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�［
要
旨
］
南
北
朝
時
代
は
約
六
〇
年
と
い
う
短
期
間
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
中
を
南
北
両
朝

間
の
争
い
の
渦
に
巻
き
込
み
、
ひ
い
て
は
室
町
幕
府
を
率
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
有
力
武

士
を
生
み
出
し
た
時
代
に
当
た
る
。
だ
が
、
彼
ら
有
力
武
士
が
表
舞
台
で
活
躍
す
る
裏
側

に
は
、彼
ら
を
支
え
た
武
士
た
ち
が
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。本
稿
で
は
、

有
力
武
士
の
下
に
就
き
、
本
領
地
で
の
活
動
を
主
と
し
た
武
士
を
地
方
武
士
と
呼
び
、
注

目
さ
れ
る
機
会
の
少
な
い
彼
ら
の
実
体
を
、
播
磨
武
士
に
よ
る
合
戦
で
の
功
績
と
、
そ
の

功
績
に
対
す
る
処
遇
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
行
う
。

　
　
　

�　

武
家
社
会
で
最
も
重
視
さ
れ
た
の
は
、
家
臣
が
主
人
に
忠
義
を
尽
く
す
「
奉
公
」
と
、

そ
の
「
奉
公
」
に
対
す
る
見
返
り
と
し
て
主
人
が
家
臣
に
与
え
る
「
御
恩
」
の
関
係
を
築

い
た
主
従
関
係
制
度
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
当
制
度
の
遵
守
に
よ
っ
て
、
家
臣
は
所
領

や
地
位
の
保
護
を
、
主
人
は
安
定
的
な
労
働
力
や
収
入
の
維
持
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　
　
　

�　

そ
の
た
め
、
祇
園
社
と
広
峯
家
の
相
論
に
見
え
る
よ
う
に
、
仲
介
人
が
い
な
く
と
も
本

領
維
持
が
可
能
な
状
況
で
あ
る
場
合
は
あ
え
て
主
人
を
仰
ぐ
必
要
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

安
積
家
の
事
例
か
ら
、
戦
況
に
応
じ
て
家
臣
が
主
人
を
選
び
、
本
領
維
持
に
努
め
る
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

�　

ま
た
、
越
前
島
津
家
の
七
代
忠
兼
は
、
摂
津
・
播
磨
両
国
内
で
行
わ
れ
た
「
丹
生
寺
合
戦
」

へ
の
参
戦
を
通
し
て
自
家
の
格
を
あ
げ
、
播
磨
武
士
の
中
で
も
一
際
注
目
を
集
め
る
人
物

へ
と
成
長
し
た
。そ
し
て
、数
々
の
合
戦
に
参
戦
す
る
こ
と
で
恩
賞
地
を
賜
っ
た
。し
か
し
、

賜
っ
た
恩
賞
地
の
多
く
は
、
様
々
な
妨
害
に
よ
っ
て
支
配
が
儘
な
ら
ず
、
時
に
は
派
遣
し

清
　
水
　
優
　
果

　
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
地
方
武
士
の
動
向
と
そ
の
待
遇

　
　
　
　
　
―
―
播
磨
国
を
通
し
て
―
―

た
人
物
が
殺
害
さ
れ
る
な
ど
、結
果
的
に
恩
賞
支
給
に
よ
っ
て
不
利
益
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

�　

し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
本
領
維
持
と
新
た
な
所
領
確
保
と
い
う
目
的
を
達
す
る
た
め
、

主
人
を
信
頼
し
続
け
る
限
り
「
御
恩
」
を
求
め
て
「
奉
公
」
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
［
キ
ー
ワ
ー
ド
］
武
家
社
会
、
主
従
関
係
、
本
領
維
持
、
恩
賞
、
播
磨
武
士

　
　
　

は
じ
め
に

　

南
北
朝
時
代
の
研
究
に
お
い
て
は
、
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
の
後
醍
醐
天
皇
に

よ
る
鎌
倉
幕
府
討
幕
計
画
の
露
呈
に
始
ま
っ
た
元
弘
の
乱
か
ら
、
足
利
幕
府
三
代
将

軍
足
利
義
満
に
よ
っ
て
南
北
両
朝
の
合
体
が
な
さ
れ
た
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
ま

で
の
、
約
六
十
年
の
期
間
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
、
後
の
室
町
幕
府

を
開
く
こ
と
に
な
る
足
利
尊
氏
が
、
元
弘
の
乱
で
そ
の
頭
角
を
現
し
た
た
め
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
約
六
十
年
と
い
う
短
期
間
に
も
関
わ
ら
ず
、
南
北
両
朝
間
の
争
い
は

日
本
中
を
動
乱
の
渦
に
巻
き
込
み
、
そ
の
結
果
、
後
に
室
町
幕
府
を
支
え
る
こ
と
に

な
る
有
力
武
士（

１
）を

出
現
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中
で
も
、
度
々
動
乱
の
中
心
に
置
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か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
地
域
の
一
つ
で
あ
る
播
磨
国
で
は
、
播
磨
守
護
と
し
て
権

力
を
拡
大
し
た
赤
松
円
心
（
則
村
と
も
。
以
下
円
心
で
統
一
）
の
存
在
に
注
目
が
集

ま
り
、
盛
ん
に
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、当
時
の
武
家
社
会
に
は
有
力
武
士
だ
け
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
も
な
く
、

有
力
武
士
指
導
の
下
、
戦
乱
に
臨
ん
だ
武
士
が
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
む

し
ろ
、
彼
ら
の
活
動
に
基
づ
い
て
、
有
力
武
士
た
ち
の
躍
進
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
も

良
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
円
心
の
下
で
活
動
し
た
で
あ
ろ
う
武
士
を
取
り
扱
っ
た
研
究

は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
く
、
そ
の
内
容
も
彼
ら
の
戦
場
に
お
け
る
動
向
が
述
べ
ら
れ

る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
実
体
を
考
察
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
有
力
武
士
の
下
、
本
領
地
を
中
心
に
活
動
し
た
武
士
を
「
地

方
武
士
」
と
呼
び
、
そ
の
中
で
も
南
北
朝
時
代
に
地
頭
や
下
司
・
公
文
等
の
所
職
を

得
て
一
族
や
先
祖
代
々
の
土
地
を
受
け
継
ぐ
な
ど
、
一
族
の
中
で
も
惣
領
的
立
場
に

あ
っ
た
播
磨
の
地
方
武
士
を
以
下
、「
播
磨
武
士
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、

本
稿
で
地
方
武
士
を
指
す
場
合
、
国
も
し
く
は
地
域
の
名
称
を
付
け
て
表
現
す
る
。

そ
の
上
で
、
地
方
武
士
同
士
間
で
の
比
較
検
討
を
行
い
、
地
方
武
士
の
実
体
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
地
方
武
士
自
身
が
合
戦
で
の

軍
功
を
記
し
た
軍
忠
状
を
中
心
に
活
用
し
、地
方
武
士
が
合
戦
に
参
戦
す
る
目
的
と
、

地
方
武
士
の
参
戦
に
対
す
る
恩
賞
給
付
の
面
か
ら
地
方
武
士
の
実
体
を
考
察
し
て
い

く
。
な
お
、
本
稿
は
南
北
朝
時
代
の
地
方
武
士
を
主
題
と
し
て
い
る
た
め
、
地
方
武

士
の
活
動
が
本
格
的
に
見
え
る
、
護
良
親
王
が
鎌
倉
幕
府
討
幕
を
目
指
し
て
挙
兵
し

た
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
の
「
元
弘
の
乱
」
か
ら
、
尊
氏
と
直
義
の
間
で
勃
発
し

た
観
応
の
擾
乱
が
終
息
し
、
南
北
両
朝
の
激
し
い
争
い
が
見
ら
れ
な
く
な
る
文
和
年

間
（
一
三
五
五
年
頃
）
ま
で
を
研
究
対
象
と
す
る
。

　
　
　

第
一
章　

南
北
朝
時
代
の
武
家
社
会

　

そ
も
そ
も
武
士
と
は
、
平
安
時
代
末
期
頃
よ
り
登
場
し
、
鎌
倉
時
代
に
は
社
会
の

頂
点
に
君
臨
す
る
ほ
ど
大
成
長
を
遂
げ
た
身
分
に
当
た
る
者
を
指
す
。
初
の
武
家
政

権
を
確
立
し
た
鎌
倉
幕
府
政
権
に
よ
っ
て
武
家
制
度
や
規
則
が
定
め
ら
れ
、
武
家
社

会
の
基
盤
が
作
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
に
定
め
ら
れ
た
武
家
制
度
や
規
則
が
、

南
北
朝
時
代
の
武
家
社
会
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
南
北
朝
時

代
の
武
士
に
と
っ
て
、「
御
恩
」
と
「
奉
公
」
で
結
ば
れ
た
主
従
関
係
は
、
重
要
な

武
家
社
会
制
度
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
改
め
て
「
御
恩
」
と
「
奉
公
」
の
主

従
関
係
制
度
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
「
奉
公
」
と
は
、
家
臣
が
直
接
の
主
人
に
対
し
て
忠
義
を
示
す
行
動
を
指
し
、
戦

