
・
畠
六
〇
歩
、
作
人
四
郎
兵
衛
の
田
六
〇
 
 

歩
、
作
人
七
郎
左
衛
門
の
田
一
二
〇
歩
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
見
せ
消
し
と
な
っ
て
自
作
分
三
か
所
と
居
屋
敷
が
存
在
す
 
 

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
波
根
小
七
郎
が
給
付
後
に
、
左
衛
門
五
郎
の
匿
敷
に
住
み
つ
い
て
田
二
反
三
〇
歩
を
自
作
し
た
こ
と
を
示
す
 
 

は
ば
あ
ざ
 
ら
し
い
。
馬
場
と
い
う
字
は
現
在
も
萩
原
に
あ
る
が
、
そ
こ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
打
渡
坪
付
給
付
の
一
か
月
余
を
経
た
天
正
二
十
年
 
 
 

同
 
所
 
 
 

鼻
大
 
 

同
 
所
 
 
 

畠
半
 
 

同
 
所
 
 
 

畠
半
 
 

水
／
木
ノ
本
 
 
 

昆
敷
六
十
歩
 
 

第
三
黄
 
古
代
・
中
世
 
 

度
数
三
ケ
所
 
 

天
正
廿
年
 
 

二
月
五
日
 
 

以
上
 
 田
島
壱
町
五
段
大
三
十
歩
 
 

分
米
八
石
八
升
七
合
 
 

代
弐
百
文
 
 
 

代
首
五
十
文
 
 

代
百
五
十
文
 
 

内
藤
 
 

在
 
 

与
三
石
街
門
尉
判
 
 

同
 
給
 
 
 

田
郎
左
衛
門
 
 

同
 
絵
 
 
 

治
 
部
 
 

内
 
描
 
 
 

自
 
作
 
 

同
 
拾
 
 
 

三
郎
兵
術
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ひ
と
ば
ら
い
ち
ょ
う
 
 

（
一
五
九
二
）
三
月
二
十
五
日
付
の
『
厳
島
野
坂
文
書
』
所
収
、
安
芸
国
安
南
郡
熊
野
村
厳
島
社
家
内
侍
領
人
掃
帳
に
よ
る
と
、
御
 
 

子
内
侍
給
他
に
は
源
三
郎
・
次
郎
九
郎
・
左
衛
門
五
郎
の
三
軒
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
打
渡
坪
付
と
一
致
す
る
わ
け
 
 

で
、
こ
の
こ
ろ
左
衛
門
五
郎
は
女
房
と
二
人
、
波
根
小
七
郎
と
共
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
二
四
〇
歩
の
屋
敷
地
は
源
三
郎
の
六
 
 

〇
歩
、
次
郎
九
郎
の
三
〇
歩
と
比
較
す
る
と
、
随
分
広
い
も
の
で
同
居
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
左
衛
門
五
郎
は
六
老
内
侍
給
地
内
の
 
 

ぢ
ぎ
む
ら
い
 
人
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
給
地
に
住
み
つ
く
地
侍
は
こ
の
よ
う
な
在
地
の
有
力
農
民
と
結
託
し
、
自
作
し
な
が
ら
給
地
の
経
営
に
当
 
 

′
・
・
 
福
原
孫
兵
衛
給
の
字
こ
ふ
け
に
も
田
二
反
一
二
〇
歩
の
作
人
と
し
て
名
を
連
ね
て
お
り
、
お
そ
ら
く
熊
野
村
で
も
有
力
な
農
民
の
一
 
 

た
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
波
根
小
七
郎
給
の
作
人
六
郎
三
郎
の
屋
敷
六
〇
歩
は
、
七
老
内
侍
給
地
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
内
侍
 
 

給
地
に
は
三
家
づ
つ
を
所
属
さ
せ
る
施
策
か
ら
生
じ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
施
策
は
す
で
に
従
前
か
ら
あ
っ
た
も
 
 

