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曲叢

租
税

に
於
け

る
給
付
能
力

の
原
則

・

嗣系
…進
税
説

の
統
計
的
観
察

中
世
都
市

の
獲
達

農
業

労
働
問
題

・

時

論
鯛

大

正
十
年
度

の
豫
算

を
讀

む

・

一説

苑

八
時
.…間
労

働
制

の
浴
革

・

井
リ

ヤ
ム
・
タ

ム
ス
ン
の
分
配
論

・

雑

録

史

的
唯
物

論
略

解

家
畜
保
険

に
就

て

注
學
博
士

法

學

士

.
文
學
博
士

渋
墨
博
士

法
學
博
士

法
學
博
士

経
済
學
士

法
華
博
士

脛
濟
學
士

瀞

戸

正

雄

汐

見

三

郎

三

浦

周

行

河

田

嗣

郎

小
川
郷

太
郎

山
本
美
越

乃

堀

輕

大

河

上

筆

野

口

正

造

一.・..幽幽伽.一一 「 ρ一一一一 一
一.一一一.. 」 、.'」:__一



、

論
.、
叢

中
世
都
市

の
獲
撲
(
三
)

'

第
十
三
巻

中

世

都

市

の

襲

達

(三
)

I

l
勤

明

貿

易

の
影

響
1

(第
二
號

五
〇
)

一
九
四

三
.

浦

周

行

室
町
時
代
の
初
期

に
幕
府
が
明
に
謝
し
て
攣
則
的
外
交
を
開
始
し
て
か
ら
、
其
影
響

を
受
け
て
、
都
市
の
巖
達

を
促

し
た
こ
ざ
も
看
過
す
る
こ
ご
が
出
来
隙
。

足
利
義
満

の
明
に
向

つ
イ、
使
節
を
派
遣
し
た
の
は
慮
水
入
年
に
始
ま
る
。
是
よ
り
以
前
に
我
遣
使
の
事
を
書

い

た
支
那
側
の
歴
史
記
録
も
な

い
で
は
な
い
が
、

一
つ
ε
し
て
確
だ
る
徴
讃
を
見
出
だ
さ
兎
の
み
か
、
劃
て
其
反
謹

に
富
ん
で
居
る
。
散
に
私
は
義
満
が
略
海
内
を
卒
足
し
、
部
下
の
反
抗
者
を
沈
黙

さ
せ
た
後
.
兼
ね
て
其
意
志
の

動
き
つ
Σ
あ

っ
た
劃
明
外
交
に
着
手
し
た
ε
見
る
方
が
、
亭
賢

婦
も
合
し
、
且

つ
極
め
て
自
然
的
で
あ
る
芝
考

へ

る
。尤

も
彼
れ
は
是
よ
り
発
き
、
明
か
ら
も
朝
鮮

か
ら
も

一
再
な
ら
す
、
我
国
民

の
其
沿
岸
地
方

に
於
け
る
劫
掠
を

禁
止
す

べ
き
申
出

に
は
接
し
て
居
た
。
彼
れ
が
外
交
を
開
始
す

る
の
理
由
は
他
に
あ

っ
た
に
も
せ
よ
、
此
要
求
に

副
ふ
を
灘
明
も
し
、
實
打
も
し

つ
』
あ
っ
た
の
は
事
貿
で
あ

っ
て
、
明
が
其
脛
濟
上
の
損
失
を
忍
び
っ
、
我
希
望

を
容
れ
た
の
は
、
全
く
此
好
餌
に
釣
ら
れ
た
も
の
`
謂

っ
て
宜
し
い
。
.然
れ
ば
日
明
貿
易
開
始
の

一
つ
の
動
機
は

、



,

彼
れ
の
所
講
倭
寇
の
禁
止
で
あ
る
ε
い
ひ
得

る
`
共
に
、
又
日
明
貿
易
の
媒
介
者
も
倭
寇
其
者
で
あ

っ
た
ε
い
ぴ

得
右
の
で
あ

る
。

我
国
の
貿
易
は
古
來
朝
廷
や
幕
府
を
本
位
ε
し
た
こ
ε
で
あ

っ
て
、
盲
は

ゴ
官
王
氏
從
ど
も
稠
す

べ
き
も
の
で

あ
る
。
故
に
民
間
貿
易
に
濁
し
て
は
、
極
力
の
干
渉
掣
肘
を
加
ふ
る
の
例
で
あ

っ
て
、
鎌
倉
幕

府
の
如
き
も
。
貿

易
船
を
禁
止
し
若
し
く
は
隻
敷
を
制
限
し
、
特
に
西
園
の
海
賊

に
関
す

る
取
締
令
を
獲
し
て
居
る
。
然

る
に
朝
廷

の
威
力
が
衰

へ
、
幕
府
も
遠
く
東
園
に
あ

っ
て
監
視
の
眼
が
届
き
兼
ね
た
に
乗
じ
て
、
西
園
地
方
に
於
げ
る
民
間

の
貿
易
家
が
頓

に
活
躍
し
幽
し
π
。
彼
等
は
も
ε
よ
b
何
等
官
憲
の
保
護
を
期
待
せ
す
し
て
働
駈
の
外
國
貿
易
に

・

従
事
す

る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
二半
和
の
経
済
職
以
外
、
時
ε
し
て
往

