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1

東
寺
領
山
城
国
上
久
世
荘
に
お
け
る
段
銭
と
「
荘
家
の
一
揆
」

高
木　

純
一

キ
ー
ワ
ー
ド
：
惣
村
／
段
銭
／
荘
家
の
一
揆
／
室
町
期
荘
園
制

は
じ
め
に

一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
提
起
さ
れ
た
中
近
世
移
行
期
村
落
論
・
自
力
の
村
論
は
︶
1
︵

︑
依
然
と
し
て
通
説
的
位
置
を
占
め
て
い
る
︒
一
方
︑

そ
こ
で
描
か
れ
る
村
落
像
の
静
態
性
・
抽
象
性
に
は
早
く
か
ら
批
判
が
加
え
ら
れ
て
お
り
︶
2
︵

︑
地
域
毎
の
特
徴
や
︑
時
期
的
段
階
差
を
ど
の

よ
う
に
組
み
込
ん
で
い
く
の
か
が
︑
現
時
点
で
も
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
筆
者
は
︑
村
落
研
究
の
重
要
な

フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
畿
内
近
国
地
域
に
お
け
る
村
の
地
域
的
特
質
を
︑
と
く
に
荘
園
制
︵
室
町
期
荘
園
制
︶
と
い
う
観
点
か
ら
捕
捉
し
︑

こ
れ
を
中
世
・
近
世
の
移
行
過
程
の
な
か
に
組
み
込
ん
で
い
く
と
い
う
方
向
性
で
研
究
を
進
め
て
き
た
︶
3
︵

︒

と
り
わ
け
前
稿
で
は
︑東
寺
領
山
城
国
上
久
世
荘
を
事
例
と
し
て
︑中
世
荘
園
制
下
に
お
け
る
民
衆
闘
争
の
基
本
的
形
態
と
さ
れ
る
﹁
荘

家
の
一
揆
﹂
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
を
加
え
た
︒
多
様
な
闘
争
目
標
を
持
つ
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
の
う
ち
︑
年
貢
減
免
闘
争
と
井
料
下
行
闘



2

争
に
対
象
を
絞
り
︑
両
者
の
運
動
の
あ
り
方
の
差
異
や
︑
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
構
造
の
違
い
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
︒
加
え
て
︑﹁
荘
家

の
一
揆
﹂
が
室
町
期
荘
園
制
下
に
お
け
る
荘
園
村
落
の
再
生
産
構
造
に
お
い
て
不
可
欠
の
一
環
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︶
4
︵

︒
こ

れ
も
ま
た
︑
右
の
問
題
意
識
に
基
づ
く
作
業
の
一
環
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

た
だ
し
︑
前
稿
に
お
い
て
は
︑
年
貢
減
免
闘
争
と
井
料
下
行
闘
争
に
対
象
を
限
定
し
た
点
︑
村
の
再
生
産
構
造
の
描
写
が
不
十
分
な
も

の
で
あ
っ
た
点
な
ど
に
お
い
て
︑
な
お
も
課
題
を
残
し
た
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
室
町
期
荘
園
制
に
特
有
の
賦
課
で
あ
る
段
銭
︑
そ
れ
を

め
ぐ
る
荘
園
村
落
と
領
主
と
の
交
渉
＝
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
前
稿
の
見
解
を
補
強
し
︑
発
展
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

本
稿
の
具
体
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
な
る
の
は
︑
筆
者
が
こ
れ
ま
で
も
取
材
し
て
き
た
東
寺
領
山
城
国
上
久
世
荘
で
あ
る
︒
他
の
東
寺
領

荘
園
と
同
様
︑
日
本
中
世
屈
指
の
史
料
群
で
あ
る
﹃
東
寺
百
合
文
書
﹄
に
膨
大
な
関
係
史
料
が
あ
る
︒
研
究
史
上
で
も
盛
ん
に
取
り
上
げ

ら
れ
て
き
た
事
例
で
あ
る
が
︑
関
係
史
料
の
大
半
が
未
翻
刻
で
あ
る
た
め
︑
現
段
階
に
お
い
て
も
研
究
の
余
地
を
十
分
に
残
し
て
い
る
︒

ま
ず
︑
本
稿
に
必
要
な
範
囲
で
基
本
的
な
情
報
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒
上
久
世
荘
は
山
城
国
乙
訓
郡
に
所
在
し
た
荘
園
で
あ
る
︵
現
在

の
京
都
府
南
区
久
世
上
久
世
町
・
久
世
川
原
町
・
久
世
高
田
町
が
該
当
︶︒
建
武
三
︵
一
三
三
六
︶
年
に
足
利
尊
氏
に
よ
っ
て
東
寺
鎮
守

八
幡
宮
に
寄
進
さ
れ
︑
以
後
中
世
末
ま
で
東
寺
一
円
領
と
し
て
存
続
す
る
︒
東
寺
か
ら
上
久
世
荘
ま
で
は
徒
歩
一
時
間
ほ
ど
で
あ
り
︑
い

わ
ゆ
る
膝
下
領
荘
園
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
支
配
領
域
と
し
て
の
荘
園
と
︑
生
産
・
生
活
の
場
と
し
て
の
村
落
と
が
一
致
す
る
一

荘
園
一
村
落
の
事
例
で
あ
る
点
も
重
要
な
特
徴
で
あ
る
︒
耕
地
は
六
〇
町
余
り
︑公
田
数
は
五
四
町
余
り
で
あ
っ
た
︒
年
貢
約
二
三
〇
石
・

公
事
銭
約
三
〇
貫
文
・
公
事
藁
・
糠
な
ど
を
毎
年
東
寺
に
納
め
て
い
た
︒

史
料
に
恵
ま
れ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
が
︑
な
か
で
も
﹁
東
寺
鎮
守
八
幡
宮
供
僧
評
定
引
付
﹂︵
以
下
﹁
引
付
﹂︶
が

一
〇
〇
年
余
り
に
わ
た
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒﹁
引
付
﹂
は
そ
の
名
の
通
り
︑
上
久
世
荘
を
支
配
す
る
東
寺
鎮
守
八

幡
宮
供
僧
た
ち
に
よ
る
評
定
の
議
事
録
で
あ
る
︒
こ
の
評
定
は
︑
鎮
守
八
幡
宮
に
お
け
る
仏
神
事
や
供
僧
の
任
免
の
み
な
ら
ず
︑
所
領
支
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配
に
関
す
る
様
々
な
事
柄
が
評
議
・
議
決
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
︒
簡
素
な
記
述
も
多
い
が
︑
領
主
側
が
特
定
の
判
断
を
下
す
に
い
た
っ
た

経
緯
や
︑
そ
の
時
々
の
地
下
側
の
動
向
な
ど
︑
発
給
文
書
だ
け
で
は
知
り
得
な
い
情
報
を
多
く
含
ん
で
い
る
︒
と
り
わ
け
当
荘
は
京
郊
の

膝
下
領
で
あ
る
と
い
う
条
件
に
よ
り
︑
東
寺
領
全
般
の
な
か
で
も
よ
り
濃
密
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
筆
者
が
こ
の
荘
園
に
取
材
し
て

き
た
大
き
な
理
由
は
こ
の
点
に
あ
る
︒
本
稿
で
も
こ
の
﹁
引
付
﹂
を
中
心
的
な
史
料
と
す
る
︶
5
︵

︒

当
荘
の
支
配
体
制
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
こ
う
︒
室
町
期
を
通
じ
て
︑
荘
官
は
公
文
の
み
が
置
か
れ
る
体
制
で
あ
っ
た
︒
南
北
朝
期

以
来
︑
公
文
に
は
当
荘
出
身
の
舞
田
︵
真
板
︶
氏
が
在
職
・
相
伝
し
て
い
た
が
︑
相
論
の
末
︑
応
永
二
一
︵
一
四
一
四
︶
年
に
は
細
川
氏

家
臣
の
寒
川
氏
に
交
代
し
た
︒
そ
の
後
は
幕
府
内
部
の
政
治
変
動
に
規
定
さ
れ
︑
舞
田
氏
を
交
え
な
が
ら
も
遊
佐
氏
や
寒
川
氏
と
い
っ
た

武
家
勢
力
が
交
代
で
公
文
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︶
6
︵

︒
な
お
︑
こ
れ
以
降
は
公
文
正
員
は
ほ
と
ん
ど
荘
務
に
関
与
し
な
く
な
り
︑
公
文

正
員
の
派
遣
す
る
公
文
代
が
事
実
上
公
文
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
︶
7
︵

︒

ま
た
︑
当
荘
に
お
け
る
支
配
の
担
い
手
は
公
文
・
公
文
代
だ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
久
留
島
典
子
に
よ
り
︑
応
永
年
間
頃
か

ら
公
文
の
代
行
的
職
務
を
担
う
百
姓
た
る
﹁
沙
汰
人
﹂
が
出
現
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︶
8
︵

︒﹁
沙
汰
人
﹂
は
村
の
指
導
層
で
あ
る
年

寄
︵
老
者
︶
と
表
裏
の
関
係
に
あ
り
︑
実
際
に
村
政
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
先
行
し
て
い
た
︒
東
寺
は
そ
の
よ
う
な
存
在

を
限
定
的
な
が
ら
も
下
級
荘
官
と
し
て
把
握
・
編
成
す
る
こ
と
で
︑
公
文
や
公
文
代
の
み
を
支
配
の
担
い
手
と
す
る
支
配
体
制
の
死
角
を

補
完
し
︑
安
定
し
た
支
配
を
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
︶
9
︵