の
と
推
測
さ
れ
、
波
根
小
七
郎
の
よ
う
な
地
侍
層
は
給
地
の
な
か
に
家
も
三
軒
前
後
ほ
ほ
均
等
に
給
付
さ
れ
た
も
の
と
見
供
さ
れ
る
。
 
 

そ
の
月
的
は
、
平
時
の
場
合
に
は
地
侍
自
身
の
自
作
地
の
耕
作
や
夫
役
の
徴
発
の
た
め
、
戦
時
の
場
合
に
は
陣
夫
と
し
て
徴
発
す
る
 
 

た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
熊
野
の
地
侍
層
は
代
官
平
佐
氏
の
一
所
衆
と
で
も
称
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

そ
れ
か
ら
代
官
平
佐
七
郎
右
街
門
の
給
地
は
、
御
子
内
侍
分
に
畠
三
〇
歩
、
ね
1
い
内
侍
分
に
田
一
反
、
六
老
内
侍
分
に
田
四
〇
 
 

ち
ょ
う
ふ
も
う
り
も
ん
じ
よ
 
 

歩
と
、
三
枚
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
一
枚
づ
つ
分
散
し
て
い
る
の
は
、
『
長
府
毛
利
文
書
』
所
収
、
弘
治
四
年
（
一
五
五
 
 

ひ
ら
さ
な
り
さ
だ
 
 

八
）
十
二
月
二
十
六
日
付
、
平
佐
就
貞
宛
の
毛
利
隆
元
宛
行
状
に
み
え
る
と
こ
ろ
の
、
熊
野
村
内
賦
残
散
田
不
作
分
田
島
四
貫
八
〇
 
 

〇
目
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
分
に
相
当
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
六
老
内
侍
分
の
字
遣
祖
ノ
本
の
田
四
〇
歩
に
作
人
が
な
い
こ
と
、
 
 

ね
ゝ
い
内
侍
分
の
、
堂
免
の
田
一
反
が
長
平
席
と
な
っ
て
作
人
名
が
欠
け
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
御
子
内
侍
分
の
打
渡
坪
付
に
つ
い
て
気
付
く
点
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
田
に
麦
を
播
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
畠
に
注
記
 
 

が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
明
ら
か
に
二
毛
作
で
あ
る
。
一
六
枚
の
田
の
う
ち
八
枚
に
植
付
け
ら
れ
て
お
り
、
面
積
で
み
る
と
、
 
 

第
二
節
 
中
 
 
 
世
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第
三
章
 
古
代
・
中
世
 
 

＝
叫
一
反
一
六
〇
歩
の
う
ち
、
六
反
六
五
歩
を
占
め
約
五
〇
％
強
の
作
付
率
で
あ
る
。
つ
ぎ
は
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
作
人
二
郎
兵
 
 

衛
の
畠
九
十
歩
に
は
桑
と
柿
が
植
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
桑
が
植
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
察
し
て
、
わ
ず
か
で
は
あ
ろ
 
 

ぅ
が
養
蚕
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
ね
1
い
内
俸
給
地
の
場
合
は
前
欠
の
た
め
全
体
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
い
け
れ
ど
も
、
七
老
内
侍
給
地
の
場
合
に
は
、
大
 
 

ひ
ろ
な
か
 
部
分
が
弘
九
郎
左
街
門
の
給
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
弘
と
は
弘
中
で
あ
ろ
う
C
つ
ぎ
竺
ハ
老
内
侍
給
他
の
場
合
に
 
 

は
合
計
田
良
一
町
五
反
余
の
う
ち
、
そ
の
半
分
近
く
が
福
原
孫
兵
衛
の
給
地
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
 
 

内
藤
市
助
の
給
地
で
あ
る
。
市
助
は
一
九
枚
の
田
畠
を
給
付
さ
れ
て
は
い
る
が
、
田
は
三
枚
の
み
で
畠
は
十
六
放
と
断
然
多
く
、
そ
 
 