々
常
軌
を
逸
す
る
海
賊
的
行
爲
を
敢

て
し

た
の
は
是
非
も
な
い
こ
ε
で
あ
る
。
而

か
も

こ
れ
を
善
意

に
解
す
れ
ば
、
官
貿
易
が
国
風
貿
易
に
移
り
、
保
護
士
山

,

義

の
貿
身
が
自
由
主
義

の
貿
易
に
憂
ら

ん
ε
す
る
も
の
ε
看
做

さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
彼
等
民
間
貿
易
家
の
擁
頭

は
、
我
貿
易
史
上
注
意

に
値
ひ
す

る
も
の
ざ
謂
ふ
こ
也
が
出
来
や
う
。

加追

饗

時
代
に
元

.
高
麗
の
來
婆

あ

っ
て
、
蔵

蓬
基
節

國
ε
の
国
交
が
艶

さ
れ
た
.、
爵

、
蓋

の
民
間

蕪

貿
易

を
阻

擬

し
た
こ
ε
言

ふ
～迄
も
な

い
が
、
彼

文
永

・
弘
安
荷
役

の
中
間

に
於

て
さ

へ
、
此

種

の
貿
易

舩

で
元

に

獺沙

渡
航
七
て
幕

を
行

つ
セ
も
の
も
あ

っ
義

で
、
粟

に
国
境
な
と

の
諺

箱

墜

現
。
れ

つ
、
あ

っ
た
の
で
.

舗

あ

る
。
此
間

元
が
季

和

の
使

ご
し
て
暉
僑
を
載

れ
に

寄
越

し
陀

の
は
、
我
鼠

俗
の
灘
宗

に
蹄
依

し
た

こ
ε
を
闘

い

り

論
.
畿

中
世
都
市
の
蛮
達
(三
)

第
+
三
巻

(第
二
號

五
一
)

一
湘
五

一.



.「

論

叢

中
世
都
市
の
張
達
(三
)

第
十
三
巻

(第
二
號
』
五
二
)

一
九
去

て
利
用
し
た
に
し
て
も
、
彼
等
が

一
切
の
塵
事
.ε
相
關

せ
ざ
る
出
世
間
の
身
で
あ
る
こ
己
が
、
国
際
間
の
猜
忌
や

反
戚
を
緩
和
す
る
に
ふ
さ
は
心
か
つ
だ
か
ら
で
あ

る
。
其

「
人
で
あ

っ
た

」
寧
が
我
貿
易
船
に
身
を
託
し
て
来
朝

し
π
事
賢
は
頗

る
趣
味
あ
る
こ
ビ
}
謂
は
ね
ば
な
ら
兎
。

、
さ
り
な
が
ら
保
護
貿
易
が
比
較
的
安
全
で
、
且

つ
利
金

の
確
實
な
る
こ
ご
は
申
す
迄

も
な
か
っ
把
。
殊

に
海
賊

の
難
の
多
か
っ
た
常
時
に
於
て
、
少
く
ε
も
日
本

の
領
海
丈
で
も
其
航
路

の
.安
全
を
保
障
さ
る
、
こ
ご
は
、
如
何

ば
か
り
擢
ま
し
き
こ
ε
で
あ

っ
た
ら
う
。
自
由
主
義
の
民
間
貿
易
が
盛
ん
に
行
は
れ
つ
Σ
あ
っ
た
聞

に
も
、
叉
此

安
全
な
る
醤
式
貿
易
の
断
線
を
見
な
い
諜
に
行
か
な
か
っ
た
の
は
こ
れ
が
爲

め
で
め
る
。

暦
葱
四
年
に
始
ま
っ
た
天
龍
寺
船

は
足
利
幕
府
が
天
龍
寺
造
螢
の
輕
費
を
得

色
爲
め
に
、
蹄
朝
後
は
損
益

に
拘

ら
す

、
銭
五
千
貫
女
を
寺
家
に
納
附
す

べ
き
契
約

の
下
に
民
間
の

一
貿
易
家

の
元
に
遣
す
貿
易
船
に
保
護
を
與

へ

た
も
の
で
あ
る
が
、
鎌
倉
幕
府
の
末
期
に
於
て
も
、
建
長
寺
の
造
瞥
料
を
得
ん
ざ
し
て
元
に
遣
さ
れ
た
貿
易
船