時
下
で
の
合
戦
へ
の
参
戦
や
、
平
時
に
お
け
る
御
家
人
役
の
遂
行
な
ど
が
そ
の
行
為

に
当
た
る
。「
奉
公
」
の
証
拠
と
し
て
機
能
し
た
文
書
に
「
軍
忠
状
」
が
あ
る
。
軍

忠
状
と
は
、合
戦
で
果
た
し
た
自
身
の
軍
忠
を
上
の
者
に
認
定
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、

他
日
の
論
功
行
賞
で
、
自
己
に
有
利
な
証
拠
書
類
と
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
文
書

で
あ
る
。
そ
の
た
め
軍
忠
状
に
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
、
ど
の
合
戦
に
参
戦
し
、

ど
の
よ
う
な
貢
献
を
果
た
し
た
の
か
を
明
確
か
つ
具
体
的
に
記
す
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
証
拠
と
し
て
首
・
分
捕
品
等
の
提
出
や
証
人
の
存
在
を
記
す
こ
と
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
身
及
び
一
族
や
家
臣
の
負
傷
や
戦
死
等
を
証
拠
と
し
て
申

請
す
る
こ
と
も
是
と
さ
れ
て
い
た
。

　

だ
が
、
軍
忠
申
請
に
お
い
て
一
番
重
要
な
こ
と
は
、
合
戦
が
終
わ
り
次
第
、
直
ち

に
合
戦
時
の
大
将
や
奉
行
に
軍
忠
状
を
提
出
し
、
申
請
し
た
軍
忠
の
認
知
を
得
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
軍
忠
状
を
提
出
し
、
そ
の
軍
功
が
認
知
さ
れ
た
段

階
で
「
恩
賞
」
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
し
か
し
、
南
北
朝
時
代
は
戦
乱
が
次
か
ら
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次
へ
と
勃
発
し
、「
恩
賞
」
の
支
給
は
後
日
と
な
る
場
合
が
大
半
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
後
日
軍
忠
を
申
請
し
た
時
に
、
上
申
責
任
者
が
申
請
者
の
申
請
内
容
を
疑
っ

た
場
合
、
申
請
者
の
「
奉
公
」
が
認
め
ら
れ
ず
、「
恩
賞
」
に
預
か
る
こ
と
が
出
来

な
い
可
能
性
が
あ
る
。
従
っ
て
、
申
請
者
は
合
戦
が
終
わ
り
次
第
、
直
ち
に
大
将
や

奉
行
に
軍
忠
状
を
提
出
し
、
彼
ら
の
証
判
を
得
る
こ
と
で
、
軍
功
を
保
障
し
て
も
ら

う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、「
御
恩
」
は
家
臣
が
主
人
に
対
し
て
行
っ
た
「
奉
公
」
に
対
す
る
見
返

り
と
し
て
、
家
臣
の
所
領
支
配
を
認
め
る
本
領
安
堵（

２
）や
、
新
た
に
新
領
を
与
え
る
新

恩
給
与
な
ど
の
恩
賞
給
付
を
指
す
。
さ
ら
に
、
尊
氏
の
九
州
敗
走
時
か
ら
足
利
一
族

等
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
所
領
の
預
け
置
き
も
、
恩
賞
給
付
行
為
の
一
つ
と
み
な
さ
れ

て
い
る（

３
）。

　

こ
れ
ら
の
恩
賞
給
付
は
、室
町
幕
府
当
初
で
は
、基
本
的
に
尊
氏
が
恩
賞
宛
行
権
、

直
義
が
所
領
安
堵
権
や
所
務
相
論
の
裁
許
権
を
行
使
し
て
お
り
、
恩
賞
措
置
は
将
軍

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
当
時
の
恩
賞
給
付

は
、
足
利
一
族
を
中
心
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
主
人
が
足
利
一
族
の
者
で
な
け
れ

ば
、
迅
速
な
恩
賞
支
給
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
貞
和
二
年

（
一
三
四
六
）
に
苅
田
狼
藉
や
使
節
遵
行
の
守
護
権
限
の
付
加
、
観
応
三
年

（
一
三
五
二
）
の
「
半
済
令
」
の
発
布
等
、
足
利
一
門
以
外
の
守
護
に
対
し
て
任
国

で
の
行
政
や
司
法
の
権
限
が
大
幅
に
拡
大
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
足
利
一
門
の
守

護
や
大
将
と
そ
れ
以
外
の
守
護
の
間
に
存
在
し
た
権
限
上
の
相
違
は
解
消
さ
れ
て

い
っ
た（

４
）。

　

家
臣
は
所
領
や
地
位
の
保
護
を
得
る
た
め
に
、
主
人
に
従
っ
て
合
戦
に
参
戦
し
、

主
人
は
労
働
力
や
収
入
を
確
保
し
続
け
る
た
め
に
、
家
臣
の
軍
功
に
見
合
っ
た
恩
賞

給
付
を
行
っ
た
。
要
す
る
に
、
互
い
に
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
両
者
の

関
係
が
重
要
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

第
二
章　

播
磨
武
士
と
南
北
朝
時
代

　

続
い
て
、
当
時
の
武
士
が
「
御
恩
」
と
「
奉
公
」
の
主
従
関
係
を
重
視
し
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
播
磨
国
内
の
動
向
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
播
磨
守
護
で
あ
っ
た
円
心

は
、播
磨
国
内
の
親
戚
に
当
た
る
赤
松
一
族
を
使
い
、播
磨
国
内
の
支
配
を
行
っ
た
。

足
利
幕
府
に
お
け
る
円
心
の
影
響
力
が
強
ま
る
に
つ
れ
、
赤
松
氏
の
庇
護
を
得
よ
う

と
す
る
播
磨
武
士
が
、次
第
に
そ
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

播
磨
国
で
は
安
定
的
な
支
配
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
円
心
は
南
北
朝

動
乱
を
通
し
て
そ
の
支
配
力
を
強
め
た
の
で
あ
り
、
南
北
朝
時
代
当
初
の
播
磨
国
内

で
は
、
赤
松
氏
の
下
で
活
動
す
る
播
磨
武
士
が
い
る
一
方
で
、
そ
れ
以
外
の
主
人
の

下
で
活
動
す
る
播
磨
武
士
も
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
広
峯
家
と
安
積
家

を
取
り
上
げ
、
彼
ら
が
赤
松
氏
の
下
に
組
み
込
ま
れ
る
以
前
の
動
向
や
、
組
み
込
ま

れ
て
い
く
経
緯
を
考
察
す
る
。

　
　
　
　

第
一
節　

広
峯
家

　

広
峯
家
は
京
都
祇
園
八
坂
神
社
の
本
社
と
言
わ
れ
る
広
峯
神
社
（
以
下
、広
峯
社
）

の
大
別
当
家
を
務
め
た
家
で
あ
り
、
ま
た
、
御
家
人
と
し
て
鎌
倉
幕
府
に
仕
え
た
一

族
で
も
あ
っ
た
。

　

南
北
朝
時
代
当
初
に
お
け
る
広
峯
家
の
立
場
を
考
え
る
上
で
は
、
広
峯
社
の
知
行

を
め
ぐ
る
祇
園
社
と
の
相
論
を
見
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
当
時
、
広
峯
社
は
祇
園

社
の
本
社
だ
と
称
し
て
い
た
。一
方
、祇
園
社
も
広
峯
社
の
本
社
だ
と
称
し
て
お
り
、

広
峯
社
は
末
社
と
み
な
し
て
い
た（

５
）。
本
社
を
め
ぐ
る
相
論
は
非
常
に
興
味
深
い
問
題

で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
当
時
の
広
峯
社
と
祇
園
社
の
間
に
、
こ

の
よ
う
な
認
識
の
差
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
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祇
園
社
は
、
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
の
伏
見
上
皇
院
宣
で
広
峯
社
の
寄
進
を
受

け
、
当
時
の
祇
園
社
社
務
執
行
の
門
弟
に
給
主
職
相
伝
を
認
め
て
い
た（

６
）。

ま
た
、
建

武
四
年
（
一
三
三
七
）
に
は
光
厳
上
皇
院
宣
を
得
て
、
祇
園
社
に
従
わ
な
い
「
下
司
」

広
峯
氏
の
悪
行
を
「
武
家
」
に
訴
え
て
い
る（

７
）
。
一
方
の
広
峯
家
は
、
元
徳
二
年

（
一
三
三
〇
）の
広
峯
長
重
の
譲
状
を
見
る
に
、広
峯
家
が
広
峯
社
大
別
当
職
を
代
々

相
伝
し
、
さ
ら
に
、
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
の
広
峯
貞
長
の
軍
忠
状
で
は
「
播
磨

国
御
家
人
広
峯
大
別
当
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
広
峯
社
は
祇
園
社
の
管
轄
内

に
置
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
主
張
し
た（

８
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
祇
園
社
と
広
峯
社
が
対
立
す
る
中
、
続
い
て
幕
府
側
の
動
向
を
見

て
み
た
い
。
貞
和
元
年
（
一
三
四
五
）
の
足
利
尊
氏
下
文
で
は
、
広
峯
家
に
「
播
磨

国
広
峯
大
別
当
職
屋
敷
名
田
畠
」
の
知
行
を
認
め
て
い
る（

９
）。
さ
ら
に
、
多
く
の
幕
府

発
給
文
書
で
は
、
広
峯
家
の
者
に
「
広
峯
社
大
別
当
」
の
職
名
を
付
し
て
お
り）

（1
（

、
幕

府
は
広
峯
家
を
優
遇
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
こ
と
は
決
し
て
祇
園
社
の
力
が
劣
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
同
じ
頃
、
丹
波
国
で
も
所
領
の
所
有
権
を
め
ぐ
り
、
祇
園
社
と
在
地
武