の
う
え
一
反
に
も
満
た
な
い
小
規
模
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
彼
は
畠
一
八
〇
歩
を
自
作
し
て
い
る
の
で
、
波
板
小
七
郎
と
同
様
に
 
 

村
内
に
居
住
す
る
地
侍
と
見
倣
さ
れ
る
が
、
小
七
郎
に
較
べ
る
と
処
遇
の
差
も
大
き
い
の
で
、
毛
利
氏
家
臣
団
の
う
ち
で
も
一
層
身
 
 

分
あ
る
い
ほ
地
位
の
低
い
存
在
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
支
給
さ
れ
た
家
三
軒
も
小
規
模
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
 
 

こ
と
も
注
目
し
て
よ
い
。
 
 

あ
ぎ
 
 
 

そ
れ
か
ら
給
人
の
う
ち
、
字
「
と
ろ
〔
」
で
田
三
反
足
ら
ず
を
支
給
さ
れ
て
い
る
新
助
と
い
う
暑
が
注
目
さ
れ
る
。
彼
は
苗
字
が
 
 

な
い
。
こ
の
よ
う
な
苗
字
を
も
た
な
い
者
は
一
般
に
中
間
か
小
者
と
称
さ
れ
る
最
下
級
の
家
臣
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

以
上
、
毛
利
氏
の
公
領
と
な
っ
た
熊
野
村
は
代
官
が
設
置
さ
れ
、
平
佐
七
郎
右
衛
門
尉
父
子
が
三
十
数
年
の
長
期
間
に
わ
た
り
管
 
 

こ
だ
ま
た
 
理
運
営
正
当
た
り
、
村
内
に
は
譜
代
福
原
氏
の
一
族
で
あ
る
福
原
孫
兵
衛
や
元
就
の
近
習
か
ら
重
用
さ
れ
た
児
玉
竺
族
の
児
玉
但
 
 

じ
ま
の
カ
l
み
な
り
ち
か
 
 

馬
守
就
近
ら
も
給
地
を
も
っ
て
い
た
が
、
村
内
に
居
住
し
て
半
士
半
州
冒
地
侍
層
の
下
級
家
臣
団
を
構
成
し
た
波
板
小
七
郎
・
内
 
 

藤
市
助
、
小
者
ら
し
い
新
助
な
ど
ま
で
含
む
と
こ
ろ
の
、
実
に
多
数
か
つ
多
様
な
着
た
ち
に
、
田
畠
一
枚
ご
と
に
作
人
屋
敷
を
加
え
 
 

て
細
分
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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に
細
分
給
付
し
て
い
た
知
行
地
を
と
り
あ
げ
て
割
き
与
え
た
の
で
あ
る
D
そ
の
給
付
時
期
は
、
『
野
坂
文
書
』
所
収
の
天
正
十
五
年
 
 

な
よ
せ
つ
ば
つ
け
 
（
一
五
八
七
）
九
月
晦
日
付
の
、
安
芸
国
安
南
部
熊
野
村
厳
島
社
領
名
寄
坪
付
が
早
い
例
で
、
御
子
内
侍
・
ね
1
い
内
侍
・
七
老
内
 
 

侍
二
ハ
老
内
侍
ら
に
与
え
ら
れ
た
打
渡
坪
付
が
天
正
二
十
年
（
一
五
九
二
）
二
月
五
日
付
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
お
よ
そ
天
正
 
 

年
間
の
末
竺
括
し
て
給
付
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
ェ
う
ど
毛
利
氏
の
惣
国
検
地
と
重
な
る
。
 
 

ぶ
ん
番
い
 
打
渡
坪
付
に
よ
る
と
、
内
侍
の
場
合
の
給
地
は
、
御
子
内
侍
は
分
米
八
石
八
升
一
合
、
ね
1
い
内
侍
は
分
米
八
石
六
升
、
七
老
内
 
 

侍
は
分
米
八
石
八
升
二
合
、
六
老
内
侍
は
分
光
八
石
八
升
七
合
で
あ
る
か
ら
、
各
人
平
均
し
て
分
米
八
石
八
升
前
後
の
収
入
を
算
定
 