の
爲

の

め
海
上
の
警
衛
を
命
じ
π
事
實
が
あ
る
。
天
龍
寺
船
は
畢
「寛
是
等
前
代
の
遺
制
を
復
讐
し
た
も

の
に
外
な
ら
漁
。

此
方
法
に
撮
れ
ば
、
幕
府
は
ロ
ハ
其
権
力
を
行
使
す

べ
き
範
園
内
に
於
て
、
貿
易
素
潜
に
保
護
を
與

へ
、
其
牧
盆
の

幾
分
を
寺
家

に
納

め
て
建
築
費

に
充
て
さ
せ
た
丈

で
あ

っ
て
幕
府
自
身
利
得
す
る
ご
こ
ろ
は
な
か
っ
た
け
れ
こ
も

見
様

に
依

っ
て
は
、
幕
府
が
み
つ
か
ら
其
蹄
催
し
た
寺
院
に
謝
し
て
寄
附
行
為
に
代

へ
た
`
こ
ろ
の

一
手
段

ε
看

嵌

さ
れ
や
う
。

2)天 龍春造 螢記録

3)児 玉轍採集交書

「



畠

鷹
永
八
年

の
義
満

の
謝
明
外
交
は
表
面
頗

る
堂

々
た
る
も
の
で
は
あ

っ
た
が
、
其
實
外
交
の
催
面
を
被

っ
た
貿

易

に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
彼
れ
が
博
多
の
貿
易
家
肥
富
某

に
勤
め
ら
れ
て
、
人
も
あ
ら
う
に
、
此

一
商
人
を
正
使
ご

し
て
派
遣
し
た

一
事
で
も
、
其
外
交
の
誠
意
あ
り
し
や
否
や
を
ト
し
得
ら
る

》
で
は
め
る
ま
い
か
。

鎌
倉
幕
府
以
來
、
外
囲

ε
の
通
交
に
つ
い
て
は
幕
府
は
必
ず
奏
聞
し
て
勅
裁
を
仰
ぐ
の
不
文
律
が
成
立

っ
て
居

た
。
而
か
も
義
瀧
が
明
に
向

っ
て
外
交
を
開
始
す

る
に
當

っ
て
は
事
前

に
上
奏
の
手
続
を
取

っ
た
形
跡
は

一
つ
も

見
え
な
い
。
彼
れ
が
最
初

の
書
簡
こ
そ
東
坊
城
秀
長
が
起
草
し
て
居
花
が
、
其
後
は
皆
彼
れ
の
秘
書
こ
も

い
ふ

べ

き
五
山
の
層
層
の
筆

に
成

っ
て
居
り
、
使
節
も
亦
同
様
で
あ

っ
だ
。
此
重
大
な
る
曹
慣
を
破

っ
だ
彼
れ
の
外
交
は

ノ

彼
れ

一
己

の
私
外
交

で
あ
b
、
秘
密
外
交

で
あ

っ
た
ひ

其

明
帝

に
封

し
て
臣

ξ
穰
し
、
.日
本
國

王
の
號

を
冒

し
、

明

の
正
朔
を
外
交

交
書
に
載

せ
た

こ
ご
な

ご
、
我

国
艦

に
取

っ
て
許
す

べ
か
ら
ざ
.る
屈
辱

は
、
彼

れ
を

し
て
秘
密

を
保

つ

べ
き
方
針

を
取
る

に
傾

か
せ
だ

の
で
あ

る
。

從

っ
て
其
委
曲

を
悉
く
す

こ
一し
は
困
難

で
あ

る
け

れ
ざ
も

こ

れ

が
開
始

の
動
機

が
、

一
艮
間
貿
易

家
の
渤

読

に
聴

き
、
剰

へ
こ
れ
を
以
て
正
使

・し
し
た

ξ
い
ふ
異
常
な

る
出
來

事

に
考

へ
、
更

に
前

に
述

べ
た
や
う

な
過
去

の
保

護
貿

易

に
思

ひ
合

せ

る
ε
、
肥
富

は
猶

ほ
天
龍
寺
船

の
至
本

の

如

く
、
事
實

上
其

出
資

者

で
は
あ

り
な
が
ら

、
義
満

の
名

に
於

て
、
外
交

の
影

に
隠

れ
た

一
種

の
請
負
貿
易

を
行

っ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
天
龍
寄
船

の
場
合

ご
蓮
.ひ

、
義

満

に
向

っ
て
股
盆

の
幾

分
を
納

め

さ
せ
た
も

の
で
は
な

か

っ
た
ら
う

か
。
而

し

て
此
外
交

の
成

功
す

る

ε
否

ご
は
實

に
繁

っ
て
明

に
封
ず

る
我
海
寇

の
取
締

の
効

果
を

翠
ぐ

論

叢

ゆ
世
都
市
の
獲
達
(三
)

第
十
三
巻

(第
二
號

五
三
)

一
九
七



論

叢

中
世
都
市
の
獲
達
(三
)

第
十
三
巻

(第
二
號

五
四
)