士
が
争
っ
て
い
た
。
祇
園
社
は
敵
と
し
て
活
動
し
て
い
た
時
期
が
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
院
宣
の
所
有
を
理
由
に
幕
府
か
ら
そ
の
土
地
の
知
行
安
堵
を
得
て
い
た
。
そ
の

た
め
、
先
祖
代
々
の
所
領
か
つ
恩
賞
と
し
て
安
堵
さ
れ
た
土
地
と
す
る
在
地
武
士
の

訴
え
は
退
け
ら
れ
、
祇
園
社
に
そ
の
土
地
の
支
配
を
命
じ
る
幕
府
の
裁
許
が
下
っ
て

い
る）

（（
（

。
つ
ま
り
、
幕
府
は
祇
園
社
を
優
遇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
峯
家

と
祇
園
社
の
相
論
で
は
、
幕
府
は
祇
園
社
よ
り
も
広
峯
家
を
優
遇
し
た
。
そ
の
理
由

は
定
か
で
は
な
い
が
、
広
峯
家
が
広
峯
社
の
大
別
当
家
を
務
め
て
き
た
一
族
で
あ
る

こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
広
峯
家
は
動
乱
の
当
初
か
ら
北
朝
方

と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
幕
府
と
し
て
は
、
途
中
か
ら
味
方
と
な
っ
た
祇
園
社
よ
り

も
古
く
か
ら
の
付
き
合
い
で
あ
る
広
峯
社
を
信
頼
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
広
峯
家
は
神
格
を
楯
に
、
本
領
維
持
を
行
う
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

第
二
節　

安
積
家

　

続
い
て
、
安
積
家
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
。
安
積
家
は
宍
粟
郡
安
積
保
を
本
領
と

し
、
同
郡
三み

方か
た

西
公
文
職
と
飾し
き

東と
う

郡
姫
道
村
（
現
姫
路
城
地
）
の
田
畑
等
を
有
し
た

播
磨
の
土
豪
で
あ
る）

（1
（

。
こ
こ
で
、
安
積
家
に
残
さ
れ
た
文
書
の
中
か
ら
、
文
和
四
年

（
一
三
五
五
）
発
給
の
赤
松
則
祐
の
挙
状
に
注
目
し
て
み
た
い）

（1
（

。

　
　

�

安
積
出
羽
平
次
盛
兼
申
、
本
領
播
磨
国
安
積
保
下
司
・
公
文
両
職
幷
三
方
西
公

文
職
、
姫
道
村
田
畠
等
還
補
御
下
文
事
、
申
状
謹
進
上
之
、
子
細
載
状
候
歟
、

盛
兼
属
当
手
、
致
忠
候
之
間
執
申
候
、
可
被
経
御
沙
汰
候
哉
、
此
条
偽
申
候
者
、

可
罷
蒙　

仏
神
御
罰
候
、
以
此
旨
可
有
御
披
露
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　

文
和
四
年
二
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　

権
律
師
則（

赤
松
）祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

��（
裏
花
押
）

　
　

進
上　

御
奉
行
所

　

右
の
史
料
は
、
播
磨
守
護
赤
松
則
祐
の
下
で
活
動
し
た
安
積
盛
兼
に
対
し
て
、
本

領
を
「
還
補
」（
返
還
）
す
る
下
文
の
発
給
を
則
祐
か
ら
「
御
奉
行
所
」
に
申
し
上

げ
た
挙
状
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
安
積
家
の
本
領
は
、
何
ら
か
の
要
因
で
文
和
四
年
以

前
に
没
収
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
要
因
は
、
観
応
の
擾
乱
以
前
の

安
積
家
が
足
利
直
義
の
下
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
よ
う
。
安
積
家
に

残
さ
れ
て
い
る
軍
勢
催
促
状
の
内
、
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
の
軍
勢
催
促
状
は
直

義
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
観
応
二
年
（
一
三
五
二
）
の
軍
勢
催
促
状
は
、
尊
氏
と
直

義
、
両
者
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た）

（1
（

。
つ
ま
り
、
安
積
家
は
少
な
く
と
も
尊
氏

と
直
義
が
対
立
し
て
い
た
観
応
二
年
頃
ま
で
は
、
直
義
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
見
て
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良
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
安
積
家
の
本
領
は
、
直
義
の
下
で
活
動
し
て
い
た

時
に
、
尊
氏
側
か
ら
敵
の
所
領
と
し
て
没
収
さ
れ
、
安
積
家
が
尊
氏
の
下
で
活
動
す

る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
没
収
さ
れ
た
所
領
は
安
積
家
に
返
却
さ
れ
ず
、
そ
れ
故
、
則

祐
か
ら
挙
状
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
右
の
挙
状
で
は
本

領
返
還
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
に
再
び
則
祐
の
挙

状
が
出
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
だ
が
安
積
家
も
、
た
だ
本
領
が
返
還
さ
れ
る
こ
と
を
待
っ
て

い
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

二
〇
一
二
年
に
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
「
赤
松
円
心
・
則

祐
」
の
図
録
解
説
の
中
で
、
観
応
二
年
九
月
十
一
日
発
給
の
〈
一
〉「
足
利
尊
氏
軍

勢
催
促
状
」と
、貞
和
四
年
六
月
二
十
三
日
発
給
の
〈
二
〉「
足
利
直
義
軍
勢
催
促
状
」

に
一
部
改
竄
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る）

（1
（

。
以
下
、
両
史
料
を
再
検
討
し

て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
〈
一
〉
の
文
書
で
は
、
宛
所
が
「
出
羽
将
監
」
か
ら
「
右
近
将
監
」
に
改
竄

さ
れ
た
形
跡
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
安
積
家
に
残
さ
れ
た
文
書
を
見
る
限
り
、
こ
の

時
期
に
右
近
将
監
を
称
し
た
の
は
盛
兼
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
盛
兼
が
右
近
将
監

を
名
乗
る
の
は
、
早
く
て
も
文
和
四
年
四
月
以
降
で
あ
り
、
前
掲
の
同
年
二
月
発
給

の
則
祐
の
挙
状
で
は
「
安
積
出
羽
平
次
盛
兼
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
、〈
一
〉
の
改
竄
は
文
和
四
年
四
月
以
降
に
行
わ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
改
竄
さ
れ
る
以
前
の
「
出
羽
将
監
」
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
父
盛
氏
が
文
和
二
年
以
前
に
出
羽
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
、
盛
氏
の
近
親
者
と
見
て
良
い
だ
ろ
う）

（1
（

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
宛
名
を
盛
兼
に
変

更
し
た
こ
と
に
は
、
尊
氏
と
盛
兼
の
付
き
合
い
が
長
い
こ
と
を
強
調
す
る
意
図
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
〈
二
〉
の
文
書
で
は
、
宛
所
の
刷
り
消
し
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
本
来

は
「
阿
積
出
羽
権
守
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
盛
兼
の
父
盛
氏
を
指
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
刷
り
消
し
が
行
わ
れ
た
時
期
は
不
明
だ
が
、
そ
も
そ
も
貞
和
四
年
は
観

応
の
擾
乱
以
前
で
あ
り
、
直
義
発
給
の
軍
勢
催
促
状
と
は
い
え
、
そ
の
内
容
は
南
朝

方
の
凶
徒
退
治
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、宛
所
を
消
す
必
要
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
直
義
発
給
の
文
書
に
父
盛
氏
の
名
が
あ
る
こ
と
で
、
直
義
に
仕
え
て
い
た

一
族
で
あ
る
証
拠
と
な
る
こ
と
を
憚
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考

え
る
と
、
刷
り
消
し
の
行
為
は
、
本
領
返
還
の
要
求
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
判
断
さ

れ
よ
う
。

　

以
上
の
行
為
に
よ
っ
て
、
本
領
返
還
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
は
定
か
で

は
な
い
。だ
が
、安
積
家
は
尊
氏
の
敵
で
あ
っ
た
時
期
が
存
在
す
る
不
利
な
状
況
を
、

赤
松
氏
の
力
を
頼
り
、
ま
た
自
ら
も
文
書
の
工
作
行
為
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
悲
願

を
叶
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
広
峯
家
と
安
積
家
の
事
例
を
見
て
き
た
。
広
峯
家
は
、
広
峯
社
の
大
別

当
家
と
い
う
立
場
を
利
用
し
、
足
利
家
か
ら
一
目
置
か
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
。
一
方

安
積
家
は
、
直
義
の
下
で
活
動
し
て
い
た
が
、
南
北
朝
動
乱
の
最
中
に
尊
氏
方
へ
寝

返
っ
た
。
し
か
し
、
尊
氏
軍
で
は
す
で
に
安
積
家
の
本
領
地
を
敵
の
所
領
地
と
み
な

し
て
没
収
し
て
い
た
た
め
、
安
積
家
は
本
領
返
還
を
求
め
て
赤
松
氏
の
力
を
借
り
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
赤
松
氏
が
播
磨
国
内
で
力
を
振
る
う
よ
う
に
な
る
以
前
に
赤

松
氏
以
外
の
下
で
活
動
し
て
い
た
播
磨
武
士
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
自
家
の
本
領
安
堵

を
保
証
し
て
く
れ
る
主
人
を
求
め
て
活
動
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　