 

基
準
と
し
た
田
島
の
給
付
で
あ
っ
た
。
ま
た
社
家
飯
田
宮
内
の
場
合
の
給
地
は
、
安
南
郡
熊
野
郷
内
に
て
二
三
石
八
斗
妄
四
合
、
 
 

佐
西
郡
平
良
荘
に
て
三
石
八
斗
五
升
、
佐
西
郡
友
田
郷
に
て
六
石
一
斗
五
升
二
合
、
合
計
三
三
石
八
斗
妄
六
合
分
の
分
米
分
の
田
 
 

島
給
付
で
、
熊
野
が
中
心
で
あ
っ
た
。
『
野
坂
文
書
』
所
収
、
天
正
十
八
年
（
三
九
〇
）
十
月
三
日
付
の
厳
島
社
社
家
飯
田
宮
内
給
 
 

地
打
渡
坪
付
に
は
、
 
 

茶
未
払
 
 

田
四
畝
 
 

い
の
き
か
い
ち
 
 

田
壱
段
三
前
 
 

と
も
の
ふ
 
 

田
壱
段
九
畝
 
 

か
ゎ
す
ミ
 
 

田
拾
歩
 
 

か
わ
す
ミ
 
 

田
壱
反
 
 

か
う
ち
垣
内
 
 

中
屋
敷
三
敵
 
 

第
二
節
 
ヰ
 
 

熊
野
の
厳
島
社
謂
 
 

し
や
け
ぐ
そ
，
な
い
じ
 
毛
利
氏
が
厳
島
神
社
の
社
家
・
供
僧
・
内
借
の
給
地
を
、
熊
野
に
お
い
て
与
え
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
 
 

あ
る
。
す
で
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
現
存
す
る
打
渡
坪
付
を
み
る
と
、
そ
の
大
部
分
は
厳
島
合
戦
後
に
家
臣
達
 
 

米
五
斗
 
 
 

米
壱
石
三
斗
 
 

莱
弐
石
一
斗
 
 

米
三
升
 
 

米
壱
石
≡
斗
 
 
 

代
二
宮
十
文
 
 

世
 
 

か
わ
す
ミ
ノ
 
 
 

二
郎
右
術
門
 
 

お
と
う
ま
る
 
 
 

弥
三
郎
 
 

同
 
人
 
 

岡
／
 
 
 礎

石
衛
門
 
 

こ
う
ち
ノ
 
 
 

三
郎
右
衛
門
 
 

同
 
人
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と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
が
、
前
掲
の
内
侍
分
の
打
渡
坪
付
と
較
べ
る
と
、
ま
ず
先
給
人
名
が
記
さ
れ
て
い
 
 

な
い
こ
と
に
気
付
く
ご
」
れ
ほ
省
略
し
た
か
、
あ
る
い
は
田
島
一
枚
ご
と
に
給
主
が
入
組
ん
だ
と
こ
ろ
で
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
D
そ
 
 

せ
 
れ
か
ら
田
積
表
示
に
「
畝
」
を
使
用
し
て
い
る
か
ら
、
三
六
〇
空
段
制
で
な
く
、
三
〇
〇
空
段
制
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
 
 

た
い
こ
う
け
ん
ち
そ
う
こ
く
け
ん
ち
け
ん
ち
ぎ
お
 
太
閤
検
地
の
方
針
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
惣
国
検
地
に
お
い
て
は
検
地
竿
も
不
統
一
の
ま
ま
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 

ぷ
ん
せ
ん
 
ま
た
内
侍
分
で
は
屋
敷
に
分
米
分
銭
蓑
示
を
し
て
い
な
い
が
、
社
家
分
で
は
分
銭
表
示
を
し
て
い
る
D
こ
の
よ
う
に
検
地
年
時
が
異
 
 

ぅ
ち
わ
た
し
っ
ば
つ
け
 
 