一
九
入

る
ご
否
・し
に
あ
っ
た
か
ら
、
義
満

の
外
交

に
依

っ
て
多
大
な
る
打
撃
を
受
け
だ
も
の
は
外
な
ら

澱
我
民
間

の
冒
険

貿
易
家
で
あ
っ
π
。
要
す
る
に
義
満

に
依

っ
て
開
始
さ
れ
た
室
町
幕
府
の
外
交
は
我
貿
易
の
逆
轄
で
め
つ
て
貿
易

皮
上
の

一
時
期
を
劃
す

る
も
の
ε
看
做
す

べ
き
で
あ
る
。

此
外
交
ば
義
満

に
取

っ
て
は
豫
期
以
上
の
成
功
で
め

っ
た
。
慮
永
八
年
の
遣
使
は
彼
れ
ε
し
て

一
の
新
し
い
試

み
に
過
ぎ
な
か
っ
た
ら
う
が
、
翌
九
年
に
我
遣
明
船
の
蹄
朝
ご
作

っ
て
、
明
の
答
璃
船

が
参

っ
た
。
其
饗
十
年
に

明
使
が
蹄
國
す
る
ご
共
に
、
我
執
鵬
使
も
出
帆
し
た
。
爾
衆
慮
永
十
五
年
の
義
浦

の
薨
去
迄
毎
年
明
船
の
来
朝
帆

影
相
次
ぐ
有
様
ε
な
つ
π
の
で
あ
る
。

封
明
貿
易
に
於
て
兵
庫
は
い
つ
も
其
埠
頭
ぜ
な

っ
て
居
た
。
明
使
も
こ
＼
に
船
を
停
め
て
上
京
し
て
居
る
。
其

期
間
は
大
抵
半
歳
或
は
そ
れ
よ
b
以
上
の
事
も
あ

っ
た
。
京
都
に
於
て
さ

へ
彼
等
使
節
の
貿
易
を
行

っ
た
形
跡
が

あ
る
か
ら
、
園
内
に
於
け
る
商
業
都
市
ε
し
て
著
名
な
此
地

に
於
て
貿
易
の
行
は
れ
な

い
筈
は
な
か
っ
た
。

〔此

事
は
後
に
述

べ
る
)
加
之
義
満
が
始
め
て
明
に
使
を
遣

つ
π
慮
永
八
年

に
は
高
麗

の
船
が
兵
庫
に
着
岸
し
た
巴
聞

い
て
、
彼
れ
は
こ
れ
を
覧
ん
が
爲
め
、
往
復
十
日
を
費
し
て
京
都
か
ら
兵
庫
に
出
張
し
て
居

る
。
彼
れ
は
此
頃
頻

に
遠
近
各
地

に
旅
行
し
つ
、
あ

っ
た
ε
は

い
へ
、
此
出
張

は
彼
れ
が
外
國
人
乃
至
外
國
貿
易

に
多
大
の
趣
味
を
畳

ゆ
る
に
至

っ
た
爲
め
ε
観
測
す

べ
き
で
あ
ら
う
。

さ
れ
ば
明
使
の
来
朝
し
π
時
も
.
其
少
女
を
伴
う
て
、
見
物
の

嬬
め
兵
庫
に
赴
き
、
.尋
で
明
使
を
其
北
山
の
別
業

に
迎

へ
て
引
見
し
花
時
に
は
、
彼
等
の
族
舘

に
充
て
た
仁
和
寺

獅



の
法
性
寺
か
ら
別
業
迄
の
通
路
を
清
掃
し
、
武
士
を
以
て
警
衛

せ
し
め
、
其
儀
杖

の
盛
ん
な
る
こ
ぜ
目
を
驚

か
す

ば
か
り
で
あ

っ
た
。
兵
庫
や
京
都
が
此
新
し
い
勤
明
貿
易

の
開
始
に
依

っ
て
活
氣
附
い
た
こ
だ
は
暑
想
像
し
待
ち

る
＼
で
あ
ら
う
。

然
る
に
こ
れ
に
關
し
π
日
本
側
の
皮
料
の

【
切
見
當
ら

兎
短
め
、
此
貿
易
の
都
市
に
及
ぼ
し
π
影
響
を
知

る
上

に
も
隔
靴
掻
痒
の
歎
あ
る
を
免

れ
漁
の
は
深
く
遺
憾

ε
せ
な
け
れ
ば
な
ら
諏
。
そ
れ
に
は
室
町
幕
府
の
外
交

に
本

來
暗

い
影
が
あ

っ
て
外
間

の
窺
ひ
知
る
を
望
ま
な
か
っ
た
こ
ε
も
、
確
に
其

一
つ
の
理
由

こ
す

べ
き
で
あ
ら
う
。

束
幅
寺
の
岐
陽
和
荷
は
恋
永
九
年
に
来
朝
し
π
明
の
答
霧
使
の

一
人
な

る

一
庵
和
尚
に
購

っ
だ
轡
に

「
官
禁
稽
嚴

の

不
レ
許
三
便
入
水
二
往
和
佃
之
門

一具
徒
仰
慕
而
巳
」
云
々
`
書

い
て
居
る
。
幕
府
が
此

の
如
く
邦
人
の
彼
族
舘
に
出

入
し
、
使
節

に
接
地
す
る
の
機
會
を
與

へ
な
か
つ
π
の
は
、
亦
此
用
意

に
出
で
た
も

の
で
あ
ら
う
。
此
頃
兵
庫
關

は
南
北
の
両
開

に
分
れ
.
北
開
は
東
大
寺
の
、
南
關
は
興
福
寺

の
所
管