第
三
章　

越
前
島
津
家
に
見
る
地
方
武
士
の
動
向
と
恩
賞

　

で
は
、
播
磨
武
士
は
本
領
安
堵
を
得
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
南
北
朝
時
代
の
動
向
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
、
播
磨
武
士
越

前
島
津
家
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
地
方
武
士
の
「
奉
公
」
と
主
人
の
「
御
恩
」
の
関
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係
性
が
成
立
し
て
い
た
か
否
か
、
そ
の
実
情
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　

第
一
節　

南
北
朝
時
代
の
越
前
島
津
家

　

越
前
島
津
家
は
、
薩
摩
島
津
家
の
祖
島
津
忠
久
が
越
前
守
護
に
補
任
さ
れ
、
後
に

越
前
島
津
家
の
祖
と
な
る
次
子
忠
綱
が
、
守
護
代
と
し
て
越
前
国
に
下
向
し
た
こ
と

に
始
ま
る
。
二
代
忠
行
の
代
で
、
母
越
後
局
か
ら
下
揖
保
庄
地
頭
職
を
譲
与
さ
れ
、

以
降
越
前
島
津
家
は
下
揖
保
庄
を
中
心
に
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く）

（1
（

。
特
に
、
南
北
朝

時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の
成
長
は
著
し
く
、
播
磨
武
士
の
中
で
も
有
数
の
赤

松
家
臣
へ
と
発
展
を
遂
げ
る
が
、
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
の
十
五
代
忠
長
の
代
で

家
系
は
断
絶
し
た）

（1
（

（【
図
一
】
参
照
）。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
再
興
が
な
さ
れ
、
越

前
島
津
家
関
連
文
書
を
相
伝
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。後
に
、こ
れ
ら
の
文
書
は
「
越

前
島
津
家
文
書
」
と
し
て
整
理
さ
れ
、
現
在
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ

て
い
る）

11
（

。

　
「
越
前
島
津
家
文
書
」
は
、
主
に
中
世
播
磨
の
合
戦
等
に
関
す
る
内
容
が
記
載
さ

れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
島
津
忠
兼
（
以
下
、
忠
兼
）
の
関
連
史
料
が
多
く
、
そ
の
割

合
は
全
体
の
六
割
に
も
及
ぶ
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
一
部
を
除
い
て
原
本
と

考
え
ら
れ
て
お
り
、
中
世
の
播
磨
の
合
戦
を
考
え
る
上
で
も
貴
重
な
史
料
群
と
見
な

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
越
前
島
津
家
の
研
究
で
は
、「
越
前
島
津
家
文
書
」
の
構
成
や
伝
来

の
経
緯
、「
越
前
島
津
家
文
書
」
の
内
容
を
網
羅
的
に
分
析
し
、
越
前
島
津
家
内
で

の
出
来
事
を
史
料
に
沿
っ
て
説
明
し
た
研
究
、
多
数
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
忠
兼

に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
活
動
を
言
及
し
た
研
究
が
あ
る）

1（
（

。
本
稿
で
は
、「
越
前
島
津

家
文
書
」
を
活
用
し
な
が
ら
、
南
北
朝
時
代
の
活
動
が
最
も
明
ら
か
と
な
る
忠
兼
に

注
目
し
、
同
時
代
同
地
域
の
他
家
の
行
動
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
越
前
島
津

家
が
播
磨
国
内
で
担
っ
た
役
割
を
考
察
し
て
い
く
。

　

こ
こ
で
、
本
節
の
核
と
な
る
忠
兼
を
紹
介
し
よ
う
。
忠
兼
は
、
越
前
島
津
家
の
七

代
目
に
当
た
り
、
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
の
「
足
利
尊
氏
軍
勢
催
促
状
」
で
、「
相

催
一
族
、
可
有
合
力
候
」
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
元
弘
三
年

ま
で
に
は
、
一
族
の
惣
領
的
立
場
を
担
い）

11
（

、
文
明
年
間
頃
に
亡
く
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る）

11
（

。
な
お
、
残
存
す
る
史
料
の
多
く
は
軍
事
関
係
文
書
で
あ
り
、
元
弘
の
乱
や
建

武
三
年
代
に
播
磨
国
内
で
行
わ
れ
た
合
戦
に
参
戦
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
と
り

わ
け
、
建
武
五
年
頃
か
ら
数
年
間
に
及
ぶ
「
丹
生
寺
凶
徒
等
」
と
の
合
戦
に
関
す
る

史
料
か
ら
は
、
忠
兼
の
動
向
に
着
目
す
べ
き
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず

「
丹
生
寺
凶
徒
等
」
と
の
合
戦
か
ら
、
忠
兼
の
「
奉
公
」
を
見
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　

第
二
節　

島
津
忠
兼
の
動
向
―
「
丹
生
寺
合
戦
」
を
中
心
に
―

　

建
武
三
年
頃
か
ら
暦
応
三
年
頃
ま
で
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る
「
丹
生
寺
凶
徒
等
」

と
の
合
戦
（
以
下
、「
丹
生
寺
合
戦
」）
は
、
摂
津
国
と
播
磨
国
の
境
に
位
置
し
た
摂

津
国
丹に

生う

寺で
ら

や
香
下
寺
に
集
ま
っ
た
後
醍
醐
天
皇
が
属
す
る
南
朝
方
の
蜂
起
に
よ
っ

【
図
一
】
越
前
島
津
家
系
図

忠
久
忠
時

忠
綱

久
経

忠
行
行
景

忠

忠
藤
忠
兼
忠
親

範
忠
忠
継
忠
秀
忠
光
忠
勝
忠
持
忠
長

長
久

忠
経

①

②

③⑤

⑥

⑦

⑧

④

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮
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南北朝時代における地方武士の動向とその待遇

て
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
等
の
本
拠
地
が
両
国
の
境
に
位
置
し
た
た
め
、
合

戦
は
両
国
を
舞
台
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
「
丹
生
寺
合
戦
」
に
忠
兼
が
参
戦
す
る
こ
と

に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
丹
生
寺
合
戦
」
に
お
け
る
忠
兼
の
動
向
に
は
、
参
戦
し
た
年
代
に
よ
っ
て
、
注

目
す
べ
き
画
期
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
、
建
武
五
年
頃
と
暦
応
二
～
三
年
の

二
区
分
に
分
け
て
考
察
を
行
い
た
い
。

　

ま
ず
、
建
武
五
年
（
一
三
三
八
）
に
南
朝
方
の
本
拠
地
で
行
わ
れ
た
丹
生
寺
で
の

合
戦
で
あ
る
。
こ
の
頃
、「
丹
生
寺
合
戦
」
に
参
加
し
て
い
た
地
方
武
士
は
、
摂
津

守
護
赤
松
範
資
を
は
じ
め
と
す
る
摂
津
武
士
が
多
か
っ
た）

11
（

。
そ
れ
は
、
舞
台
と
な
っ

た
丹
生
寺
が
、
摂
津
国
に
位
置
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
播
磨
武
士
で
は
、
管

見
の
限
り
、
忠
兼
以
外
に
参
戦
し
て
い
た
様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
忠
兼

が
提
出
し
た
軍
忠
状
へ
の
証
判
を
円
心
が
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
円
心
を
中
心
と

す
る
播
磨
武
士
も
参
戦
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
時
、
丹
生
寺
に
て
合
戦
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
忠
兼
の
属
す
る
北

朝
軍
が
南
朝
方
に
攻
め
入
っ
て
い
る
状
況
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
北
朝
軍
優
勢
の
戦

況
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
以
降
の
合
戦
で
は
、
南
朝
方
が
勢
力
を

強
め
、
北
朝
軍
を
追
い
詰
め
て
い
る
。
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

　

実
は
こ
の
時
期
、
南
北
両
朝
の
争
い
が
佳
境
を
迎
え
て
お
り
、
南
朝
方
の
有
力
者

た
ち
の
活
発
的
な
活
動
が
、
丹
生
寺
凶
徒
の
活
動
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、「
丹
生
寺
合
戦
」
を
南
朝
軍
側
か
ら
動
向
を
明
ら
か
に
し
、
加
え
て
、

摂
津
武
士
の
動
向
か
ら
、
北
朝
軍
の
「
丹
生
寺
合
戦
」
に
対
す
る
認
識
を
考
察
さ
れ

た
市
沢
哲
氏
は
、
北
朝
軍
は
「
丹
生
寺
合
戦
」
を
ロ
ー
カ
ル
な
合
戦
と
位
置
付
け
、

摂
津
武
士
に
鎮
圧
を
任
せ
た
も
の
の
、摂
津
武
士
の
結
集
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、

鎮
圧
に
難
儀
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
、
越
前
島
津
家
の
動
向
に
見

え
る
よ
う
に
、「
丹
生
寺
合
戦
」
は
摂
津
国
だ
け
で
は
な
く
、
播
磨
国
内
に
ま
で
及

ん
で
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
越
前
島
津
家
以
外
の
播
磨
武
士
が
参
戦
す
る
姿
は
皆
無

に
等
し
い
。
こ
の
こ
と
は
摂
津
武
士
だ
け
で
は
な
く
、
播
磨
武
士
の
結
集
が
不
十
分

で
あ
っ
た
こ
と
も
要
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
暦
応
二
～
三
年
に
か
け
て
の
「
丹
生
寺
合
戦
」
の
様
子
を
見
て
い
こ
う
。