︒
無
論
︑
年
寄
た
ち
は
支
配
の
担
い
手
で
あ
る
前
に
村
の
代
表
者
で
あ
り
︑﹁
荘

家
の
一
揆
﹂
な
ど
を
主
導
す
る
存
在
で
あ
っ
た
︒
本
稿
で
扱
う
段
銭
を
め
ぐ
る
対
領
主
交
渉
に
お
い
て
も
︑
公
文
た
ち
だ
け
で
な
く
彼
ら

を
主
な
担
い
手
と
し
て
い
る
︒
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第
一
章　

上
久
世
荘
に
お
け
る
段
銭
の
概
要

第
一
節　

段
銭
の
賦
課
・
免
除
・
徴
収
・
算
用

﹇
表
﹈
は
︑﹁
引
付
﹂
に
見
え
る
上
久
世
荘
・
下
久
世
荘
に
対
す
る
段
銭
賦
課
の
事
例
を
網
羅
的
に
収
集
し
︑
そ
の
名
目
や
免
除
・
減
額

の
有
無
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
は
い
く
つ
か
の
事
実
が
指
摘
で
き
る
︒

ま
ず
︑
応
永
六
︵
一
三
九
九
︶
年
か
ら
寛
正
六
︵
一
四
六
五
︶
年
の
六
六
年
間
で
二
九
例
が
確
認
で
き
︑
平
均
す
る
と
二
年
に
一
回
ほ

ど
の
ペ
ー
ス
で
何
ら
か
の
段
銭
が
賦
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
あ
く
ま
で
﹁
引
付
﹂
に
記
録
さ
れ
た
範
囲
で
あ
る
の
で
︑
さ
ら
な

る
事
例
の
増
加
も
見
込
ま
れ
よ
う
︒
ま
た
︑﹁
引
付
﹂
は
応
仁
・
文
明
の
乱
に
よ
る
一
時
的
な
断
絶
を
除
け
ば
︑
概
ね
一
六
世
紀
の
第
2

四
半
期
ま
で
継
続
的
に
作
成
さ
れ
て
い
る
が
︑
乱
後
に
は
段
銭
賦
課
の
事
例
が
一
切
確
認
で
き
な
い
︒
段
銭
賦
課
は
︑
ま
さ
し
く
狭
義
の

室
町
期
を
特
色
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

つ
ぎ
に
︑
段
銭
賦
課
の
主
体
は
︑
幕
府
・
守
護
︑
そ
し
て
領
主
東
寺
で
あ
る
が
︑
当
荘
に
お
い
て
は
︑
幕
府
・
守
護
段
銭
は
ほ
ぼ
例
外

な
く
免
除
が
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
後
述
す
る
が
︑
免
除
を
受
け
る
た
め
に
は
少
な
く
な
い
額
の
礼
銭
が
必
要
で
あ
り
︑
東
寺
は
そ
れ
ら
を

上
久
世
荘
地
下
に
転
嫁
し
た
︒
し
か
も
そ
れ
は
﹁
段
別
○
文
﹂
と
い
っ
た
形
式
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
つ
ま
り
こ
こ
に
お
い
て
︑
幕

府
・
守
護
段
銭
は
領
主
段
銭
へ
と
変
換
さ
れ
て
地
下
に
賦
課
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
は
当
該
事
例
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
︑
後
に
詳
し
く
検
討
し
よ
う
︒

な
お
︑同
じ
東
寺
領
で
あ
る
播
磨
国
矢
野
荘
に
お
け
る
段
銭
賦
課
を
検
討
し
た
松
沢
徹
は
︶
10
︵

︑赤
松
氏
が
同
国
守
護
で
あ
っ
た
応
安
五
︵
一

三
七
二
︶
年
か
ら
嘉
吉
元
︵
一
四
四
一
︶
年
ま
で
の
期
間
に
は
三
〇
件
の
幕
府
・
守
護
段
銭
の
賦
課
が
確
認
で
き
︑
う
ち
一
四
件
が
免
除
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＊�「荘家の負担」欄の「→」は、減額交渉の結果を示す。また、免除を受けた事例の場合、東寺が
荘家に転嫁した免除費用の額を示す。

＊同欄の「上」「下」は、それぞれ上久世荘・下久世荘を指す。

［表］「引付」に見える上久世荘・下久世荘に対する段銭賦課

№ 年 西暦 名　目 主体 免除 荘家の負担
1 応永 6 1399 興福寺供養出仕要脚 東寺 ― 段別 70文→段別 60文
2 応永 7 1400 ？ 守護 ○ 段別 50文→段別 15文
3 応永 8 1401 造内裏 幕府 × 段別 50文
4 応永 10 1403 ？ 東寺 ― 段別 100文→段別 60文
5 応永 11 1404 ？ 守護 ○ ？

6 応永 15 1408 東寺鎮守八幡宮遷宮
法会要脚 東寺 ― 段別 30文→段別 20文

7 応永 21 1414 鴨社造替 幕府 × ？
8 永享元 1429 大奉弊米 幕府 ○ ？　→段別 8文
9 永享 3 1431 鴨社造替 幕府 ○ ？　→上 5貫文・下 3貫文
10 永享 4 1432 鴨社造替 幕府 ○ ？　→上 5貫文・下 3貫文
11 永享 5 1433 永享 2年将軍東寺御成 東寺 ― 段別 50文→段別 30文
12 永享 5 1433 鴨社造替 幕府 ○ ？　→上 5貫文・下 3貫文
13 永享 6 1434 鴨社造替 幕府 ○ 段別 80文→段別 20文
14 永享 7 1435 鴨社造替 幕府 ○ 段別 80文→段別 20文
15 永享 8 1436 鴨社造替 幕府 ○ ？　→段別 20文
16 永享 9 1437 鴨社造替 幕府 ○ ？
17 永享 11 1439 東寺御成段銭 東寺 ― ？
18 永享 12 1440 新守護就任一献料 東寺 ― 段別 20文
19 嘉吉元 1441 新守護就任一献料 東寺 ― 段別 20文→段別 10文
20 嘉吉元 1441 鴨河合社造営 幕府 ？ ？
21 嘉吉 2 1442 鴨社造替 幕府 ○ ？　→段別 20文
22 文安 3 1446 役夫大工米 幕府 ○ 段別 80文→段別 30文

23 宝徳 2 1450 安堵・守護不入御教
書獲得 東寺 ― 段別 60文

24 宝徳 3 1451 ？ ？ ？ 上？ 25貫文
25 享徳 2 1453 ？ 守護 ○ 上 17貫文
26 寛正 3 1462 将軍東寺御成 東寺 ― 段別 500文→段別 100文
27 寛正 5 1464 譲位 幕府 ○ 段別 113文→段別 30文
28 寛正 6 1465 将軍春日社参要脚 守護 ？ ？
29 寛正 6 1465 大嘗会奉幣米 守護 ○ 段別 16文→上 2貫文・下 1貫文
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さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
同
国
守
護
が
山
名
氏
に
交
代
し
た
嘉
吉
二
年
か
ら
文
正
元
︵
一
四
六
六
︶
年
で
は
計
二
五
件
の
段
銭
賦
課
が
確
認
で

き
︑
う
ち
一
九
件
が
免
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
上
久
世
荘
・
下
久
世
荘
と
同
様
に
︑
高
頻
度
の
賦
課
と
高
い
免
除

率
が
確
認
で
き
る
︒

当
荘
の
年
貢
諸
公
事
物
に
関
し
て
は
︑
ま
ず
年
貢
徴
収
・
算
用
の
責
任
者
で
あ
る
公
文
が
算
用
状
︵
地
下
算
用
状
︶・
未
進
徴
符
を
作

成
し
︑
こ
れ
を
受
け
て
東
寺
側
で
上
久
世
・
下
久
世
両
荘
を
ま
と
め
た
算
用
状
︵﹁
寺
家
算
用
状
﹂︶
が
作
成
さ
れ
る
と
い
う
算
用
プ
ロ
セ

ス
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︶
11
︵

︒
こ
れ
と
同
様
に
︑
段
銭
に
関
し
て
も
︑
ま
ず
公
文
に
よ
っ
て
﹁
地
下
算
用
状
﹂
が
作
成
さ
れ
︑
こ
れ
を
受

け
て
﹁
寺
家
算
用
状
﹂
が
作
成
さ
れ
て
い
る
様
子
が
確
認
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
極
め
て
残
存
状
況
の
よ
い
年
貢
算
用
状
と
は
異
な
り
︑
そ

れ
ぞ
れ
数
通
が
残
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
︶
12
︵

︒
こ
の
う
ち
や
や
特
異
な
形
式
を
持
ち
︑
段
銭
の
賦
課
・
徴
収
・
算
用
プ
ロ
セ
ス
を
知
る
う

え
で
注
目
す
べ
き
内
容
を
含
む
も
の
と
し
て
︑
つ
ぎ
の
﹇
史
料
1
﹈
を
検
討
し
て
お
き
た
い
︒

﹇
史
料
1
﹈
応
永
一
五
︵
一
四
〇
八
︶
年
一
二
月
七
日
付
上
久
世
荘
段
銭
算
用
状
︵
ソ
一
四
一
︶

︵
端
裏
書
︶﹁
応
永
十
五　
十
二　
八
□　
段
銭
未
進
徴
符
也
﹂

上
久
世
庄
反
銭
散
用
状
事

　
　
　

五
十
四
町
六
反
三
百
四
十
歩

以
上
︑
十
貫
九
百
三
十
八
文
内
︑

現
納　

十
貫
百
文

庄
未
進　
　

四
百
十
七
文　
　

浄
信

　
　
　
　
　