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
關
す
る
記
録
交
書
も

相
當
多
く
簿

は
つ
て
戻

る
け
れ
こ
も
、
其
管
轄
は
何
れ
も
國
内
の
船
舶
を
取
扱
ふ
に
止

っ
て
、
外
国
船
殊
に
明
の

外
交
使
節
を
載
せ
把
船
舶
に
及
ぱ
な
か
っ
た
爲
め
、
何
等
こ
れ
に
關
し
た
記
録

・
交
書
を
傅

へ
鳳
は
寧

ろ
當
然
で

あ
る
。

義
満
の
屈
辱
的
外
交
眠
常
時
に
於
て
も
非
難
を
免
れ
な
か
つ
π
爲
め
、
彼
れ
の
後
継
者
た
.る
義
持
の
時
代
に
至

っ
て
中
止
さ
れ
た
が
、
其
後
約

二
十
年
の
後
、
義
激
特
箆
・の
時
代

に
再
興

さ
れ
た
、
外
交
の
美
名
に
隠

れ
て
貿
易

論

叢

中
世
都
市
の
叢
達
(三
)

「

第
†
三
巻

(第
二
號

五
五
)

一
九
九

4)岐 陽遺稿

.一一一



凸

■

論

鰻

中
世
都
市
の
腫
達
(耳
)

第
+
三
巻

(第
二
號

五
六
)

二
〇
〇

を
行

ふ
方
針

は
、
義
満

の
蒋
ご
同
じ

で
あ

っ
π
け

れ
こ
も

、
幕

府

の
財
政

が

一
層

窮
乏

で
あ

っ
た
丈

、

一
層
露
督

の

ε
な
っ
た
の
で
み
る
。
周
鳳
は
此
外
交
を
「
遊
者
大
將
車
駕
レ利
レ國
故
、
瓢
通
二
書
信

一」
ε
い
っ
て
居
る
。
將
軍
の

私
的
外
交
を
道
破
し
た
黙
は
も
ご
よ
り
當

っ
て
居
る
け
れ
こ
も
、
其
目
的
の
「
爲
レ利
レ
國
」
ご
い
つ
だ
の
は
満
濟
が

「
爲
二
本
朝
御
興
隆
之
大
事

一」
ご
い
っ
て
居

る
の
ε
同
じ
く
、
公
私
混
同
の
甚
し
き
過
賞
の
評
で
め
る
。
尤
此
種
の

外
交
は
義
満
や
義
敏
等
ば
か
り
で
は
な
く
、
明
す
ち
同
様
で
あ

っ
た
ε
認
む

べ
き
理
由
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
段

の
説
明
に
譲

っ
て
、
こ
Σ
に
は
他
に

一
つ
の
實
例
を
擧
げ
て
見
や
う
。

鷹
永
十
五
年
ご
同
じ
く
十
九
年

ε
に
南
螢
船
が
我
が
北
海
の
要
港
の

一
つ
な
る
若
狭
の
小
液
汁
に
入
港
し
て
国

王
亜
烈
進
卿

か
ら
日
本
国
王

へ
の
贈
物
を
齎
ら
し
た
こ
巴
が
あ
る
。
此
他
に
も
慮
永
二
十
五
年

に
南
螢
國
よ
り
方

物
の
來
た
こ
ε
が
満
濟
往
后
日
記
に
見
え
る
分
は
矢
張
小
濱

へ
入
港
し
π
も
の
で
は
な
か
ら
う

か
。
此
南
蟹
船
は

從
來

ア
ラ
ビ
ア
の
で
あ
ら
う
ε
思
は
れ
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
私
は
朝
鮮

の
實
録
を
調
査
し
た
結
果
、
瓜
睦
で
あ

る
こ
ε
を
知

っ
た
。
、瓜
畦
船
は
此
頃
朝
鮮

へ
も
來
て
通
交
ε
共
に
貿
易
を
畳

ん
で
居
セ
が
、
我
国

へ
來
朝
し
た
の

も
朝
鮮

か
ら
で
あ
っ
た
ざ
斑
し
き
こ
ご
は
、
同
国
ε
交
通
の
あ
っ
だ
小
濱
に
入
港
し
た

↓
事
で
知
れ
る
。
南
螢
の

使
節
は
両
度
共
心
濱
の
問
九
本
阿
彌

の
家
に
泊

つ
π
。
問
丸
は
帥
ち
貨
物

の
委
托
販
費
の
傍
ら
、
族
舘
業
を
も
替

ん
で
居
た
問
屋
で
あ
る
が
、
彼
等
は
恐
ら
く
此
珍
奇
な
る
南
洋
産
物
の
委
托
販
宣
に
依

っ
て
多
大
な
る
潤
盆
を
得

グ

ジ

セ
こ
ご
で
あ
ら
う
。
當
塒
小
憤
は
皇
室
の
御
料
地
で
あ

っ
た
爲
め
、
朝
廷
よ
り
は
幕
府
を
繧
て
南
攣
鐵
船

の
公
事

5)
6)
7,

善隣國餐認

若挾国税所今富名煩 圭代 々次第

満洲准肩 口記懸永 二†五孚A月 十八 日條
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を
直
納
す