暦
応
二
年
に
な
る
と
、
東
国
を
中
心
に
活
動
す
る
武
士
も
「
丹
生
寺
合
戦
」
に
参
戦

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
摂
津
武
士
や
播
磨
武
士
だ
け
で
は
南
朝
軍
の

活
動
を
抑
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
大
規
模
な
合
戦
へ
発
展
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て

い
よ
う
。

　

こ
こ
で
、「
丹
生
寺
合
戦
」
参
戦
時
の
、
忠
兼
の
姿
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
史
料

を
紹
介
し
た
い）

11
（

。

　
　

�

嶋
津
周
防
三
郎
左
衛
門
尉
忠
兼
申
本
領
訴
訟
事
、
属
于
頼
房
之
手
、
於
播
磨
国

山
田
丹
生
寺
合
戦
最
中
、
雖
致
軍
忠
候
、
浮
沈
之
由
、
歎
申
候
之
間
、
令
注
進

候
、
急
速
被
御
沙
汰
、
於
其
身
者
、
則
可
下
給
候
、
以
此
旨
可
有
御
披
露
候
、

恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　

十
一
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
（
石
塔
）頼

房
（
花
押
）

　
　
　

進
上　
　

御
奉
行
所

　

右
の
史
料
は
、
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
に
石
塔
頼
房
か
ら
「
御
奉
行
所
」
宛
に

発
給
さ
れ
た
吹
挙
状
で
あ
る
。
石
塔
頼
房
は
東
国
を
中
心
に
活
動
し
た
人
物
で
あ
る

が
、
こ
の
時
期
は
西
国
地
域
で
の
合
戦
が
佳
境
を
迎
え
た
こ
と
に
伴
い
、
播
磨
国
へ

滞
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
忠
兼
は
、
石
塔
頼
房
軍
と
し
て
「
丹
生
寺
合

戦
」
に
参
戦
し
、
そ
こ
で
の
忠
節
が
認
め
ら
れ
、
右
の
吹
挙
状
が
発
給
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
吹
挙
状
の
内
容
を
見
る
と
、
忠
兼
は
「
丹
生
寺
合
戦
」
で
軍
忠
を
果
た
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し
た
が
、「
浮
沈
」
で
あ
る
と
注
進
し
て
き
た
た
め
、
忠
兼
が
訴
え
る
「
本
領
訴
訟
」

を
取
り
は
か
ら
っ
て
ほ
し
い
旨
を
奉
行
所
に
報
告
し
て
い
る
。
後
ほ
ど
詳
細
を
述
べ

る
が
、
忠
兼
の
言
う
「
本
領
訴
訟
」
と
は
、
越
前
島
津
家
の
本
領
が
恩
賞
と
し
て
他

者
と
分
配
し
て
宛
行
わ
れ
た
問
題
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
す
で

に
こ
の
問
題
は
前
年
に
一
応
の
決
着
が
つ
い
て
お
り
、
忠
兼
は
そ
の
結
果
に
納
得
せ

ず
、
訴
え
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
石
塔
頼
房
の
口
添
え
を
得
て
、

再
び
「
本
領
訴
訟
」
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
石
塔
頼
房
だ
け
で
は
な
く
、
播

磨
守
護
円
心
か
ら
同
様
の
内
容
を
記
し
た
吹
挙
状
が
奉
行
所
に
提
出
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

つ
ま
り
、
尊
氏
と
の
関
係
が
深
い
二
人
の
人
物
に
「
本
領
訴
訟
」
の
口
添
え
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
る
。
忠
兼
が
属
し
た
大
将
と
本
来
の
上
司
で
あ
る
大
将
か
ら
の
吹
挙

状
と
考
え
れ
ば
、
特
段
変
わ
っ
た
行
為
と
は
言
え
な
い
。
だ
が
、
決
着
が
つ
け
ら
れ

た
問
題
に
対
す
る
忠
兼
の
訴
え
を
上
申
す
る
処
置
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
忠

兼
は
他
者
を
逸
出
し
た
人
物
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。こ
の
こ
と
は
、

忠
兼
が
「
丹
生
寺
合
戦
」
を
経
て
、
播
磨
武
士
の
中
で
一
際
力
を
持
つ
人
物
へ
と
成

長
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
ひ
い
て
は
、
越
前
島
津
家
の
格
を
上
げ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
暦
応
二
年
以
降
に
越
前
島
津
家
が
「
丹
生
寺
合
戦
」
に
参
戦
し
て
い
た

こ
と
を
示
す
史
料
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
合
戦
は
翌
暦
応
三
年

（
一
三
四
〇
）
ま
で
続
い
た
よ
う
で
、
北
朝
方
で
は
播
磨
武
士
や
東
国
武
士
、
南
朝

方
で
は
南
朝
軍
の
有
力
武
士
が
参
戦
し
、
一
大
合
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
最
終
的

に
は
、
北
朝
方
に
軍
配
が
上
が
り
、
程
な
く
「
丹
生
寺
合
戦
」
は
収
束
し
た
と
推
測

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
鑑
み
て
も
、
忠
兼
の
「
丹
生
寺
合
戦
」
へ
の
参
戦
は
、
北
朝

方
の
一
員
と
し
て
の
軍
事
的
貢
献
よ
り
も
、
自
身
の
北
朝
方
に
お
け
る
立
ち
位
置
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
の
意
味
合
い
が
大
き
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　

第
三
節　

恩
賞
と
恩
賞
地
の
動
向

　

続
い
て
、
忠
兼
へ
の
「
御
恩
」
を
見
て
い
き
た
い
。
管
見
の
限
り
、
忠
兼
の
「
奉

公
」
は
元
弘
の
乱
へ
の
参
戦
に
始
ま
り
、「
丹
生
寺
合
戦
」
等
、
様
々
な
合
戦
で
「
奉

公
」
を
行
う
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
「
奉
公
」
が
あ
れ
ば
、
当
然
「
御

恩
」
と
し
て
恩
賞
支
給
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
で
は
、

忠
兼
に
は
ど
の
よ
う
な
恩
賞
が
与
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
越
前
島
津
家
文
書
」

を
見
る
と
、
忠
兼
に
与
え
ら
れ
た
恩
賞
は
、
主
に
（
一
）
播
磨
国
下
揖
保
庄
東
方
地

頭
職
、（
二
）
布
施
郷
の
所
職
、（
三
）
相
模
国
山
内
庄
岩
瀬
郷
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
恩
賞
が
支
給
さ
れ
た
後
の
動
向
と
合
わ
せ
て
、
地
方
武
士
が
恩
賞
を

得
る
こ
と
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

　
（
一
）
播
磨
国
下
揖
保
庄
東
方
地
頭
職

　

播
磨
国
下
揖
保
庄
東
方
地
頭
職
は
、
建
武
三
年
に
円
心
の
指
揮
の
下
、
尊
氏
軍
を

援
護
し
た
前
線
部
隊
で
あ
る
「
白
旗
城
軍
勢
」
に
分
配
さ
れ
た
恩
賞
で
あ
る
。
し
か

し
、そ
も
そ
も
下
揖
保
庄
は
越
前
島
津
家
が
本
領
と
し
て
相
伝
知
行
を
行
っ
て
お
り
、

東
方
地
頭
職
も
ま
た
、
越
前
島
津
家
内
で
相
伝
知
行
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
で
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
恩
賞
と
し
て
「
白
旗
城
軍
勢
」
に
分
配
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、

当
然
忠
兼
は
「
可
為
何
様
候
哉
」
と
し
て
、
播
磨
守
護
円
心
を
通
し
て
異
議
を
申
し

立
て
て
い
る）

11
（

。

　

忠
兼
は
南
北
朝
動
乱
の
始
ま
っ
た
当
初
か
ら
尊
氏
方
と
し
て
参
戦
し
て
い
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

要
因
は
、
鎌
倉
時
代
に
越
前
島
津
家
内
で
発
生
し
た
、
下
揖
保
庄
地
頭
職
を
め
ぐ
る

相
論
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
こ
の
相
論
の
結
果
、
下
揖

保
庄
は
東
方
と
西
方
に
分
割
さ
れ
、
越
前
島
津
家
内
の
各
系
統
で
相
続
す
る
よ
う
に

な
っ
た）

11
（

。
し
か
し
、
元
弘
三
年
に
な
る
と
西
方
地
頭
職
を
相
続
す
る
系
統
に
属
す
る

忠
兼
の
父
忠
藤
に
、
後
醍
醐
天
皇
か
ら
東
方
地
頭
職
が
与
え
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
忠
藤
に
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（
二
）
布
施
郷
の
所
職

　

続
い
て
、
貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
か
ら
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
に
支
給
さ
れ

た
布
施
郷
の
所
職
を
見
て
い
き
た
い
。
布
施
郷
は
、
越
前
島
津
家
の
本
領
下
揖
保
庄

の
西
側
に
位
置
し
、越
前
島
津
家
は
公
文
職
や
地
頭
職
、下
司
職
と
い
っ
た
所
職
を
、

「
丹
生
寺
合
戦
」
や
観
応
の
擾
乱
で
の
軍
功
に
対
す
る
恩
賞
と
し
て
賜
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る）

11
（

。
布
施
郷
は
、
土
地
柄
的
に
越
前
島
津
家
が
知
行
し
や
す
い
所
領
と
し

て
重
視
さ
れ
た
よ
う
で
、
忠
兼
の
死
後
も
越
前
島
津
家
内
で
相
伝
さ
れ
て
い
っ
た）

11
（

。

　