四
百
廿
一
文　
　

さ
ん
〳
〵
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五
十
五
文　
　
　
　
　
　
　
　

竹
鶴

十
一
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
道

八
十
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
四
郎

廿
六
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
五
郎

廿
七
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
阿
ミ

百︵合
点
︶直
納
了

五
十
七
文　
　
　
　
　
　
　

除
分
岡

五
十
□︵四
︶文　

　
　
　
　
　
　
　

浄
信

　
　
　

応
永
十
五
年
十
二
月
七
日　
公
文

　
　

康︵舞
田
︶貞︵
花
押
︶

応
永
一
五
年
の
﹁
地
下
算
用
状
﹂
で
あ
る
︒﹁
引
付
﹂
同
年
一
〇
月
二
四
日
条
に
は
﹁
上
下
庄
段
銭
事
︑
遷
宮
法
会
可
為
両
日
之
間
︑

為
彼
要
脚
一
段
別
可
被
懸
三
十
文
宛
之
由
︑
召
沙
汰
人
可
下
知
之
旨
︑
治
定
畢
﹂
と
あ
り
︑
次
い
で
同
一
一
月
二
六
日
条
に
は
﹁
段
銭
事
︑

三
十
文
宛
分
地
下
難
渋
申
之
間
︑
二
十
文
宛
分
治
定
了
﹂
と
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
﹇
史
料
1
﹈
は
︑
同
年
に
賦
課
さ
れ
た
東
寺
遷
宮
法
会

用
途
を
調
達
す
る
た
め
の
領
主
段
銭
の
算
用
状
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
五
四
町
余
り
の
当
荘
に
対
し
︑
当
初
は
段
別
三
〇
文
の
段
銭
賦

課
が
企
図
さ
れ
た
が
︑
地
下
側
の
難
渋
に
よ
り
︑
段
別
二
〇
文
へ
と
減
額
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑﹇
史
料
1
﹈
に
記
載
さ
れ
て
い
る
通
り
︑

賦
課
総
額
一
〇
貫
九
三
八
文
の
う
ち
︑
一
〇
貫
一
〇
〇
文
が
こ
の
一
二
月
七
日
時
点
で
納
入
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
庄
未
進
﹂
の
部
分
に
つ
い
て
は
若
干
の
検
討
を
要
す
る
︒
未
進
額
は
八
三
八
文
で
あ
り
︑一
段
低
く
書
か
れ
た
冒
頭
の
浄
信
分
と
﹁
さ

ん
〳
〵
﹂
分
を
合
計
す
る
と
︑
ち
ょ
う
ど
八
三
八
文
と
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
竹
鶴
以
下
は
い
ず
れ
か
の
内
訳
で
あ
り
︑
そ
れ
故
に
一
段

下
久
世
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高
く
書
き
分
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
意
味
の
と
り
に
く
い
﹁
さ
ん
〳
〵
﹂
と
は
﹁
散
々
﹂
で
︑
未
進

の
過
半
を
占
め
る
浄
信
分
以
外
の
散
在
分
を
一
括
し
た
分
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
た
だ
し
︑
竹
鶴
以
下
の
合
計

は
四
一
〇
文
で
あ
り
︑
い
ず
れ
と
も
合
致
し
な
い
点
︑
あ
る
い
は
浄
信
が
最
後
に
再
度
登
場
し
て
い
る
点
に
疑
問
が
残
る
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑﹇
史
料
1
﹈
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
年
貢
諸
公
事
物
と
同
様
に
︑
段
銭
も
各
自
が
保
有
す
る
田
地
の

面
積
に
応
じ
て
人
別
に
賦
課
・
徴
収
さ
れ
︑
そ
の
未
進
も
人
別
に
催
促
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
︒
東
寺
が
後
付
け
し
た
と
思
わ

れ
る
端
裏
書
で
は
本
史
料
が
﹁
未
進
徴
符
﹂
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹇
史
料
1
﹈
は
未
進
徴
符
の
機
能
を
兼
ね
備
え
た
様
式
で

あ
り
︑
当
荘
の
年
貢
算
用
で
も
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
引
付
﹂
寛
正
四
年
一
二
月
七
日
条
に
は
︑﹁
反
銭
残
五
百
疋
︑
明
年
五
月

中
ニ
可
致
沙
汰
由
之
折
紙
并
徴
符
令
披
露
畢
︑
仍
重
而
未
進
之
輩
下
使
可
有
催
促
分
︑
評
儀
治
定
了
﹂
と
あ
り
︑
実
際
に
未
進
徴
符
に
基

づ
い
て
催
促
が
行
わ
れ
て
い
た
様
子
も
確
認
で
き
る
︒
残
念
な
が
ら
﹇
史
料
1
﹈
の
ほ
か
に
未
進
者
の
記
載
が
あ
る
段
銭
算
用
状
や
未
進

徴
符
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
段
銭
も
概
ね
年
貢
諸
公
事
物
と
同
様
の
算
用
処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

第
二
節　

段
銭
免
除
費
用
の
在
地
転
嫁

先
述
の
通
り
︑
上
久
世
荘
・
下
久
世
荘
に
賦
課
さ
れ
た
幕
府
・
守
護
段
銭
は
ほ
と
ん
ど
が
免
除
さ
れ
た
が
︑
そ
の
見
返
り
と
し
て
多
額

の
礼
銭
を
支
払
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
地
下
に
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
で
賄
わ
れ
て
い
た
︒
典
型
的
な
例
を

挙
げ
よ
う
︒

﹇
史
料
2
﹈﹁
引
付
﹂
永
享
七
︵
一
四
三
五
︶
年
九
月
六
日
条

一 

︑
鴨
段
銭
段
別
八
十
文
配
符
入
当
庄
上
下
︑
即
注
進
︑
以
先
々
免
許
支
証
付
飯
尾
肥
前
可
有
其
沙
汰
︑
随
而
彼
方
一
献
三
貫
文
︑
同

⌇
⌇
⌇
⌇
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息
彦
三
郎

　
　
　

一
貫
文
︑
若
党
五
百
文
可
有
随
身
云
々

一 
︑
免
許
折
紙
到
来
者
︑
即
付
段
銭
奉
行
布
施
民
部
・
同
奉
行
鴨
社
司
可
取
免
状
也
︑
又
一
献
両
奉
行
各
一
結
︑
両
納
所
民
部
兄
社
司

弟
各
五
十
疋
宛
︑
若
党
五
十
疋
︑
ツ
︵
都
︶合

三
百
五
十
疋
可
有
随
身
也
︑
段
銭
一
献
惣
八
百
疋
也

一
︑
段
銭
方
沙
汰
用
途
︑
任
先
規
可
被
懸
于
地
下
︑
段
別
廿
文
宛
配
符
可
入
庄
家
由
衆
儀
畢

右
の
史
料
は
︑
永
享
七
年
に
賦
課
さ
れ
た
鴨
社
造
替
を
名
目
と
す
る
幕
府
段
銭
に
関
わ
る
記
事
で
あ
る
︒
段
銭
免
除
を
受
け
る
見
返
り

と
し
て
︑
幕
府
奉
行
人
飯
尾
氏
・
布
施
氏
を
は
じ
め
と
す
る
諸
方
へ
の
礼
銭
の
総
計
は
八
貫
文
と
な
っ
た
︵
一
・
二
条
︶︒
東
寺
は
こ
れ

を
地
下
に
転
嫁
す
る
こ
と
と
し
た
が
︑
そ
れ
は
段
別
二
〇
文
︑
つ
ま
り
領
主
段
銭
の
方
式
で
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︵
三
条
︶︒
こ

の
よ
う
に
︑
免
除
さ
れ
た
幕
府
・
守
護
段
銭
は
︑
そ
の
際
に
必
要
で
あ
っ
た
礼
銭
を
賄
う
た
め
の
領
主
段
銭
に
転
換
さ
れ
︑
地
下
に
賦
課

さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
後
に
述
べ
る
よ
う
に
︑
こ
の
こ
と
は
地
下
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
︒

た
だ
し
︑
在
地
転
嫁
の
方
式
は
︑
必
ず
し
も
領
主
段
銭
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒﹁
引
付
﹂
永
享
四
年
一
〇
月
二
三

日
条
に
は
︑
同
じ
鴨
社
造
替
段
銭
に
つ
い
て
︑﹁
当
国
鴨
段
銭
事
︑
諸
五
山
悉
雖
無
御
免
︑
当
寺
領
御
免
珍
重
事
也
︑
仍
沙
汰
要
脚
諸
庄

配
分
︑
上
久
世
庄
五
貫
文
︑
下
久
世
三
貫
文
︑
今
月
中
可
致
其
沙
汰
之
由
可
遣
書
下
於
地
下
之
由
︑
評
儀
了
﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
で
は
上
久

世
荘
・
下
久
世
荘
に
対
し
︑﹁
段
別
○
文
﹂
で
は
な
く
﹁
○
貫
文
﹂
と
い
う
か
た
ち
で
礼
銭
の
負
担
を
命
じ
る
﹁
書
下
﹂
が
出
さ
れ
て
い
る
︒

後
に
も
検
討
す
る
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
場
合
段
別
に
徴
収
さ
れ
た
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
︒
礼
銭
の
在
地
転
嫁
方
式
は
領
主
段
銭
に
限
定

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

段
別
で
は
な
く
︑
単
に
必
要
な
金
額
を
提
示
し
そ
の
納
入
を
命
じ
る
こ
の
方
式
は
︑
史
料
で
は
﹁
地
下
懸
銭
︶
13
︵

﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
ま

た
︑﹇
史
料
2
﹈
三
条
目
に
あ
る
通
り
︑
段
銭
の
場
合
に
は
﹁
配
付
﹂
が
地
下
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
転
嫁
方
式
に
応
じ
て
発
給
さ
れ

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇



10

る
文
書
に
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
︒

い
ず
れ
の
方
式
が
選
択
さ
れ
る
の
か
︑
そ
の
理
由
や
基
準
は
定
か
で
な
い
が
︑﹁
地
下
懸
銭
﹂
方
式
で
は
具
体
的
な
徴
収
方
法
の
指
定

が
な
い
た
め
︑
必
要
な
金
額
さ
え
確
保
で
き
て
い
れ
ば
︑
そ
の
負
担
方
式
に
つ
い
て
は
地
下
側
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
︒
と
す
れ
ば
︑
史
料
的
な
裏
付
け
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
惣
有
財
産
か
ら
支
出
や
︑
独
自
の
基
準
に
基
づ
く
あ
る
種
の
﹁
村
役
﹂

に
よ
る
徴
収
︑
あ
る
い
は
村
と
し
て
の
借
銭
な
ど
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
︒
こ
う
し
た
あ
り
方
ゆ
え
に
︑
領
主
段
銭

方
式
の
よ
う
に
個
々
の
未
進
額
を
書
き
連
ね
た
未
進
徴
符
や
算
用
状
は
作
成
し
に
く
く
︑
実
際
そ
う
し
た
算
用
文
書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
︒

す
な
わ
ち
︑自
由
度
の
高
さ
や
個
別
的
な
未
進
催
促
の
回
避
︵
あ
く
ま
で
団
体
交
渉
の
態
勢
を
維
持
で
き
る
︶
と
い
う
点
で
︑地
下
に
と
っ

て
は
﹁
地
下
懸
銭
﹂
方
式
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

さ
ら
に
︑
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
︑﹁
段
別
○
文
﹂
と
い
う
領
主
段
銭
の
体
裁
が
採
ら
れ
て
い
て
も
︑
実
際
に
段
銭
方
式
で
徴
収
さ
れ

た
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
事
例
が
多
く
確
認
で
き
る
︒
こ
の
点
は
後
の
事
例
で
も
確
認
す
る
が
︑
両
様
式
の
実
態
に
差
異
が
み
ら
れ
な
く

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
先
述
の
よ
う
に
︑
当
荘
で
は
幕
府
・
守
護
段
銭
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
免
除
さ
れ
︑
そ
れ
ら
は
す
べ
て
必
要
経
費
の

在
地
転
嫁
と
し
て
の
領
主
段
銭
か
﹁
地
下
懸
銭
﹂
へ
と
転
換
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
在
地
転
嫁
の
両
様
式
は
︑
徴
収
の
実
際
に
お
い
て

ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
も
の
と
化
し
て
い
た
︒
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
田
畠
一
段
別
に
一
定
額
の
臨
時
課
税
が
行
わ
れ
る
﹂
と
い
っ
た
本
来
的

な
意
味
で
の
﹁
段
銭
﹂
は
︑
上
久
世
荘
で
は
ま
も
な
く
消
滅
し
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒
先
に
段
銭
の
算
用
状
・
未
進
徴
符
が
ほ
と
ん
ど

残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
が
︑
そ
の
理
由
は
こ
う
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
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第
二
章　

段
銭
を
め
ぐ
る
村
と
領
主
の
交
渉

第
一
節　

段
銭
の
低
減
・
分
割

前
掲
の
﹇
史
料
2
﹈
に
あ
る
通
り
︑
鴨
社
造
替
段
銭
は
段
別
八
〇
文
の
賦
課
で
あ
っ
た
が
︑
東
寺
が
そ
の
免
除
費
用
を
充
当
す
る
た
め

に
賦
課
し
た
領
主
段
銭
は
段
別
二
〇
文
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
幕
府
・
守
護
段
銭
か
ら
領
主
段
銭
へ
の
変
換
に
と
も
な
っ
て
︑
大
幅
な
負
担

の
低
減
が
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
逐
一
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
︑﹇
表
﹈
を
一
覧
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
こ
の
段
銭
の
変

換
に
と
も
な
う
負
担
低
減
は
︑
負
担
額
が
判
明
す
る
ほ
と
ん
ど
の
事
例
で
確
認
で
き
る
︒

段
銭
の
賦
課
そ
れ
自
体
は
︑
村
に
と
っ
て
は
避
け
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
り
︑
し
か
も
そ
れ
は
多
く
の
場
合
︑
予
期
せ
ず
や
っ
て
く
る
︒

段
銭
の
免
除
特
権
を
有
す
る
荘
園
領
主
は
︑
そ
の
負
担
を
低
減
し
︑
臨
時
出
費
の
衝
撃
を
緩
和
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑

ま
ず
は
こ
の
点
に
第
一
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
さ
ら
に
︑
幕
府
や
守
護
と
い
っ
た
段
銭
賦
課
主
体
と
の
交
渉
を
東
寺
が
担
っ

て
く
れ
る
点
や
︑
礼
銭
を
は
じ
め
と
す
る
必
要
経
費
を
東
寺
が
立
て
替
え
て
く
れ
る
点
︑
加
え
て
︑
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
︑

守
護
使
の
入
部
に
よ
る
徴
収
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
も
︑
守
護
不
入
特
権
を
有
す
る
荘
園
領
主
を
戴
く
利
点
が
あ
っ
た
︒

一
方
︑
東
寺
に
と
っ
て
も
こ
の
構
造
は
利
点
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
例
え
ば
永
享
八
︵
一
四
三
六
︶
年
九
月
二
三
日
条
に
は
﹁
鴨
段

銭
仕
足
事
︵
中
略
︶
於
相
残
分
者
︑
如
先
々
当
寺
常
住
評
定
衆
ニ
可
有
支
配
之
由
治
定
了
﹂
と
あ
る
︒
経
費
に
充
当
し
た
余
り
の
段
銭
は

東
寺
供
僧
た
ち
に
分
配
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
彼
ら
に
と
っ
て
臨
時
収
入
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
段
銭
徴
収
や
免
除

獲
得
に
あ
た
っ
て
︑
と
く
に
功
績
の
あ
っ
た
東
寺
僧
や
宮
仕
な
ど
に
﹁
粉
骨
分
﹂
と
し
て
一
部
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︶
14
︵

︒
あ
る
い

は
︑
永
享
一
二
年
に
﹁
鴨
川
合
社
﹂
造
営
の
た
め
の
人
夫
役
が
守
護
方
か
ら
当
荘
に
賦
課
さ
れ
た
際
に
は
︑
そ
の
免
除
獲
得
費
用
が
﹁
先
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立
当
守
護
替
目
一
献
料
当
庄
上
下
被
懸
︑
以
其
内
可
有
沙
汰
﹂
と
さ
れ
て
お
り
︶
15
︵

︑
別
の
名
目
で
徴
収
さ
れ
た
段
銭
が
充
て
ら
れ
て
い
る
︒

徴
収
さ
れ
た
段
銭
が
︑
臨
時
の
財
源
と
し
て
柔
軟
に
運
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
地
下
に
と
っ
て
は
臨
時
賦
課
の
負
担
低
減
︑
領
主
に
と
っ
て
は
臨
時
収
入
・
財
源
の
獲
得
と
い
う
意
義
が
あ
り
︑
双

方
に
利
得
の
あ
る
構
造
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ
故
に
室
町
期
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
機
能
し
た
構
造
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
段
銭
の
変
換
が
地
下
に
も
た
ら
し
た
利
点
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
東
寺
か
ら
地
下
へ
段
銭
免
除
費

用
の
負
担
が
命
じ
ら
れ
る
と
︑
年
貢
諸
公
事
物
な
ど
と
同
様
に
︑
そ
の
減
免
闘
争
＝
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
が
展
開
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
︒

例
を
挙
げ
る
と
︑
寛
正
五
︵
一
四
六
四
︶
年
一
二
月
に
は
︑
後
花
園
天
皇
譲
位
段
銭
が
段
別
一
一
三
文
で
賦
課
さ
れ
た
︒
東
寺
は
﹁
支

証
事
︑大
嘗
会
并
御
譲
位
段
銭
等
不
懸
于
当
国
歟
︑仍
証
文
無
之
︑所
詮
諸
役
免
除
之
御
判
御
教
書
及
鴨
段
銭
等
之
以
支
証
可
被
仰
之
云
々
﹂

と
︑
先
例
の
な
い
賦
課
に
困
惑
し
な
が
ら
も
︑
適
当
な
支
証
を
も
っ
て
免
除
を
申
請
し
た
︒
そ
の
沙
汰
用
途
と
し
て
︑
上
下
久
世
荘
を
は

じ
め
と
す
る
諸
荘
園
に
段
別
五
〇
文
の
領
主
段
銭
を
賦
課
し
た
︶
16
︵

︒
こ
れ
に
対
し
︑
地
下
は
上
久
世
五
貫
文
・
下
久
世
三
貫
文
の
負
担
を
主

張
し
て
い
る
が
︑
交
渉
の
末
︑
段
別
三
〇
文
が
賦
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︶
17
︵

︒
上
久
世
荘
で
は
概
算
で
一
五
貫
文
の
負
担
が
求
め
ら
れ
た

わ
け
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
減
額
交
渉
を
続
け
て
い
た
よ
う
で
︑
ま
も
な
く
二
貫
文
の
減
額
が
認
め
ら
れ
て
い
る
︶
18
︵