べ
き
旨
守
護

一
色
義
範

に
御
沙
汰
が
あ

っ
π
の
も
、
強
ち
御
無
理
ε
は
申
さ
れ
ま
い
。

義
涌
が
第

一
回
の
遣
使
の
出
資
者

に
つ
い
て
は
試
み
に
私
見
を
述

べ
て
置

い
た
が
、
慮
、氷
+
年
第
二
図
の
遣
使

に
つ
い
て
は
、
.将
軍
か
ら
種
々
の
武
器
等
を
使
節

に
渡
し
た
以
外
に
、
諸
大
名
か
ら
も
同
様
貿
易
の
爲
め
に
貨
物

を
託
送
し
た
・
ε
が
日
次
託
に
見
え
る
。
然
る
に
義
敏
の
遣
使
か
ら

そ
れ
ら
の
事
が

肩

組
織
曽

な
寝

、
其

第

百

の
遣
使
の
如
き
本
船
類
盤

附
馬
船
の
意
)共
五
隻
(
一
號
潴
よ
り
五
號
船

に
至
る
)
か
ら
成
り
、
將
軍

の
外
.

山
名
以
下
の
諸
大
名
・
石
溝
水
・
大
乗
院

・
相
国
寺
等
が
唐
船
人
数

」(十
人
ξ
も
十
三
人
ぜ
為
)
な
る
も
の
に
加

へ
ら

れ
其
鷲
舶
貨

物
の
調
達
・設
備
・
族
費
笠

切
の
経
費
を
分
憺
し
だ
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
名
は
日
本
國
王

の

外
交

で
あ

っ
た
け
れ
こ
も
、
實
は
是
等
の
少
数
の
人
々
の
合
資
貿
易
事
業
に
外
な
ら
漁
。

併

し
な
が
ら
明
使
の
如
き
も
、
.決
し
て
輩
な
る
外
交
使
節
を
以
て
目
す

べ
き
も

の
で
は
な
か

つ
π
。
其
、永
享
六

年
の
答
聰
使
の
如
ざ
も
、
我
れ
ε
同
じ
(
五
隻
を
率
み
て
来
朝
し
陀
の
で
め

つ
て
、
内
官
三
人

.
外
官
二
人
共
入

京
し
て
幕
府

の
引
見
式
の
行
列
に
加
は
っ
た
随
員
丈
で
も
藪
百
人
(
記
録
に
依
っ
て
少
き
は
三
百
人
か
ら
五
百
人
.
.

⊥
ハ
七
百
人
ε
書
い
て
居
る
。
間
々
千
二
三
百
入
ε
あ
る
は
誇
張
に
過
ぎ
る
や
う
で
あ
る
。
)
將
軍

へ
の
方
物

辛

櫃

五
+
食

鳥
屋
+
箪

薩

(鏡

三

+
欝

ε
あ
る
は
莫
大

の
荷
物

箱

違
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
五

隻

の

船

に
敷

百
人

の
随

員
を
乗

せ
て
の
来
朝

は
蝕

り
に
大
袈

裟

で
あ
ら

う
。
満

濟

准
丘

日
記
を
見

る
ε
、
彼
等
が
京

都

.に
滞
在
中
貿
易

の
行

は
れ
た

ご
見

る

べ
き
多
少

の
傍
讃

が
な

い
で
は

な

い
。

.論

叢

中
世
都
市
の
獲
達
(三
)
.

第
十
三
巻

(第
二
號

五
七
)

二
〇
一

8)看 聞 日記永享六年六月五 日條

、

電



冊

論

叢

中
世
都
市
の
獲
達
〔三
)

第
+
三
巻

(第
二
號

五
入
)