だ
が
、
十
一
代
島
津
忠
秀
の
代
で
は
、
布
施
郷
の
所
職
は
別
の
人
物
に
与
え
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る）

11
（

。
十
二
代
島
津
忠
光
の
代
に
は
返
還
が
な
さ
れ
、
忠
光
は
代
官

派
遣
に
よ
る
支
配
を
試
み
る
も
の
の
、
そ
の
支
配
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
か
っ
た）

11
（

。

文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
に
は
、
忠
光
は
何
度
も
布
施
郷
地
頭
職
の
「
遵
行
」
を
試

み
た
が
、
支
配
が
儘
な
ら
ず
際
限
が
な
い
た
め
、
早
く
「
入
部
」
し
、
抵
抗
す
る
者

の
「
交
名
」
を
上
申
す
る
よ
う
に
、
と
い
う
御
教
書
を
二
度
発
給
さ
れ
て
い
る）

11
（

。「
入

部
」
を
命
じ
る
と
い
う
文
言
か
ら
、
当
時
の
布
施
郷
に
は
越
前
島
津
家
の
関
係
者
が

居
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
度
失
っ
た
所
領
を
取
り
戻
す

こ
と
が
出
来
て
も
、
以
前
の
よ
う
な
支
配
を
行
う
こ
と
は
難
し
く
、
自
ら
そ
の
支
配

を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
三
）
相
模
国
山
内
庄
岩
瀬
郷

　

最
後
に
、
忠
兼
が
尊
氏
か
ら
正
平
七
年
（
一
三
五
二
）
に
与
え
ら
れ
た
相
模
国
山

内
庄
岩
瀬
郷
の
動
向
を
見
て
い
こ
う
。
支
給
さ
れ
た
年
代
か
ら
推
測
す
る
に
、
岩
瀬

郷
の
支
給
は
観
応
の
擾
乱
で
の
軍
功
に
対
す
る
恩
賞
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
元
々
岩
瀬
郷

は
、
上
杉
家
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
観
応
の
擾
乱
で
直
義
方
に

就
い
た
上
杉
氏
の
失
脚
に
伴
い
、
欠
所
と
な
っ
た
岩
瀬
郷
が
越
前
島
津
家
に
与
え
ら

れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

岩
瀬
郷
を
賜
っ
た
後
、
越
前
島
津
家
は
代
官
を
派
遣
し
、
そ
の
支
配
を
行
っ
た
。

東
方
地
頭
職
が
与
え
ら
れ
た
理
由
は
不
明
だ
が
、
忠
藤
の
代
で
下
揖
保
庄
の
一
円
知

行
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
た
め
、「
白
旗
城
軍
勢
」
に
下
揖
保
庄
東
方
地
頭
職
の
分
配
が
行
わ
れ
た
こ

と
は
、
越
前
島
津
家
か
ら
見
れ
ば
恩
賞
支
給
ど
こ
ろ
か
本
領
地
の
没
収
と
捉
え
て
も

お
か
し
く
な
い
。
よ
っ
て
忠
兼
が
異
議
を
申
し
立
て
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
言
え

よ
う
。
け
れ
ど
も
、
忠
兼
の
訴
え
が
実
を
結
ぶ
こ
と
は
な
く
、
越
前
島
津
家
の
本
領

の
一
部
が
失
わ
れ
た
の
で
あ
る）

1（
（

。
し
か
し
、
忠
兼
の
訴
え
は
完
全
に
無
視
さ
れ
た
訳

で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る）

11
（

。

　
　

�

播
磨
国
下
揖
保
東
方
地
頭
職
事
、
為
欠
所
被
支
配
白
旗
城
之
軍
勢
恩
賞
畢
、
而

当
方
内
屋
敷
畠
貳
段
事
、
為
累
代
地
頭
之
敷
地
云
々
、
麦
畠
事
、
雖
未
配
分
先

任
重
代
可
被
知
行
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　

暦
応
元
年
十
一
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　

沙
（
赤
松
円
心
）
弥
（
花
押
）

　
　

周（
島
津
忠
兼
）

防
五
郎
三
郎
殿

　

右
の
史
料
は
、円
心
か
ら
忠
兼
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
施
行
状
で
あ
る
。円
心
は
、

東
方
地
頭
職
は
「
白
旗
城
軍
勢
」
に
恩
賞
と
し
て
分
配
さ
れ
た
が
、「
当
方
（
東
方
）

内
屋
敷
畠
貳
段
」
は
「
累
代
地
頭
之
敷
地
」
で
あ
り
、「
麦
畠
事
」
も
ま
だ
「
配
分
」

さ
れ
て
い
な
い
が
、「
重
代
」
に
従
っ
て
「
知
行
」
す
る
よ
う
に
と
、
忠
兼
に
命
じ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
円
心
は
、
忠
兼
に
下
揖
保
庄
東
方
地

頭
職
を
受
け
継
ぐ
資
格
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、

円
心
は
忠
兼
の
本
領
返
還
へ
の
訴
え
に
口
添
え
を
し
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
忠
兼
の

本
領
返
還
を
訴
え
続
け
る
姿
か
ら
、
地
方
武
士
が
本
領
を
守
る
こ
と
に
重
き
を
置
い

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。
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し
か
し
、
そ
の
二
年
後
の
文
和
三
年
（
一
三
五
四
）
に
忠
兼
の
代
官
が
殺
害
さ
れ
る

事
件
が
発
生
し
て
い
る）

11
（

。

　
　

�

嶋
津
周
防
守
忠
兼
申
相
模
国
山
内
岩
瀬
郷
並
倉
田
郷
等
事
、
飯
田
七
郎
左
衛
門

尉
率
多
勢
打
入
当
所
致
合
戦
、
殺
害
忠
兼
代
池
田
右
衛
門
尉
以
下
輩
云
々
、
為

事
実
者
、
尤
招
重
科
歟
、
鎮
狼
藉
、
如
元
可
沙
汰
付
忠
兼
代
也
、

　
　
　
　

六
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花（

尊
氏
）押

）

　
　

河
越
弾
正
少
弼
殿

　

右
の
史
料
は
、
忠
兼
の
派
遣
し
た
代
官
が
殺
害
さ
れ
た
こ
と
を
聞
い
た
尊
氏
が
、

相
模
守
護
で
あ
っ
た
河
越
氏
に
事
件
の
収
拾
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。「
鎮
狼
藉
、

如
元
可
沙
汰
付
忠
兼
代
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
尊
氏
は
事
件
を
早
々
に

切
り
上
げ
、一
刻
も
早
く
事
件
の
幕
引
き
を
は
か
り
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。だ
が
、

そ
う
容
易
に
事
件
の
収
拾
を
は
か
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
当
時

の
鎌
倉
公
方
足
利
基
氏
か
ら
の
要
請
を
受
け
た
足
利
義
詮
に
よ
っ
て
、
忠
兼
代
が
殺

害
さ
れ
た
事
件
の
実
否
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
事
態
に
陥
っ
た
背
景
に
は
、
先
の
岩
瀬
郷
の
支
配
者
で
あ
る
上
杉
憲
顕
が
関
係
し

て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
本
筋
を
外
れ
る
た
め
、
上
杉
憲
顕
と
基
氏
・
義
詮
両
者
の
関

係
性
を
詳
細
に
説
明
す
る
こ
と
は
省
く
が
、
基
氏
・
義
詮
は
両
者
と
も
幼
い
頃
に
鎌

倉
に
下
っ
て
い
た
時
期
が
あ
り）

11
（

、
上
杉
憲
顕
は
そ
の
時
期
に
両
者
と
交
流
を
深
め
、

彼
ら
の
信
頼
を
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
尊
氏
の
死
後
、
基
氏
か

ら
の
要
請
を
受
け
、
上
杉
憲
顕
の
関
東
管
領
復
帰
を
義
詮
が
認
め
て
い
た
こ
と
か
ら

も
窺
え
よ
う）

1（
（

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
上
杉
憲
顕
は
尊
氏
か
ら
見
れ
ば
敵
で
あ
っ
た
が
、

基
氏
・
義
詮
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
忠
兼
代
殺
害
事
件
の
実
否
が
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
た
の
か
、

史
料
上
か
ら
窺
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
以
降
、
越
前
島
津
家
文
書

内
に
岩
瀬
郷
の
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
に
は
、
上

杉
氏
か
ら
同
氏
創
建
の
明
月
庵
の
寺
領
と
し
て
岩
瀬
郷
の
寄
進
が
行
わ
れ
て
い
る）

11
（

。

こ
の
こ
と
は
、
越
前
島
津
家
が
岩
瀬
郷
支
配
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

よ
う
。

　

以
上
、
忠
兼
に
与
え
ら
れ
た
三
つ
の
恩
賞
地
の
動
向
を
見
て
き
た
が
、
越
前
島
津

家
の
事
例
を
見
る
限
り
、「
御
恩
」
は
利
益
よ
り
む
し
ろ
、
不
利
益
を
も
た
ら
し
て

い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
忠
兼
が
「
奉
公
」
し
続
け
た

の
は
、
本
領
維
持
と
一
族
の
更
な
る
発
展
の
た
め
に
、
本
領
安
堵
や
新
領
の
獲
得
を

目
論
ん
で
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

南
北
朝
時
代
の
地
方
武
士
は
、
本
領
維
持
や
一
族
の
勢
力
拡
大
と
い
う
目
的
の
た

め
、
主
人
と
主
従
関
係
を
結
び
、
軍
功
を
挙
げ
、
恩
賞
を
得
る
こ
と
で
そ
の
目
的
を

達
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
故
、
当
然
彼
ら
が
重
要
視
し
た
の
は
、
自
身
の
要
求
を
叶