︒
上
久
世
荘
地
下
は
︑
一

二
月
二
九
日
に
は
こ
の
う
ち
一
〇
貫
文
を
納
入
し
た
が
︶
19
︵

︑
残
り
の
三
貫
文
に
つ
い
て
は
納
入
が
遅
れ
た
よ
う
で
︑
寛
正
六
年
六
月
二
六
日

条
に
は
﹁
上
久
世
庄
御
譲
位
段
銭
一
献
料
可
有
催
促
︑
但
三
百
疋
事
︑
来
八
月
マ
テ
可
預
御
延
引
詫
之
旨
致
披
露
之
処
︑
無
力
可
有
延
引

云
々
﹂
と
あ
る
︒
そ
の
後
︑
こ
の
未
進
分
は
よ
う
や
く
文
正
元
︵
一
四
六
六
︶
年
一
〇
月
に
完
済
さ
れ
て
い
る
︶
20
︵

︒
後
花
園
天
皇
譲
位
段
銭

の
免
除
費
用
が
回
収
さ
れ
る
に
は
︑
じ
つ
に
二
年
近
い
年
月
が
費
や
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
減
額
や
納
入
の
あ
り
方
か
ら
︑
実
際
に
は
段
別

方
式
で
の
賦
課
・
徴
収
で
は
な
く
︑﹁
地
下
懸
銭
﹂
方
式
で
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
よ
う
︒

こ
の
例
か
ら
わ
か
る
の
は
︑
①
幕
府
・
守
護
段
銭
は
領
主
段
銭
や
﹁
地
下
懸
銭
﹂
に
変
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
幅
な
減
額
が
な
さ
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れ
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
後
の
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
次
第
で
さ
ら
な
る
低
減
が
見
込
め
た
こ
と
︑
②
さ
ら
に
︑
地
下
側
の
主
体
的
な
納
入
留

保
闘
争
に
よ
っ
て
︑
事
実
上
分
割
払
い
が
可
能
な
も
の
と
化
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
幕
府
や
守
護
と
の
関
係
に
お
い
て
は
こ
う
し
た

対
応
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
の
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
も
︑
こ
の
構
造
は
地
下
に
と
っ
て
多
大
な
利

益
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

自
ず
か
ら
村
の
財
政
的
な
負
担
能
力
に
は
限
界
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
︑
い
つ
で
も
段
銭
賦
課
に
応
じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
荘
園
領
主
を
介
し
た
段
銭
の
転
換
の
構
造
は
︑
そ
の
負
担
を
低
減
し
︑
か
つ
事
実
上
分
割
納
入
可
能
な
も
の
へ

と
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
︑
そ
れ
な
り
に
対
応
で
き
る
も
の
へ
と
変
換
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
言
え
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
当
該
期
の

村
の
再
生
産
を
維
持
し
て
い
く
う
え
で
︑
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

第
二
節　

段
銭
を
め
ぐ
る
「
荘
家
の
一
揆
」
の
諸
相

前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
構
造
の
も
と
︑
当
荘
で
は
段
銭
減
免
を
目
的
と
す
る
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
が
恒
常
的
に
展
開
し
て
い
た
の

で
あ
り
︑年
貢
減
免
や
井
料
下
行
と
並
ぶ
一
揆
の
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
た
だ
し
︑年
貢
や
井
料
の
場
合
と
同
様
に
︑﹁
引
付
﹂

の
記
録
主
体
で
あ
る
東
寺
供
僧
は
︑
あ
く
ま
で
段
銭
の
減
額
の
有
無
や
そ
の
額
と
い
っ
た
交
渉
の
結
果
に
関
心
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
百

姓
側
の
動
き
に
つ
い
て
は
せ
い
ぜ
い
﹁
地
下
計
会
﹂
の
旨
を
﹁
歎
申
﹂
し
︑﹁
難
渋
﹂
す
る
と
い
っ
た
程
度
の
描
写
に
と
ど
ま
る
こ
と
も

多
い
︶
21
︵

︒
ま
た
︑
年
貢
や
井
料
と
比
べ
れ
ば
事
例
数
も
多
く
な
い
た
め
︑
前
稿
の
よ
う
な
方
法
も
有
効
で
な
い
︒
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
︑

地
下
側
の
動
き
が
比
較
的
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
例
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
︑
そ
れ
を
も
と
に
段
銭
を
め
ぐ
る
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
の
様

相
を
検
討
し
て
み
た
い
︒

﹁
引
付
﹂
永
享
五
︵
一
四
三
三
︶
年
一
一
月
四
日
条
で
は
︑
将
軍
東
寺
御
成
を
名
目
と
す
る
領
主
段
銭
に
関
す
る
交
渉
が
記
録
さ
れ
て
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い
る
︒
百
姓
た
ち
は
段
別
五
〇
文
を
三
〇
文
ま
で
引
き
下
げ
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
︑
今
度
は
﹁
今
度
之
儀
者
︑
蔵
王
堂
下
地
三
反
・
綾

戸
社
下
地
三
反
・
職
事
給
三
反
分
︑
於
而
蒙
御
免
者
可
畏
入
之
由
歎
申
﹂
と
︑
当
荘
の
鎮
守
で
あ
る
蔵
王
堂
・
綾
戸
宮
の
敷
地
や
職
事
給

田
の
免
除
を
申
請
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
便
乗
し
て
︑
下
久
世
荘
も
﹁
神
田
前
・
沙
汰
人
之
給
分
﹂
の
免
除
を
願
い
出
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の

田
地
を
持
ち
出
し
て
き
た
根
拠
は
不
明
で
あ
り
︑
結
局
こ
の
申
請
は
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
︒
と
は
い
え
︑
賦
課
額
の
引
き
下
げ
だ
け

で
な
く
︑
こ
こ
で
は
賦
課
対
象
地
の
削
減
と
い
う
方
向
で
減
額
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
交
渉
戦
術
の
ひ
と
つ
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
︒

つ
ぎ
に
︑﹁
引
付
﹂
宝
徳
三
︵
一
四
五
一
︶
年
一
一
月
二
四
日
条
に
は
﹁
上
久
世
段
銭
公
文
方
下
地
事
︑
依
為
公
領
不
可
有
其
沙
汰
之

由
申
﹂
と
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
上
久
世
荘
の
田
畠
の
う
ち
公
文
保
有
地
は
﹁
公
領
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
段
銭
を
負
担
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
公
領
﹂
の
論
理
と
で
も
言
う
べ
き
主
張
も
︑
賦
課
を
減
免
す
る
た
め
に
繰
り
出
さ
れ
た
交
渉
術
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
︑
当
荘
は
東
寺
の
一
円
領
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
︑
か
か
る
主
張
が
展
開
す
る
背
景
に
つ
い
て
は
若
干
の
検
討
を
要
す
る
︒

﹁
引
付
﹂
翌
二
五
日
条
で
は
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
﹁
遊
佐
方
ニ
可
被
仰
由
長
尾
申
由
返
答
﹂
と
あ
り
︑﹁﹃︵
東
寺
か
ら
︶
公
文
遊
佐
氏

に
問
い
合
わ
な
さ
る
よ
う
に
﹄
と
長
尾
氏
が
申
し
た
﹂
と
い
う
﹁
返
答
﹂
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
当
該
期
に
は
畠
山
氏
の
重
臣
遊
佐
氏
が
公

文
の
地
位
に
あ
り
︑
そ
の
代
官
︵
公
文
代
︶
と
し
て
長
尾
氏
・
和
仁
氏
・
彼
方
氏
ら
が
荘
務
に
あ
た
っ
て
い
た
︶
22
︵

︒
前
任
の
公
文
で
あ
っ
た

舞
田
氏
は
︑
細
川
氏
家
臣
の
寒
川
氏
と
長
年
に
わ
た
っ
て
当
荘
公
文
職
を
め
ぐ
る
相
論
を
争
っ
て
お
り
︑
寒
川
氏
に
対
抗
す
る
た
め
に
︑

当
時
の
山
城
国
守
護
で
あ
っ
た
畠
山
氏
と
被
官
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
舞
田
氏
か
ら
遊
佐
氏
へ
の
公
文
交
代
は
︑
畠
山

氏
家
臣
団
内
部
に
お
け
る
利
権
の
付
け
替
え
と
い
う
側
面
が
あ
り
︑
畠
山
氏
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︶
23
︵

︒
田
中
倫
子
が
指
摘

す
る
通
り
︑
実
質
的
に
当
荘
公
文
職
は
﹁
武
家
進
止
﹂
の
職
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︶
24
︵

︒
以
上
の
よ
う
な
経
緯
が
存
在
し
た
た
め
に
︑
公

文
職
に
付
随
す
る
と
考
え
ら
れ
た
荘
内
の
公
文
保
有
地
は
︑
寺
社
本
所
領
で
は
な
く
守
護
進
止
下
の
﹁
公
領
﹂
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
成

り
立
ち
得
た
の
で
あ
る
︒
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い
ま
挙
げ
た
両
日
条
で
は
︑
と
も
に
主
語
が
明
確
で
な
く
︑
こ
の
﹁
公
領
﹂
の
論
理
の
出
所
は
は
っ
き
り
し
な
い
︒
し
か
し
︑
公
文
や

そ
の
代
官
た
ち
も
ま
た
︑
当
荘
の
名
主
と
し
て
土
地
を
保
有
し
て
お
り
︑
彼
ら
は
段
銭
を
徴
収
す
る
責
任
者
で
あ
る
と
同
時
に
︑
そ
の
保