な
れ
ば
、
熊
野
盆
地
内
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
統
一
な
体
裁
の
ま
ま
で
打
渡
坪
付
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
注
意
を
ひ
 
 

あ
ぎ
 
 

く
の
は
、
字
に
「
か
わ
す
ミ
」
が
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
川
角
の
こ
と
で
、
野
間
領
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
熊
野
郷
（
村
）
に
復
 
 

帰
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 
 

ひ
と
げ
ち
い
ち
上
う
 
さ
て
、
熊
野
の
厳
島
社
領
に
つ
い
て
は
、
天
正
二
十
年
（
1
五
九
二
）
の
人
掃
帳
が
残
っ
て
い
る
。
人
掃
と
は
豊
臣
政
棒
が
天
正
 
 

十
九
年
（
t
五
九
一
）
に
全
国
一
斉
に
戸
口
調
査
を
命
じ
た
も
の
で
、
毛
利
氏
も
そ
れ
に
応
じ
て
領
国
内
に
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
そ
 
 

じ
ん
ぶ
ヤ
く
 
の
目
的
は
朝
鮮
望
ハ
に
そ
な
え
、
陣
夫
役
そ
の
他
の
徴
発
の
基
讐
口
帳
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
『
厳
島
野
坂
文
書
』
所
収
、
天
正
 
 

ひ
と
げ
ら
い
ち
よ
う
 
二
十
年
三
月
二
十
五
日
付
、
熊
野
村
社
家
内
侍
領
人
掃
帳
に
よ
る
と
、
社
家
二
人
・
内
侍
一
七
人
分
そ
れ
ぞ
れ
に
所
属
す
る
家
数
 
 

ぉ
よ
び
家
長
と
そ
の
家
族
人
数
を
列
記
し
て
い
る
。
い
ま
御
子
内
侍
・
ね
1
い
内
侍
・
千
代
松
内
侍
・
社
家
田
右
兵
衛
の
給
付
分
の
 
 

み
摘
出
し
て
み
る
。
 
 

御
子
内
侍
給
 
 
 

第
三
筆
 
舌
代
・
中
世
 
 

ほ
り
た
遣
挟
 
 
 

田
七
畝
 
 

米
八
斗
 
 

こ
も
ぞ
う
 
 
 

中
屋
敷
三
畝
 
代
二
百
十
文
 
 

同
所
謹
挟
殴
敷
踊
 
 
 

畠
七
畝
 
 

代
二
百
文
 
 

せ
ん
か
う
の
 
 
 

七
郎
左
衛
門
 
 

こ
も
ぞ
う
 
 
 

助
兵
衛
 
 

同
 
人
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年
六
十
年
 
 

家
一
間
 
 
太
郎
右
衛
門
並
二
女
房
 
合
弐
人
 
 

第
二
節
 
中
 
 
 
世
 
 

田
右
兵
衛
給
 
 

家
一
間
 
 
太
郎
左
術
門
 
う
は
 
 
 

家
一
間
 
 
五
郎
街
門
並
二
女
房
 
 

年
六
十
四
五
 
 

家
一
間
 
 
太
郎
左
衛
門
並
二
女
房
 
 

年
六
十
年
 
 

家
一
間
 
 
三
郎
兵
へ
 
但
壱
人
 
 

千
代
松
内
侍
給
 
 

家
一
間
 
 
太
郎
左
衛
門
並
二
女
房
 
 

家
一
間
 
 
西
惣
兵
屋
敷
 
鍛
冶
法
 
 

さ
ん
し
 
 

家
一
間
 
 
与
三
左
街
門
並
女
房
 
 
 

ね
ゝ
い
内
侍
給
 
 

家
一
間
 
 
三
郎
右
衛
門
並
二
女
房
 
源
三
郎
並
二
女
房
 
合
四
人
 
 

家
一
間
 
 
四
郎
二
郎
並
二
女
房
 
合
弐
人
 
 