二
〇
二

義
持

の
時
外
交
断
絶
以
来
優
越
の
取
締
を
求
む
る
に
途

の
な
か
っ
た
明
は
義
漱
の
遣
使
に
接
し
て
満
足
の
餓
り

我
使
櫛

　
行
数
百
人
に
謝
し
て

も
出
來
得
る
限
り
の
優
遇
を
與

へ
た
。
さ
れ
ば
當
聴
隠
然
義
激
の
内
治

.
外
交
等

の
顧
問
で
あ

っ
た
瀟
瀟
は
今
後
渡
明
す
る
邦
人
の
冷
遇
を
受
け
な
い
爲
め
、
朋
使
優
待
の
必
要
を
説
き
、
明
使
の

旗
館
の
仁
和
寺
法
住
寺
に
決
せ
ら
れ
た
こ
ε
に
射
し
て
も
、

次
唐
人
宿
車
、
仁
和
寺
法
住
寺
御
治
定
云
々
、
此
在
所
若
唐
人
意

一一
不
二
相
叶
一儀

モ
ヤ
ト
存
候
、
唐
人

モ
定

萱
買
ヲ
本

卜
可
レ
仕
歎
、
然
者
毎
日
可
二
出
京
仕

一内
野
ヲ
蓬
々
可
二
罷
通
一條

」
第

一
路
次
怖

畏

毛
可
レ在
レ之

歎

、
.萬

皿
唐
人

一
人

モ
不
慮
儀

二
可
=
罷
逢

一條
、
日
本
蝦
瞳
不
レ
可
レ
過
レ之
哉
、
次
末
々
唐
凡
難
等
毎

日

酒

肉
費
買
儀
、
於
=
法
住
寺

一下
レ
可
レ
得
二
其
便

】歎
、
黙
考
唐
人
等
周
章
可
レ爲
=
勿
論

一候
歎
、
唐
朝
王
鯛
レ被
二
蹄

の

聞
H、
第

一
疎
荒
御
賞
翫
儀

モ
ヤ
ト
存
候
云
々
。

ε
い
っ
て
反
謝
し
て
居

る
。
此
中
酒
肉
費
買
云
々
ご
あ
る
は
料
理
人
の
不
便
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
唐
人
も

定
め
て
費
買
を
本
こ
す
る
で
あ
ら
う
ε
い
ふ
は
貿
易
の
意
味
で
め
つ
て
、幕
府
の
外
交
事
情

に
曉
通
し
た
人
文
、
流

動

石
に
外
国
人

に
謝
す

る
同
情

に
富

ん
で
居

る
の
は
笑

止

で

め
る
。
春
闘

日
記

に
當
時

明
人
商

賈
の
爲

め
唐
墨

が
流

布
し

π
ε
見

え
る
は
即

ち
此

貿
易

に
依

っ
た
.も

の
に
外
な
ら

の
。
京

都

の
商
業

が
光

明

の
商
品

の
輸
入

に
依

っ
て

刺
激

さ
れ
た

こ
ざ
も

少

し
ε
せ
な

か

っ
た
で
め
ら
う

。

京
都

に
於
て

さ
う
で

あ

っ
把

か
ら
、
兵
庫

に
於

て
も

同
様

の
貿
易

の
行

は

れ
た
こ
・し
は
、
略
類
推
す

る

こ
ご

が
出

げ

9)滞 流准盾 日記永享 六年 五月十二 日條

10)看 聞 日記永享六年 六月十八 日條
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來
や
う
。

兵
庫
荘
は
い
つ
し
か
將
軍
の
御
料
地
ε
な

っ
て
居
る
。
賢
徳
元
年
義
政
が
將
軍

ピ
な
り
て
創
始
の
式
を
行

つ
花

時

に
、
源
氏
の
氏
神
た
る
石
清
水
八
幡
宮
に
御
敏
書
を
以
て
兵
庫
庄

の
内
を
寄
附
し
た
が
、
康
富
記
に
は
、
兵
庫

御
料
所
の
内

蓬
記
さ
れ
て
居

る
。
而
し
て
兵
庫
に
は
将
軍
の
直
轄

の
倉
塵
が
あ
っ
て
、
遣
明
使
の
船
が
、
明

か
ら

輸
入
し
た
貨
物
を
こ
》
に
納
め
て
世

い
π
や
う
で
あ
る
。
永
享
六
年
遣
明
使
の
道
淵
に
不
正
行
爲
が
あ
っ
た
駕
め

其
船
全
膿
(
⊥八
月
二
十
四
日
係

に
小
泉
丸

ε
め
る
も
、の
か
)
を

一
先
づ
兵
庫
の
藏

に
難
じ
置

い
て
、
逐
て
何
れ
か
に

寄
附

せ
ら
れ
ん
ご
し
た
事
が
蒲
濟
准
后
日
記

に
見
え
る
の
は
道
淵

の
船
酔
没
収
し
て
兵
庫
に
あ
る
將
軍
の
倉
庫
に

保
管
せ
し
む
る
事
を
意
味

し
だ
も
の
で
あ
る
。

、

此
頃
幕
府

の
財
政
は
政
所
に
於
て
管
掌

さ
れ
て
居
た
が
其
牧
人
毎
月
約
⊥八
十
貫
文
は
京
都
・
近
江
の
土
倉
・酒
屋

の
役
銭
即
ち
暫
業
税

の
牧
人
を
以

っ
て
こ
れ
に
充
て
ら
れ
公
方

の
御
倉
な
る
も
の
が
あ
っ
て
將
軍
御
料
地
の
年
貢

や
金
銭
の
出
納
事
務
を
取
扱
っ
て
居
た
の
で
、
納
鏡
方
御
倉

ε
も
い
っ
た
。
其
主
任
が
御
倉
奉
行
で
あ
る
。
寛
正

五
年
の
冬

よ
b
諸
商
賈
役
即
ち
商
人
の
瞥
業
税
の
徴
枚
方
を
此
の
御
倉
で
あ
る
ε
こ
ろ
の
正
實
坊
に
命

述
ら
れ
た

ゴ

ク

ニ
ン

が
、
正
實
坊
は
更
に
山
門

の
公
入
を
其
使
円
し
て
取
立
て
さ
し
た
。
京
都
の
土
倉
は
鞍
業
上
の
便
宜
を
得
る
爲
め

に
山
門

の
公
人
ε
な

っ
て
居
π
も
の
が
多
か
っ
た
や
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
愁
ら
く
は
同
業
者