有
地
に
応
じ
て
段
銭
を
納
入
す
べ
き
存
在
で
も
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
﹁
公
領
﹂
の
論
理
は
︑
公
文
た
ち
が
自
身
の
負
担
を
回
避

す
る
べ
く
持
ち
出
し
た
も
の
と
︑
ひ
と
ま
ず
は
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
︒

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
段
銭
は
︑
前
年
の
宝
徳
二
年
九
月
に
賦
課
さ
れ
た
﹁
当
庄
安
堵
并
不
入
御
教
書
以
下
入
足
﹂
を
名
目
と
す

る
段
別
六
十
文
︵
総
額
三
〇
貫
文
相
当
︶
の
領
主
段
銭
で
あ
ろ
う
︶
25
︵

︒
比
較
的
高
額
な
段
銭
で
︑
宝
徳
三
年
一
一
月
七
日
条
に
は
﹁
久
世
反

銭
事
︑
先
立
廿
五
貫
文
分
可
有
取
沙
汰
之
由
申
処
ニ
︑
連
々
重
歎
□
可
叶
由
治
定
﹂
と
あ
る
︒
お
そ
ら
く
百
姓
等
に
よ
る
訴
訟
と
思
わ
れ

る
が
︑
東
寺
は
こ
れ
を
却
下
し
︑
先
に
命
じ
た
通
り
︑
二
五
貫
文
を
納
入
す
る
よ
う
に
と
し
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
交
渉
の
な
か
で
五
貫
文

の
減
額
が
実
現
し
て
い
た
こ
と
や
︑
段
銭
方
式
で
は
な
く
﹁
地
下
懸
銭
﹂
方
式
の
賦
課
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

し
か
し
︑
享
徳
元
︵
一
四
五
二
︶
年
八
月
一
日
付
の
東
寺
上
使
注
進
状
に
よ
る
と
︑
最
終
的
に
納
め
ら
れ
た
の
は
一
四
貫
文
余
り
に
す

ぎ
な
か
っ
た
︵
刊
本
を
二
六
三
︶︒
段
銭
が
賦
課
さ
れ
る
荘
内
公
田
五
四
町
余
り
の
う
ち
︶
26
︵

︑
公
文
保
有
地
は
二
〇
余
町
を
占
め
て
い
た
と

い
う
︵
後
述
︶︒
こ
の
比
率
は
︑
こ
の
時
に
納
入
が
求
め
ら
れ
た
額
︵
二
五
貫
文
︶
と
実
際
の
納
入
額
︵
一
四
貫
文
︶
と
の
比
率
と
近
似

す
る
こ
と
か
ら
︑
結
局
は
こ
の
﹁
公
領
﹂
の
論
理
に
よ
っ
て
減
免
が
実
現
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
こ
の
宝
徳
度
の
東
寺
領
主
段
銭
は
︑﹁
公
領
﹂
の
論
理
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
荘
内
田
地
の
う
ち
公
文
保

有
地
に
つ
い
て
は
賦
課
が
回
避
さ
れ
︑
大
幅
な
減
額
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
残
り
の
荘
内
田
地
は
負
担
を
求
め
ら
れ
た
は

ず
で
あ
る
か
ら
︑
あ
く
ま
で
公
文
た
ち
だ
け
が
負
担
を
回
避
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
段
銭
が
あ
く
ま
で
﹁
廿
五
貫
文
分
﹂

の
負
担
と
い
う
﹁
地
下
懸
銭
﹂
方
式
で
あ
り
︑
実
際
の
徴
収
に
関
し
て
は
地
下
側
︵
公
文
た
ち
と
百
姓
︶
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
ま
た
︑
先
に
掲
げ
た
宝
徳
三
年
一
一
月
二
四
・
二
五
日
条
以
降
︑
い
ま
だ
十
分
な
成
果
を
上
げ
て
い
な
い
は
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ず
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
百
姓
た
ち
に
よ
る
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
が
確
認
で
き
な
く
な
る
︒
こ
の
事
実
は
︑
公
文
た
ち
だ
け
で
は
な
く
︑

百
姓
た
ち
に
と
っ
て
も
何
ら
か
の
成
果
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
︒

こ
の
段
銭
賦
課
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
賦
課
直
後
の
宝
徳
二
年
一
一
月
二
〇
日
条
で
彼
方
氏
が
﹁
種
々
難
渋
﹂
を
申
し
て
い
る
︒
さ
ら

に
同
月
二
七
日
条
に
は
﹁
段
銭
間
事
︑
自
和
仁
方
進
折
紙
申
子
細
︑
名
主
百
姓
等
堅
歎
申
間
︑
不
事
行
之
由
申
間
︑
寺
崎
上
使
両
人
遣
之

可
然
様
可
加
問
答
云
々
﹂
と
あ
り
︑﹁
難
渋
﹂
の
背
景
に
は
︑
地
下
の
百
姓
た
ち
の
強
い
抵
抗
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒
そ

の
後
︑
こ
の
段
銭
を
め
ぐ
る
交
渉
は
翌
年
ま
で
持
ち
越
さ
れ
て
お
り
︑
宝
徳
三
年
四
月
二
三
日
に
い
た
っ
て
も
︑
東
寺
は
地
下
か
ら
の
段

別
二
〇
文
へ
の
減
額
申
請
を
却
下
し
て
い
る
︵
同
日
条
︶︒
公
文
た
ち
は
強
硬
に
減
免
を
主
張
す
る
百
姓
た
ち
の
圧
力
を
背
後
に
受
け
な

が
ら
対
領
主
交
渉
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
り
︑﹁
公
領
﹂
の
論
理
は
︑
そ
う
し
た
交
渉
の
最
終
局
面
に
お
い
て
持
ち
出
さ
れ
て
き
た
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
公
文
た
ち
の
動
向
は
︑
一
見
す
る
と
彼
ら
自
身
の
利
害
に
の
み
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
背
後
に
あ
る
百
姓
た

ち
の
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
を
抜
き
に
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

以
上
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
︑
こ
の
段
銭
は
︑
実
際
の
徴
収
の
場
面
で
は
︑﹁
地
下
懸
銭
﹂
方
式
の
も
と
︑
公
文
た
ち
と
百
姓
た
ち
の
間

で
﹁
公
領
﹂
の
論
理
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
減
免
の
再
分
配
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
う
し

た
合
意
が
存
在
し
た
か
ら
こ
そ
︑
宝
徳
三
年
一
一
月
二
四
・
二
五
日
条
以
降
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
が
沈
静
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
推
測

が
正
し
け
れ
ば
︑
こ
こ
で
見
た
﹁
公
領
﹂
の
論
理
も
ま
た
︑
公
文
た
ち
の
持
つ
守
護
権
力
構
成
員
と
し
て
の
性
格
を
利
用
し
た
︑
百
姓
た

ち
に
よ
る
段
銭
減
免
交
渉
に
お
け
る
戦
術
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
︒

宝
徳
度
の
東
寺
領
主
段
銭
に
続
い
て
享
徳
二
年
一
一
月
に
は
︑
今
度
は
守
護
畠
山
氏
に
よ
る
守
護
段
銭
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で

は
対
照
的
な
結
果
が
現
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
に
つ
い
て
も
詳
し
く
検
討
を
加
え
た
い
︒
ま
ず
︑﹁
引
付
﹂
同
月
八
日
条
に
は
﹁
上
久
世

自
国
方
反
銭
懸
之
間
︑
遊
佐
方
三
百
疋
︑
長
尾
・
和
仁
各
百
疋
可
有
随
身
︑
可
被
仰
之
由
治
定
了
︑
於
彼
足
者
可
被
懸
地
下
云
々
﹂
と
あ
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り
︑
東
寺
は
畠
山
氏
の
家
臣
で
も
あ
っ
た
公
文
遊
佐
氏
と
そ
の
代
官
た
ち
を
通
じ
て
免
除
を
得
よ
う
と
し
て
お
り
︑
そ
れ
に
必
要
な
礼
銭

を
︑
例
に
よ
っ
て
在
地
転
嫁
し
よ
う
と
企
図
し
て
い
る
︒

﹇
史
料
3
﹈﹁
引
付
﹂
享
徳
二
︵
一
四
五
三
︶
年
一
二
月
八
日
条

一 

︑
上
久
世
庄
反
銭
事
︑
於
惣
庄
分
者
不
可
有
相
違
之
趣
申
間
︑
公
文
分
廿
余
丁
除
之
︑
一
献
分
入
足
十
七
貫
文
地
下
可
被
懸
之
旨
治

定
畢
︑
仍
遊
佐
方
千
疋
︑
長
尾
二
百
疋
以
前
百
疋

　
　
　
　

︑
高
橋
又
百
疋
以
前
百
疋

　
　
　
　

︑
和
尓
五
十
疋
︑
都
合
現
足
十
五
貫
文
五
百
︑
其
外
太
粮

以
下
彼
足
十
七
貫
文
分
也

﹇
史
料
3
﹈
前
半
部
に
あ
る
通
り
︑
守
護
段
銭
は
﹁
惣
庄
分
﹂
に
関
し
て
は
免
除
さ
れ
た
︒﹁
惣
庄
分
﹂
と
は
当
荘
全
体
を
指
す
と
読
む

こ
と
も
で
き
る
が
︑﹁
於
惣
庄
分
者
﹂
と
い
う
対
象
・
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
︑
続
い
て
見
え
る
﹁
公
文
分
﹂
と