家
一
間
 
 
七
郎
左
桁
門
並
二
女
一
席
 
彦
二
郎
 
合
三
人
 
 

家
一
間
 
 
源
≡
郎
並
二
女
房
 
合
弐
人
 
 

家
一
間
 
 
次
郎
九
郎
並
二
女
房
 
合
弐
人
 
 

家
一
間
 
 
左
衛
門
五
郎
並
二
女
房
 
合
弐
人
 
 

二
郎
太
郎
正
二
女
房
 
 

才
二
郎
 
女
房
女
子
 
 
 

合
弐
人
 
 

弥
三
郎
 
合
三
人
 
 
 

元
お
や
 
合
三
人
 
 

女
子
 
合
三
人
 
 

弟
 
合
五
人
 
 

合
五
人
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第
三
章
 
古
代
・
中
世
 
 

家
一
間
 
 
二
郎
四
郎
並
二
女
房
 
合
弐
人
 
 

家
一
間
 
 
彦
九
郎
並
二
女
房
 
合
弐
人
 
 

家
一
間
 
 
太
郎
二
郎
 
弟
 
母
共
二
 
合
三
人
 
 

家
一
間
 
 
二
郎
兵
へ
並
二
女
房
 
彦
三
郎
 
合
三
人
 
 

あ
き
家
一
間
 
 
源
二
郎
あ
と
 
 

ひ
と
ば
ら
い
ち
よ
う
た
な
も
り
ど
の
み
う
ら
ど
の
 
 

同
日
付
の
人
掃
帳
は
棚
守
殿
御
内
三
浦
殿
宛
提
出
の
も
の
と
、
三
宅
利
右
衡
門
殿
宛
の
も
の
と
の
二
通
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
合
 
 

せ
て
社
家
二
人
・
内
侍
一
七
人
分
と
い
う
数
は
、
熊
野
村
内
に
て
給
地
さ
れ
た
老
の
大
部
分
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
、
か
れ
ら
に
給
 
 

付
さ
れ
た
家
数
の
合
計
は
七
〇
軒
（
空
家
を
含
む
）
、
人
口
一
八
三
名
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
家
は
前
掲
の
御
子
内
侍
給
・
七
老
内
侍
 
 

給
の
打
渡
坪
付
と
照
合
し
て
み
る
と
、
屋
敷
持
ち
の
作
人
名
と
一
致
し
、
い
ず
れ
も
三
軒
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
 
 

ぶ
ん
ま
い
 
 

る
が
、
内
侍
一
七
人
の
給
地
は
ほ
ぼ
均
等
で
、
一
人
当
り
分
米
八
石
八
斗
前
後
を
算
定
基
準
と
し
た
田
島
の
支
給
で
あ
る
。
給
家
の
 
 

場
合
も
全
く
均
等
で
、
一
人
当
た
り
三
軒
ず
つ
の
支
給
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
登
載
さ
れ
た
人
に
つ
い
て
、
人
掃
帳
は
「
上
ハ
七
八
十
歳
を
限
、
下
ハ
三
つ
子
を
限
付
取
申
候
此
外
は
落
任
侠
ハ
ハ
、
黍
 
 

き
く
－
こ
ん
 
も
両
大
明
神
可
蒙
罷
御
岳
廠
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
全
員
正
確
に
登
載
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
登
載
さ
れ
た
家
は
作
人
の
家
 
 

げ
に
ん
 
 

に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
下
人
以
下
の
家
を
含
む
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
厳
島
社
領
は
熊
野
村
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
村
 
 

全
体
の
戸
数
や
人
口
を
あ
ら
わ
し
て
は
い
な
い
。
毛
利
氏
の
領
国
で
は
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
か
ら
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
 
 

に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
惣
国
検
地
の
後
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
か
ら
慶
長
五
年
（
t
六
〇
〇
）
に
か
け
て
も
領
国
内
全
域
に
検
地
が
 
 

断
行
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
慶
長
検
地
で
、
こ
の
と
き
に
は
石
高
割
に
切
替
え
ら
れ
て
お
り
、
『
野
坂
文
書
』
所
収
、
慶
長
五
年
 