え
て
く
れ
る
可
能
性
の
あ
る
主
人
を
選
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
「
御
恩
」
に
預

か
る
こ
と
が
最
重
要
任
務
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
越
前
島
津
家
の
事
例
か
ら

も
窺
え
る
よ
う
に
、
合
戦
で
忠
節
を
果
た
し
、「
御
恩
」
と
し
て
恩
賞
に
預
か
る
こ

と
が
出
来
て
も
、
必
ず
し
も
そ
の
恩
賞
が
一
族
に
と
っ
て
利
益
を
生
み
出
す
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
動
乱
と
い
う
不
安
定
な
社
会
情
勢
下
で
は
、
押
妨
や
押
領

の
行
為
が
日
常
茶
飯
事
で
あ
り
、
安
定
的
な
支
配
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
状
況
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
主
人
を
信
頼

し
続
け
る
限
り
、「
御
恩
」
を
得
る
た
め
、
主
人
の
命
に
従
っ
て
「
奉
公
」
を
行
い

続
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
地
方
武
士
の
選
択
と
行
動
が
室
町
幕
府
を
支
え
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（
13
）
安
積
弘
允
氏
所
蔵
「
安
積
文
書
」
九
（『
兵
・
三
』）。

（
14
）�

安
積
小
太
郎
氏
旧
蔵
「
安
積
文
書
」
三
、四
（『
兵
・
九
』）、
安
積
弘
允
氏
所
蔵
「
安
積
文
書
」

五
、六
（『
兵
・
三
』）。

（
15
）
安
積
小
太
郎
氏
旧
蔵
「
安
積
文
書
」
八
（『
兵
・
九
』）。

（
16
）�『
開
館
プ
レ
三
〇
周
年
記
念　

特
別
展
「
赤
松
円
心
・
則
祐
」』図
録
、兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
、

二
〇
一
二
年
。

（
17
）�

盛
氏
の
官
職
に
つ
い
て
、「
安
積
文
書
」
を
見
る
限
り
、
暦
応
三
年
十
一
月
時
点
で
は
「
安

積
太
郎
兵
衛
尉
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
後
に
盛
氏
が
史
料
上
に
登
場
す
る
の
は
文
和

二
年
三
月
で
あ
り
、
そ
の
時
に
は
「
安
積
出
羽
守
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
盛
氏
の
出
羽
守

へ
の
任
官
は
暦
応
三
年
か
ら
文
和
二
年
の
間
に
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。（
安
積
小
太
郎
氏

旧
蔵
「
安
積
文
書
」
二
、六
（『
兵
・
九
』））。

（
18
）�

同
庄
は
、
三
代
行
景
と
五
代
忠
幹
の
下
揖
保
庄
地
頭
職
を
め
ぐ
る
相
論
に
よ
っ
て
、「
東
方
」

と
「
西
方
」に
分
割
さ
れ
た
も
の
の
、越
前
島
津
家
内
で
代
々
相
伝
さ
れ
た
所
領
で
あ
る
。（
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
「
越
前
島
津
家
文
書
」（
以
下
「
越
」）
一
―
六
―
一
、一
―
一
―

一
）。

（
19
）「
越
前
島
津
氏
系
図
」
を
参
考
に
作
成
（「
越
」
八
）。

（
20
）�

越
前
島
津
家
の
再
興
や
「
越
前
島
津
家
文
書
」が
現
存
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、

本
筋
と
離
れ
て
し
ま
う
た
め
、
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。
詳
細
は
、
湯
山
賢
一
氏
「
越
前
島
津

家
文
書
に
つ
い
て
」（『
古
文
書
研
究
』
十
四
号
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
一
二
月
）、

五
味
克
夫
氏
「
新
城
島
津
家
と
越
前
島
津
家
―
末
川
家
文
書
の
紹
介
―
」（『
鹿
児
島
中
世
史

研
究
会
報
』
三
一
号
、
一
九
七
二
年
）、
同
氏
「
越
前
島
津
家
文
書
の
伝
来
に
つ
い
て
」（『
同
』

三
九
号
、
一
九
八
〇
年
）、『
開
館
プ
レ
三
〇
周
年
記
念　

特
別
展
「
赤
松
円
心
・
則
祐
」』

図
録
（
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
、
二
〇
一
二
年
）
に
詳
し
い
。

（
21
）�

越
前
島
津
家
研
究
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
以
下
に
挙
げ
る
研
究
が
あ
る
。
丸
山
晴
久
氏

「
越
前
島
津
氏
と
そ
の
系
譜
―
鎌
倉
時
代
を
中
心
と
し
て
」（『
神
奈
川
県
博
物
館
協
会
々

報
』
二
〇
号
、
一
九
六
八
年
）、
同
氏
「
島
津
忠
兼
に
つ
い
て
（
上
）
―
建
武
年
間
の
合
戦

を
中
心
と
し
て
―
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』
第
一
六
―
一
号
、
一
九
七
〇
年
）、
五
味
克
夫
氏

前
掲
二
稿
、
湯
山
氏
前
掲
書
、
水
藤
真
氏
「
越
前
島
津
氏
の
系
図
と
文
書
」（『
中
世
の
武
家

文
書
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
八
九
年
）。

る
礎
と
な
り
、
動
乱
の
時
代
を
収
束
さ
せ
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。

註（
1
）�

有
力
武
士
と
は
、
守
護
の
地
位
を
得
て
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
者
の
こ
と
を
指
す
。
だ
が
、

守
護
と
し
て
の
地
位
を
持
つ
者
だ
け
で
は
な
く
、
守
護
の
地
位
に
な
い
人
物
が
守
護
と
同
じ

よ
う
に
権
限
を
行
使
し
、
後
に
室
町
幕
府
の
地
域
支
配
の
一
端
を
担
う
よ
う
に
な
る
「
有
力

国
人
層
」
も
、
南
北
朝
時
代
に
急
成
長
を
遂
げ
て
室
町
幕
府
に
貢
献
し
た
と
い
う
点
で
は
、

有
力
武
士
と
同
じ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
「
有
力
国
人
層
」
も
有
力
武
士
の
一
つ
の
形
態
と
し

て
扱
う
。
南
北
朝
時
代
の
有
力
国
人
層
の
動
向
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
堀
川
康
史
氏
に

よ
る
論
稿
が
あ
る
。（「
南
北
朝
期
室
町
幕
府
の
地
域
支
配
と
有
力
国
人
層
」『
史
学
雑
誌
』

一
二
三
編
―
一
〇
号
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）。

（
２
）�

本
領
安
堵
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
意
見
が
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
は
「
以
前
よ
り
由
緒

あ
る
所
領
で
あ
る
」
と
い
う
、
承
認
要
求
者
の
要
求
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
本
領
安
堵
が

な
さ
れ
た
と
み
な
す
。

（
３
）
漆
原
徹
氏
「
預
状
と
預
置
制
度
の
成
立
」『
法
学
研
究
』
七
三
巻
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
４
）�

青
山
英
夫
氏
「
室
町
幕
府
守
護
の
領
国
形
成
と
そ
の
限
界
―
播
磨
国
守
護
赤
松
氏
を
中
心
と

し
て
―
」『
上
智
史
学
』
一
四
号
、
一
九
六
九
年
。

（
５
）
久
保
田
収
氏
「
祇
園
社
と
広
峯
社
」『
皇
学
館
大
学
紀
要　

第
十
輯
』、
一
九
七
二
年
。

（
６
）�

応
長
元
年
八
月
十
一
日
条
「
晴
喜
自
筆
記
案
」『
社
家
条
々
録
』（『
増
補
続
史
料
大
成
』
第

四
四
巻
、
八
坂
神
社
記
録
二
）。

（
７
）�「
八
坂
神
社
文
書
」
八
五
（『
兵
庫
県
史
史
料
編　

中
世
八
』（
以
下
、『
兵
・
八
』
と
略
記
））。

（
８
）�

神
戸
大
学
附
属
図
書
館
教
養
部
分
館
所
蔵
「
広
峯
神
社
文
書
」
四
、
広
嶺
忠
昭
氏
所
蔵
「
広

峯
文
書
」
一
五
（『
兵
・
二
』）。

（
９
）
広
嶺
忠
昭
氏
所
蔵
「
広
峯
氏
系
図
」（「
広
峯
文
書
」
六
（『
兵
・
二
』））。

（
10
）
広
峯
神
社
所
蔵
「
広
峯
神
社
文
書
」
一
二
、一
三
（『
兵
・
二
』）。

（
11
）『
八
坂
神
社
文
書
』
一
七
二
三
、一
七
二
六
、「
八
坂
神
社
文
書
」
九
二
（『
兵
・
八
』）。

（
12
）
解
説
「
安
積
文
書
」（『
兵
・
三
』）。
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（
22
）「
越
」
一
―
二
―
二
。

（
23
）�
忠
兼
の
没
年
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
の
「
島
津
忠
兼
等
一
揆
契