の
対
比
的
な
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
当
荘
の
総
田
畠
か
ら
公
文
︵
公
文
代
︶
保
有
地
を
除
外
し
た
部
分
を
指
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
当
荘
全
体
が
免
除
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
わ
ざ
わ
ざ
﹁
於
惣
庄
分
者
﹂
と
断
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
︒

つ
ぎ
に
後
半
部
で
あ
る
が
︑
免
除
に
要
し
た
一
献
分
は
計
一
五
貫
五
〇
〇
文
に
及
び
︑
上
乗
せ
を
し
た
一
七
貫
文
を
在
地
転
嫁
す
る
こ

と
と
し
た
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
を
負
担
す
る
の
は
﹁
公
文
分
廿
余
丁
﹂
を
除
い
た
田
畠
︑
す
な
わ
ち
﹁
惣
庄
分
﹂
の
保
有
者
た
ち
で
あ
る
と

い
う
︒
な
お
︑
こ
の
史
料
か
ら
︑
公
文
分
が
二
〇
町
余
り
の
面
積
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒

﹇
史
料
3
﹈
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
︑
①
こ
の
と
き
の
守
護
段
銭
は
﹁
惣
庄
分
﹂
の
免
除
︑﹁
公
文
分
﹂
の
賦
課
と
い
う
特
殊
な
か
た

ち
と
な
っ
た
こ
と
︑
②
﹁
惣
庄
分
﹂
免
除
は
賦
課
主
体
で
あ
る
畠
山
氏
の
家
臣
で
も
あ
っ
た
公
文
遊
佐
氏
と
そ
の
代
官
た
ち
を
通
じ
て
獲

得
さ
れ
て
お
り
︑
彼
ら
に
礼
銭
が
支
払
わ
れ
た
こ
と
︑
③
そ
の
礼
銭
は
﹁
惣
庄
分
﹂
か
ら
徴
収
さ
れ
た
こ
と
︑
以
上
三
点
で
あ
る
︒
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東
寺
の
賦
課
す
る
領
主
段
銭
で
は
な
く
︑自
ら
の
主
君
で
あ
る
畠
山
氏
に
よ
る
守
護
段
銭
で
あ
っ
た
た
め
に
︑ま
た
﹁
公
文
分
﹂
は
﹁
公

領
﹂
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
以
上
︑
公
文
た
ち
に
と
っ
て
こ
の
段
銭
は
不
可
避
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
て
宝
徳
度
の
例
と
は
逆
転
し
︑

﹁
公
文
分
﹂
の
み
が
段
銭
を
納
め
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
宝
徳
度
と
同
様
に
実
際
の
負
担
は
﹁
惣
庄
分
﹂
も
含
め
て
再
分
配
す
る
と
い
う
方

法
も
あ
り
得
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
う
で
は
な
く
︑﹁
惣
庄
分
﹂
の
免
除
取
得
を
取
り
次
ぎ
︑
礼
銭
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
殺
す

る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
幕
府
・
守
護
段
銭
に
対
し
て
は
︑﹁
公
領
﹂
の
論
理
は
か
え
っ
て
裏
目
に
出
る
の
で
あ
り
︑
以
後
︑
公
文
保
有
地
を
﹁
公

領
﹂
と
す
る
主
張
は
見
ら
れ
な
く
な
る
︒
以
上
見
て
き
た
よ
う
な
段
銭
賦
課
に
お
け
る
﹁
公
文
分
﹂
を
め
ぐ
る
経
緯
は
︑
様
々
な
戦
術
を

駆
使
し
て
負
担
の
減
免
を
図
る
地
下
の
運
動
の
試
行
錯
誤
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

な
お
︑
右
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
っ
て
︑
こ
の
段
銭
の
免
除
獲
得
に
あ
た
っ
て
は
一
七
貫
文
と
い
う
高
額
な
礼
銭
が
必
要
と
さ
れ
た
︒
負

担
対
象
が
額
面
通
り
﹁
惣
庄
分
﹂
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
段
別
換
算
で
六
〇
文
弱
に
相
当
す
る
高
額
な
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
た

め
徴
収
に
は
苦
労
し
た
よ
う
で
︑﹁
引
付
﹂
同
年
一
二
月
二
〇
日
条
に
は
﹁
上
久
世
就
一
献
分
取
沙
汰
事
︑
忠
節
分
百
疋
可
有
下
行
由
治

定
畢
︑道
賢
・
道
仲
以
下
両
三
人
也
﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
で
段
銭
の
﹁
取
沙
汰
﹂
と
関
わ
っ
て
﹁
忠
節
分
﹂
一
貫
文
を
受
け
取
っ
て
い
る
﹁
道

賢
・
道
仲
以
下
両
三
人
﹂
と
は
︑
当
該
期
に
お
け
る
上
久
世
荘
の
年
寄
︵﹁
沙
汰
人
﹂︶
た
ち
で
あ
る
︶
27
︵

︒

こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
︑﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
へ
の
対
応
の
な
か
で
多
く
行
わ
れ
た
﹁
粉
骨
分
﹂﹁
会
尺
分
﹂
の
給
与
が
あ
る
︶
28
︵

︒
こ

ち
ら
は
金
銭
で
は
な
く
米
で
給
付
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
が
︑
一
揆
を
主
導
し
対
領
主
交
渉
を
担
う
彼
ら
年
寄
を
し
て
︑
百
姓
た
ち
を

説
得
さ
せ
る
た
め
の
対
応
で
あ
り
︑
と
く
に
大
規
模
で
激
し
い
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
が
展
開
し
た
年
に
実
施
さ
れ
た
︒

年
貢
諸
公
事
物
の
納
入
や
算
用
は
︑
荘
官
の
公
文
・
公
文
代
の
み
な
ら
ず
村
の
年
寄
た
ち
が
深
く
関
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︶
29
︵

︒
お
そ
ら

く
段
銭
の
徴
収
や
算
用
に
お
い
て
も
︑
彼
ら
の
関
与
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
享
徳
度
の
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段
銭
に
例
外
的
に
年
寄
た
ち
が
関
与
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
に
お
け
る
﹁
粉
骨
分
﹂﹁
会
尺
分
﹂
と
同
様
に
︑
段
銭

納
入
を
難
渋
す
る
百
姓
た
ち
を
説
得
す
る
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
対
す
る
報
酬
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

以
上
︑
本
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
段
銭
を
め
ぐ
る
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
に
お
い
て
は
︑
様
々
な
戦
術
が
模
索
さ
れ
︑
負
担
の
減
免
が
図

ら
れ
て
い
た
︒
荘
園
領
主
を
介
し
た
段
銭
の
変
換
の
構
造
に
よ
っ
て
︑
村
は
そ
の
負
担
を
大
き
く
低
減
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
の
こ
と

に
加
え
て
︑
年
貢
や
井
料
の
場
合
と
同
様
に
︑
そ
の
都
度
粘
り
強
い
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
さ
ら
な
る
負
担
の

低
減
を
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
︑
段
銭
と
い
う
観
点
か
ら
も
︑﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
は
村
の
再
生
産
を
成
り
立

た
た
せ
る
も
の
と
し
て
不
可
欠
の
一
環
を
成
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

第
三
章　
「
荘
家
の
一
揆
」
の
体
制
化

幕
府
・
守
護
段
銭
免
除
費
用
の
転
嫁
と
し
て
の
領
主
段
銭
よ
り
も
︑
東
寺
が
自
ら
の
必
要
の
た
め
に
主
体
的
に
賦
課
し
た
領
主
段
銭
は
︑

賦
課
額
が
高
額
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
例
え
ば
﹁
引
付
﹂
で
確
認
で
き
る
最
初
の
段
銭
賦
課
の
例
で
あ
る
応
永
六
︵
一
三
九
九
︶
年

の
興
福
寺
供
養
出
仕
要
脚
段
銭
は
︑
当
初
段
別
七
〇
文
が
企
画
さ
れ
︑
地
下
と
の
交
渉
に
よ
り
︑
最
終
的
に
六
〇
文
で
確
定
し
て
い
る
︶
30
︵

︒

そ
こ
ま
で
の
額
で
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
幕
府
・
守
護
段
銭
の
大
半
は
東
寺
の
申
請
に
よ
っ
て
免

除
さ
れ
︑
そ
の
経
費
が
在
地
転
嫁
さ
れ
る
︒
そ
し
て
そ
の
額
は
最
大
で
も
段
別
三
〇
文
で
︑
一
〇
～
二
〇
文
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
す
れ
ば
︵﹇
表
﹈︶︑
東
寺
が
主
体
的
に
賦
課
す
る
領
主
段
銭
の
負
担
の
重
さ
が
理
解
さ
れ
よ
う
︒

と
り
わ
け
寛
正
三
年
の
将
軍
東
寺
御
成
段
銭
で
は
︑当
初
は
段
別
五
〇
〇
文
と
い
う
破
格
の
賦
課
が
計
画
さ
れ
た
︒﹁
引
付
﹂寛
正
三︵
一

四
六
二
︶
年
一
二
月
朔
日
条
に
﹁
御
成
段
銭
度
々
侘
事
依
申
︑
当
年
段
別
六
疋
分
三
千
疋
沙
汰
︑
残
四
疋
分
明
年
二
月
中
可
為
沙
汰
︑
衆
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儀
治
定
了
﹂
と
あ
る
通
り
︑
地
下
に
よ
る
減
額
交
渉
の
結
果
︑
段
別
一
〇
〇
文
と
大
幅
な
減
額
が
実
現
し
︑
総
額
五
〇
貫
文
を
年
内
と
明