 

た
か
つ
じ
お
年
見
た
か
つ
じ
も
の
な
り
お
ぼ
ぇ
 
（
一
六
〇
〇
）
十
二
月
十
九
日
付
の
厳
島
社
領
高
辻
覚
、
お
よ
び
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
五
月
九
日
付
の
厳
島
社
領
高
辻
物
成
覚
に
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な
な
．
も
の
な
り
 
 

ょ
る
と
、
鯖
野
村
に
お
け
る
厳
島
社
領
の
結
石
高
は
五
四
八
石
六
斗
八
升
で
、
七
ツ
物
成
に
し
て
年
貢
は
三
八
四
石
七
升
六
合
で
あ
 
 

お
ん
ち
ぎ
よ
う
ち
よ
う
 

む
ら
だ
か
 
 

げ
ん
な
 
 

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
元
利
五
年
（
〓
ハ
一
九
）
の
安
芸
図
御
知
行
帳
に
よ
れ
ば
、
熊
野
村
の
村
高
は
二
七
〇
四
石
五
升
で
あ
る
 
 

か
ら
、
村
内
に
お
い
て
厳
島
社
領
が
占
め
る
割
合
は
村
全
体
の
お
よ
そ
七
分
の
一
弱
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
 
 

お
い
て
人
掃
帳
を
分
析
検
討
し
て
み
る
。
 
 
 

ま
ず
気
付
く
こ
と
は
家
族
全
員
の
名
、
性
別
、
年
齢
を
登
載
し
て
い
な
い
。
家
長
の
場
合
は
男
性
名
を
記
し
て
い
る
が
、
男
性
の
 
 

場
合
で
も
「
男
子
」
・
「
弟
」
と
の
み
記
す
こ
と
が
多
く
、
な
か
に
は
 
「
男
子
一
人
年
九
つ
」
・
「
男
子
一
人
年
十
六
」
と
明
記
し
 
 

て
い
る
。
こ
れ
は
未
成
年
の
男
性
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
家
長
と
し
て
男
性
名
を
記
載
し
て
い
る
場
合
で
 
 

も
、
そ
の
右
肩
に
「
年
六
十
」
・
「
年
六
十
計
」
と
い
う
よ
う
に
注
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
六
十
歳
以
上
の
老
人
で
あ
る
こ
と
を
示
 
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
性
の
場
合
は
す
べ
て
「
女
房
」
・
「
う
ば
」
・
「
下
女
」
・
「
娘
」
・
「
女
子
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
、
 
 

表3－2【1  

区  分  
第
二
節
 
中
 
 

男性名1人の家  

男性名2人の家  

老人1人、男性名1人の家  

老人男性1人の家  
後家の家  
空  家  世   

名
も
年
齢
も
記
さ
な
い
。
そ
う
す
る
と
名
を
記
さ
れ
た
男
性
は
二
十
一
歳
以
上
六
〇
歳
末
満
で
 
 

ふ
や
く
 
 

あ
る
と
推
定
さ
れ
、
陣
夫
役
そ
の
他
の
夫
役
に
散
発
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
成
年
男
子
と
い
 
 

う
こ
と
に
な
る
。
い
ま
、
男
性
名
の
有
無
を
基
準
に
し
て
整
理
分
析
し
て
み
る
と
、
労
役
散
発
 
 

可
能
の
人
名
が
一
人
の
家
は
三
九
プ
ラ
ス
一
で
四
〇
肝
と
な
り
、
同
二
人
の
家
が
一
五
軒
と
な
 
 

り
、
合
計
五
五
軒
、
七
〇
軒
中
五
五
軒
で
、
お
よ
そ
八
割
弱
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
老
人
男
性
一
 
 

人
の
み
の
家
が
八
軒
、
後
家
の
家
が
二
軒
、
空
家
五
軒
、
合
計
一
五
軒
が
成
年
男
子
の
い
な
い
 
 