状
」（「
越
」
一
―
六
―
二
）
の
中
に
忠
兼
の
花
押
が
見
受
け
ら
れ
る
一
方
、
永
和
元
年

（
一
三
七
五
）
に
は
、
忠
兼
の
子
で
あ
る
八
代
範
忠
へ
、「
亡
父
忠
兼
」
が
賜
っ
て
い
た
所

職
が
取
り
は
か
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（「
越
」
一
―
一
―
七
、一
―
一
―
八
）、
忠
兼
は

文
和
四
年
か
ら
永
和
元
年
の
間
に
亡
く
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
24
）�

例
え
ば
、
摂
津
武
士
の
貴
志
義
氏
や
伊
丹
野
四
郎
の
活
動
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。（「
余
田

文
書
」
一
、二
（『
兵
・
一
』）、「
北
河
原
氏
家
文
書
」
四
（『
兵
・
九
』））。

（
25
）�

市
沢
哲
氏
「
建
武
・
暦
応
の
西
摂
津
・
北
摂
津
合
戦
」『
新
兵
庫
県
の
歴
史
』
三
、
兵
庫
県

公
館
県
政
資
料
館
、
二
〇
一
一
年
。

（
26
）「
越
」
一
―
四
―
六
。

（
27
）「
越
」
一
―
三
―
一
一
。

（
28
）「
越
」
一
―
三
―
五
。

（
29
）「
越
」
一
―
六
―
一
、一
―
一
―
一
。

（
30
）「
越
」
一
―
五
―
一
。

（
31
）�「
播
磨
国
下
揖
保
庄
壹
分
地
頭
職
事
、
為
白
旗
城
軍
勢
勲
功
之
賞
、
任
被
仰
下
之
旨
、
所
令

支
配
周
防
五
郎
三
郎
忠
兼
也
」
と
、
忠
兼
に
「
壹
分
地
頭
職
」
と
し
て
知
行
を
行
う
よ
う
に

命
じ
ら
れ
て
い
る
。（「
越
」
一
―
三
―
九
）。

（
32
）「
越
」
一
―
三
―
一
〇
。

（
33
）「
越
」
一
―
二
―
六
、一
―
二
―
七
、一
―
二
―
八
。

（
34
）「
越
」
一
―
一
―
七
、一
―
一
―
八
、一
―
一
―
九
。

（
35
）�

十
三
代
島
津
忠
勝
に
発
給
さ
れ
た
奉
書
よ
り
、
忠
秀
の
時
に
越
前
島
津
家
の
所
有
で
は
な
く

な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。「
播
磨
国
布
施
郷
地
頭
職
並
下
司
公
文
両
職
事
、
為
貞
和
以
来
勲
功

賞
之
処
、
至
祖
父
（
＝
忠
秀
）
代
、
被
召
放
之
」（「
越
」
一
―
一
―
一
四
）。

（
36
）「
越
」
一
―
二
―
一
九
、一
―
一
―
一
〇
、一
―
一
―
一
一
。

（
37
）「
越
」
一
―
一
―
一
三
、一
―
一
―
一
二
。

（
38
）�「
越
」
一
―
二
―
一
三
。
前
年
の
十
一
月
十
日
に
、
忠
兼
の
播
磨
・
摂
津
両
国
で
の
軍
忠
に

対
す
る
足
利
義
詮
か
ら
の
御
感
御
教
書
が
発
給
さ
れ
て
お
り
（「
越
」
一
―
二
―
一
七
）、
当

恩
賞
は
そ
の
「
御
恩
」
を
実
体
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
39
）「
越
」
一
―
二
―
一
四
。

（
40
）�

義
詮
は
貞
和
五
年
に
尊
氏
か
ら
将
軍
を
譲
り
受
け
る
ま
で
鎌
倉
を
中
心
に
活
動
し
て
お
り

（
暦
応
元
年
七
月
十
一
日
条
、
康
永
三
月
十
六
日
条
等
（『
大
日
本
史
料
』、
以
下
同
じ
））、

暦
応
三
年
に
鎌
倉
執
事
に
就
任
し
た
（
暦
応
三
年
「
武
家
補
任
」）
憲
顕
と
は
面
識
が
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
義
詮
と
入
れ
違
い
で
鎌
倉
に
入
京
し
た
基
氏
へ
も
（
貞
和
五
年

九
月
九
日
条
「
園
太
暦
」）、
関
東
執
事
と
し
て
補
佐
し
て
お
り
、
基
氏
が
憲
顕
を
討
と
う
と

し
た
高
師
冬
に
擁
さ
れ
た
時
に
は
、
高
師
冬
の
陣
を
脱
出
し
、
憲
顕
と
共
に
鎌
倉
に
還
っ
て

い
る
（
観
応
元
年
十
二
月
二
十
五
日
条
「
古
文
書
録
」）。

（
41
）�

貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
三
月
二
十
四
日
条
（「
上
杉
古
文
書
」『
大
日
本
史
料
』）
に
は
、「
関

東
管
領
事
、
自
京
都
（
＝
義
詮
）
度
々
雖
被
仰
候
、
時
儀
難
治
候
間
、
令
延
引
候
、（
中
略
）

此
事
多
年
念
願
事
候
間
、
此
時
就
願
大
慶
候
、（
後
略
）」
と
基
氏
は
記
し
て
お
り
、
基
氏
・

義
詮
が
憲
顕
の
関
東
管
領
へ
の
復
帰
を
望
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
42
）「
明
月
院
文
書
」
三
八
三
（『
鎌
倉
市
史
』
史
料
編　

第
三
・
四
）。

（
史
学
専
攻
博
士
課
程
前
期
二
〇
一
九
年
修
了
）

Conduct�and�treatm
ent�of�local�sam

urai�in�the�N
orthern�and�Southern�

Courts�era:�seen�through�the�case�of�H
arim

a�Province

SH
IM
IZU
�Y
uka�

［Abstract

］T
he�N

orthern�and�Southern�Courts�era�lasted�for�the�
relatively�brief�span�of�60�years,�but�hurled�Japan�into�a�vortex�of�
conflict�betw

een�the�courts�of�the�north�and�south�and�w
as,�m

oreover,�
the�era�that�gave�birth�to�the�pow

erful�sam
urai�w

ho�w
ere�to�lead�the�

M
urom

achi�shogunate.��H
ow
ever,�behind�the�public�stage�upon�w

hich�
these�pow

erful�sam
urai�acted�there�w

as�of�course�another�stratum
�of�
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sam
urai�w

ho�played�a�supporting�role.��In�this�paper�I�describe�those�
serving�beneath�the�pow

erful�sam
urai�in�their�various�territories�as�

“local�sam
urai,”�and�cite�and�consider�the�exploits�of�the�H

arim
a�

sam
urai�and�exam

ples�of�the�treatm
ent�received�in�the�light�of�these�

exploits�by�these�sam
urai,�an�entity�for�w

hom
�the�opportunities�to�

place�in�the�spotlight�are�few
�and�far�betw

een.
W
hat�w

as�em
phasized�m

ost�in�sam
urai�society�w

as�the�m
aster-vassal�

relationship�that�created�a�connection�in�w
hich�upon�one�hand�the�

vassal�w
as�utterly�faithful�to�his�m

aster,�and�in�return�the�m
aster�

provided�favors�to�the�vassal.��T
his�w

as�because�through�the�stringent�
observance�of�this�system

�the�vassal�obtained�territory�and�status,�
w
hile�the�m

aster�w
as�able�to�m

aintain�a�stable�labor�supply�and�
revenue.
It�w

as�due�to�this�relationship�that,�as�w
itnessed�in�the�dispute�

betw
een�K

yoto’s�Gionsha�and�H
im
eji’s�H

irom
ine�fam

ily,�in�situations�in�
w
hich�retention�of�territory�w

as�possible�even�w
ithout�an�

interm
ediary,�there�w

as�no�need�to�seek�the�assistance�of�the�m
aster.�

Furtherm
ore,�as�the�case�of�the�A

zum
i�fam

ily�illustrates,�it�w
as�

possible�for�vassals�to�choose�their�ow
n�m
aster�according�to�the�state�

of�w
ars,�and�devote�them

selves�to�retention�of�territory.
M
oreover,�the�7

th�generation�leader�of�the�Echizen�province-based�
Shim

azu�fam
ily,�Shim

azu�T
adakane,�raised�the�status�of�his�fam

ily�by�
engaging�in�the�B

attle�of�N
iudera�that�took�place�betw

een�the�
provinces�of�Settsu�and�H

arim
a,�grow

ing�to�becom
e�a�figure�

prom
inently�regarded�am

ong�the�H
arim

a�sam
urai.��H

is�participation�

in�num
erous�battles�w

as�also�rew
arded�w

ith�the�receipt�of�land.�
H
ow
ever,�due�to�m

any�obstacles�it�w
as�not�possible�to�rule�over�the�

aw
arded�land,�w

ith�people�dispatched�there�to�m
anage�it�som

etim
es�

being�m
urdered,�and�as�a�result�the�granting�of�aw

ards�actually�
disadvantaged�the�recipient.��N

onetheless,�w
ith�the�objective�of�

m
aintaining�territory�and�acquiring�new

�land,�for�as�long�as�they�kept�
on�trusting�their�m

asters�these�sam
urai�continued�to�devote�

them
selves�to�servitude�in�return�for�favor�

［K
ey�W

ords

］Sam
urai�society,��relation�of�m

aster�and�servant,�
retention�of�territory,��rew

ards,��H
arim

a�sam
urai