で
あ
ら
う
。
所

謂
公
方
の
御
倉
は
非
常
に
役
徳
の
多
か
っ
た
も
の
こ
見
え
て
、
蔭
涼
軒
日
録
に
「
或
剣
客
日
、
正
實
坊
如
レ曹
公
方

御
倉
璽

二

人
一領
レ
之
、亦
不
レ幸
乎
」
ε
見
え
て
居
る
。
併
.し
其
後
を
見
る
冠
、
納
畿
方
御
倉
は
正
貴
を
改
め
て
騨

論

叢

中
世
都
市

の
膿
達
〔
三
)

、

第
+
三
巻

(
第
二
號

五
九
)

二
〇
三

口)滞 濟准后 日記永享 六年六 月九日條

工2)蔭 涼軒 口録 文正元年閏二 月十五 日條
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論

叢

中
世
都
市
の
議
達

〔三

)
.

第

十
三
巻

(第

二
號

六
〇
)

二
〇
四

r

住
・窒

・
棄

讐

愈

ら
れ
た
窮

っ
て
・
必
ず

し
も

天

に
限

っ
た
事
で
は
な
か
っ
た
や
う
で
あ
煽
・
彼
等

が
何
れ
も
同
業
者
中

の
亘
頭
で
あ

っ
た
こ
ご
は
、
寛
正
四
年
に
、
義
政
が
其
生
母
裏
松
重
子
の
亮
去

に
當

っ
て
佛

事
霧

む
べ
き
饗

を
、
公
響

大
名
及
び
京
都
の
壊

・
課
し
た
騰

】
般
の
土
登

別
に
・
正
寧

定
光
継
群

の

定
泉
の
四
人
が
各
千
疋
〃
獄
ぜ
し
め
ら
れ
て
居

る
も
の
で
知
れ
る
q

さ
れ
ば
こ
そ
彼
等
は
選
ば
れ
て
幕
府
の
納
銭

方
御
倉
た
る
光
榮

に
も
浴

七
た
の
で
あ

っ
て
恰
も
江
戸
時
代
の
爲
替
方
に
似

て
居

る
。
さ
れ
ば
將
軍
の
経
費
を
要

し
た
場
合
に
、
政
所
に
命
ず
れ
ば
、
政
所
は
更
に
公
方
の
御
倉
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。
親
元
日
記
に
見
え
だ
交
明

五
年
十

.一
月
八
日
政
所
の
飯
尾
よ
り
定
泉
坊
に
命
を
鯨

へ
把
も
の
な
ご
も

一
例
で
あ
る
。

京
都
の
土
倉
は
酒
屋
ご
共
に
卒
素
莫
大
の
役
銭
を
課
せ
ら
れ
た
上
に
.
臨
時
に
経
費
を
要
す

る
場
合

に
は
必
ず

前
記
の
如
く
進
上
を
張
ひ
ら
れ
陀
b
、
叉
借
用
の
名
義
で
御
用
を
仰
せ
附
か
る
を
例

ε
し
て
居
だ
事
は
江
戸
時
代

の
御
用
金
、
借
用
金
ε
か
い
ふ
も

の
に
類
し
て
居
る
。
義
漱
が
遣
明
船
を
獲
す
る
に
當
り
て
も
、
其
親
潜
即
ち
往

復
の
族
費
及
び
將
軍
が
兵
庫
に
旅
行
す

る
経
費
は
亦
京
都
の
土
倉

に
於
て

↓
聴

こ
れ
を
立
替

へ
て
畳

く
事
に
同
意

し
た
爲

め
に
行
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
は
逐
て
遣
明
船
の
蹄
朝
後
、
其
貿
易
の
牧
盆
を
以
て
辨
償

さ
る
べ
き
等

で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
等
に
辨
償
の
保
障
を
與
ふ

べ
き
目
的
を
以
て
、
彼
等
が
組
合
の
代
官
即
ち
代
表
者
を
兵
庫
に

置
あ

必
要
を
満
濟
は
力
説
し
て
居
ひ
。
思
ふ
に
兵
庫
の
將
軍
の
倉
庫
は
京
都
の
土
察

自
己
の
利
益
を
防
衛
す

る
薦
め
に
其
手
で
保
管
し
て
居
π
も
の
で
あ
ら
う
。

廟

1

13)親 基 日吉巳寛証三六年3一二 月三十 日rl

M)蔭 涼 軒 日録寛正四年八月二十九 日條

15)潸 潸准后 日記永享六年二月二十五 日條