家
で
あ
っ
て
、
成
年
男
子
二
人
の
家
数
一
五
軒
と
符
合
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
 
 

成
年
男
子
の
い
な
い
家
の
分
を
成
年
男
子
二
人
の
家
が
補
麗
し
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
結
果
 
 

と
し
て
は
七
〇
軒
に
成
年
男
子
は
七
〇
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
軒
成
年
男
子
一
人
の
原
則
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が
二
二
軒
あ
り
、
四
人
家
族
一
二
軒
中
、
夫
婦
二
組
の
み
四
人
の
家
庭
が
半
数
の
六
軒
を
占
め
る
。
要
す
る
に
、
七
〇
軒
の
う
ち
で
 
 

子
供
の
い
な
い
家
が
約
四
割
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
現
実
に
は
考
え
ら
れ
な
い
現
象
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
参
考
ま
で
に
、
三
 
 

人
家
族
一
七
軒
中
、
夫
婦
と
子
供
一
人
の
家
庭
が
一
五
軒
あ
り
、
子
供
が
あ
っ
て
も
一
人
っ
子
な
の
で
あ
る
。
夫
婦
生
活
を
営
む
者
 
 

が
五
九
組
一
一
八
人
あ
り
、
そ
の
う
ち
夫
が
六
〇
歳
以
上
の
家
庭
は
僅
か
竺
二
組
に
過
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
供
の
数
が
極
 
 

端
に
少
な
い
と
い
う
不
自
然
さ
は
納
得
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
掃
帳
へ
の
登
載
を
省
略
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
人
掃
帳
に
登
載
さ
れ
た
作
人
層
の
家
と
そ
の
家
族
は
、
当
時
の
実
態
か
ら
相
当
か
け
離
れ
た
も
の
で
 
 

あ
り
、
こ
の
記
載
内
容
を
用
い
て
、
一
六
世
紀
後
半
ご
ろ
の
作
人
層
の
家
族
構
成
を
論
ず
る
こ
と
は
差
控
え
て
お
い
た
方
が
よ
か
ろ
 
 

ち
ノ
0
 
 
 

蓑3－2→2  

第
三
車
 
台
代
・
中
世
 
 

蓑3－2－3  

夫  婦  2人   22軒   

夫 婦 2 組  4人  6   

子 1人   15  

夫婦2人と子        子 2人   3  

子 3人以上   0   

夫婦 2 組 4 人 と 子   2   

が
守
ら
れ
て
、
人
掃
帳
は
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 
 

る
。
成
年
男
子
の
数
が
実
態
を
示
し
て
い
る
と
は
考
え
 
 

ら
れ
な
い
。
 
 
 

つ
ぎ
に
一
軒
に
同
居
す
る
人
数
を
整
理
し
て
み
る
 
 

と
、
二
人
だ
け
住
ん
で
い
る
家
が
三
一
軒
と
突
出
し
て
 
 

多
く
、
四
四
％
を
占
め
、
次
位
の
三
人
同
居
は
一
七
軒
 
 

で
、
首
位
の
半
分
程
度
の
二
四
％
に
す
ぎ
な
い
。
家
族
 
 

の
人
数
が
二
人
な
い
し
二
大
の
小
人
数
家
庭
が
実
に
七
 
 

割
近
く
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

な
空
一
人
家
族
三
一
軒
中
、
夫
婦
二
人
の
み
の
家
庭
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さ
ん
し
 
 

最
後
に
散
便
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
前
掲
の
人
掃
帳
の
、
千
代
松
内
侍
給
の
う
ち
に
与
≡
左
衛
門
の
名
が
み
え
る
。
彼
の
 
 

右
肩
に
「
さ
ん
し
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
散
便
の
こ
と
で
、
年
貢
の
徴
収
や
夫
役
の
割
当
拠
出
を
担
当
す
る
村
役
人
で
あ
 
 

る
。
 
 

第
二
節
 
中
 
 

世
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