年
二
月
と
で
分
割
し
て
納
入
す
る
こ
と
で
落
着
し
た
︒

し
か
し
︑﹁
引
付
﹂
寛
正
四
年
四
月
二
三
日
条
に
は
﹁
去
年
御
成
段
銭
分
ノ
コ
リ
︑
来
秋
ナ
リ
ヲ
可
有
沙
汰
衆
儀
治
定
了
﹂
と
あ
っ
て
︑

結
局
二
月
に
完
済
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
残
り
は
秋
の
年
貢
収
納
の
際
に
徴
収
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
一
〇
月
に
な
る

と
︑
今
度
は
地
下
の
年
寄
二
人
が
二
貫
文
を
持
参
し
︑
残
り
の
未
進
は
免
除
と
す
る
よ
う
﹁
地
下
一
同
﹂
の
訴
訟
を
行
っ
て
い
る
︶
31
︵

︒
そ
の

後
︑
一
二
月
に
は
代
表
交
渉
で
は
な
く
﹁
十
余
人
数
日
ツ
メ
申
堅
歎
申
﹂
と
い
う
事
態
へ
と
発
展
し
て
い
る
︶
32
︵

︒
こ
う
し
た
強
硬
で
粘
り
強

い
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
に
よ
っ
て
︑
最
終
的
に
東
寺
は
﹁
所
詮
千
疋
可
致
沙
汰
︑
其
余
者
可
有
御
免
﹂
と
︑
一
〇
貫
文
を
納
入
す
る
こ
と
で

残
額
を
免
除
す
る
と
い
う
大
幅
な
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
︶
33
︵

︒
し
か
も
そ
の
一
〇
貫
文
も
︑
年
内
に
五
貫
文
︑
残
り
を
﹁
翌
年
麦
秋
﹂

に
沙
汰
す
る
と
い
う
分
割
払
い
で
あ
っ
た
︶
34
︵

︒
こ
う
し
た
主
体
的
な
納
入
の
留
保
と
︑
そ
の
都
度
行
わ
れ
る
粘
り
強
い
交
渉
に
よ
っ
て
︑
な

し
崩
し
的
に
負
担
額
の
低
減
を
実
現
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
︑
こ
う
し
た
実
態
を
ふ
ま
え
る
と
︑
や
は
り
個
別
百
姓
の
保
有
田
地
に
応
じ

て
段
別
に
課
税
が
な
さ
れ
る
と
い
う
段
銭
形
式
の
徴
収
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
個
別
未
進
の
譴
責
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で

団
体
と
し
て
の
納
入
留
保
と
そ
れ
に
対
す
る
譴
責
が
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
こ
こ
に
﹁
段
銭
﹂
と
し
て
の
実
質
を
見
出
す
こ
と
は
難

し
い
だ
ろ
う
︒

さ
て
︑
以
上
の
よ
う
に
寛
正
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
展
開
し
た
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
を
受
け
て
︑
供
僧
評
定
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な

こ
と
が
決
議
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
︒

﹇
史
料
4
﹈﹁
引
付
﹂
寛
正
四
︵
一
四
六
三
︶
年
一
二
月
二
〇
日
条

一
︑
地
下
沙
汰
人
名
主
等
︑
自
然
公
事
篇
申
時
参
惣
蔵
事
不
可
然
︑
於
向
後
者
︑
公
文
所
在
所
可
為
治
定
通
可
有
下
知
由
評
儀
治
定
畢
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す
な
わ
ち
︑﹁
地
下
沙
汰
人
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
百
姓
た
ち
が
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
を
行
う
際
︑
東
寺
に
直
接
押
し
か
け
︑
惣
蔵
を
占
拠

す
る
こ
と
を
禁
じ
︑
今
後
は
公
文
所
︵
惣
公
文
︶
の
在
所
に
て
訴
訟
を
行
う
よ
う
に
と
議
決
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
東
寺
惣
蔵
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
久
留
島
典
子
・
阿
諏
訪
青
美
に
よ
る
検
討
が
あ
る
︶
35
︵

︒
と
く
に
久
留
島
は
︑
①
上
久
世
荘
の
百
姓

ら
は
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
の
際
に
し
ば
し
ば
東
寺
惣
蔵
を
占
拠
し
︑
そ
こ
を
拠
点
に
東
寺
と
の
交
渉
を
行
っ
た
こ
と
︑
②
そ
の
理
由
は
︑
惣

蔵
は
年
貢
収
納
の
場
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
百
姓
た
ち
に
と
っ
て
親
し
み
の
あ
る
場
で
あ
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
︑
③
本
来
︑
訴
訟

に
訪
れ
た
百
姓
ら
は
公
文
所
の
在
所
に
入
れ
置
く
べ
き
で
あ
っ
た
が
︑
次
第
に
惣
蔵
に
入
れ
置
く
こ
と
が
慣
例
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
︒

さ
き
に
引
用
し
た
よ
う
に
︑
寛
正
四
年
一
二
月
の
交
渉
で
は
︑
一
〇
余
名
の
百
姓
が
東
寺
に
詰
め
か
け
︑
数
日
間
に
わ
た
っ
て
嘆
き
申

し
て
い
た
︒﹇
史
料
4
﹈
に
よ
っ
て
︑
そ
の
間
の
彼
ら
の
滞
在
場
所
が
︑
東
寺
惣
蔵
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
︒

こ
う
し
た
惣
蔵
と
百
姓
と
の
関
係
は
︑﹁
引
付
﹂
で
は
す
で
に
永
享
九
︵
一
四
三
七
︶
年
一
〇
月
一
日
条
で
確
認
で
き
︑﹁
荘
家
の
一
揆
﹂

の
際
に
東
寺
惣
蔵
に
百
姓
が
居
座
り
︑
そ
こ
を
拠
点
と
し
て
運
動
を
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
多
々
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
破

格
の
賦
課
額
と
な
っ
た
こ
の
将
軍
東
寺
御
成
段
銭
を
め
ぐ
る
一
揆
は
︑
と
く
に
激
し
く
粘
り
強
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑
こ
れ
を
契
機
と

し
て
︑
半
ば
慣
例
化
し
て
い
た
惣
蔵
に
百
姓
た
ち
が
滞
在
す
る
︵
占
拠
す
る
︶
と
い
う
あ
り
方
が
問
題
視
さ
れ
︑
供
僧
評
定
の
審
議
事
項

と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
惣
蔵
の
問
題
は
︑
寛
正
六
︵
一
四
六
五
︶
年
に
も
改
め
て
議
題
と
な
っ
て
い
る
︒

﹇
史
料
5
﹈﹁
引
付
﹂
寛
正
六
︵
一
四
六
五
︶
年
一
二
月
朔
日
条

一 

︑
久
世
上
下
庄
沙
汰
人
参
洛
之
時
︑
入
置
在
所
事
︑
任
先
規
為
衆
儀
公
文
所
可
有
引
入
之
由
︑
雖
有
下
知
領
状
不
申
︑
其
故
者
︑
当
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時
公
文
所
名
代
計
儀
也
︑
其
上
狭
少
在
所
難
入
置
之
由
堅
難
渋
之
間
︑
可
被
召
放
所
職
之
歟
之
由
雖
及
御
沙
汰
︑
八
十
余
老
体
︑
兎

角
可
及
御
沙
汰
事
不
可
然
︑
所
詮
︑
当
公
文
所
浄
聡
一
期
之
間
計
者
︑
万
事
被
閣
︑
寺
庫
可
被
引
入
也
︑
向
後
公
文
所
被
免
之
時
必

及
其
沙
汰
︑
堅
可
被
申
付
之
由
衆
儀
了

結
局
の
と
こ
ろ
︑
公
文
所
浄
聡
は
住
ま
い
が
狭
小
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
供
僧
評
定
の
議
決
に
応
じ
な
か
っ
た
︒
ま
た
彼
が
八
〇

才
を
越
え
た
老
体
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
︑
浄
聡
の
任
期
中
は
こ
れ
を
猶
予
し
︑
百
姓
た
ち
は
引
き
続
き
惣
蔵
に
滞
在
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑
こ
の
問
題
が
ど
う
な
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
上
洛
し
た
百
姓
の
滞
在
場
所
が
︑

﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
を
契
機
と
し
て
評
定
で
取
り
沙
汰
さ
れ
︑
供
僧
た
ち
に
よ
っ
て
規
定
︵
改
定
︶
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
︒

当
荘
公
文
は
そ
の
就
任
に
あ
た
っ
て
︑
年
貢
完
済
を
は
じ
め
と
す
る
条
々
を
誓
っ
た
請
文
を
提
出
す
る
決
ま
り
で
あ
っ
た
︒
そ
の
な
か

に
は
︑﹁
或
得
人
語
︑
或
依
存
私
︑
寄
事
於
左
右
︑
不
可
及
訴
詔︵訟
︶︑
若
有
可
歎
申
之
旨
者
︑
穏
致
訴
詔︵訟
︶︑
可
奉
仰
寺
家
御
成
敗
︑
縦
百
姓

等
称
庄
家
之
一
揆
︑
妄
雖
致
嗷
々
之
群
訴
︑
曽
以
不
可
有
同
心
許
容
之
儀
事
﹂
と
い
う
条
文
が
あ
る
︵
刊
本
を
二
四

⊖︵
一
︶︶︒
あ
く
ま

で
公
文
に
対
し
て
で
は
あ
る
が
︑
な
に
か
嘆
き
申
す
べ
き
こ
と
が
あ
れ
ば
︑
穏
便
に
訴
訟
を
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
百
姓
た

ち
が
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
と
称
す
る
﹁
嗷
々
之
群
訴
﹂
に
同
心
・
許
容
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
︒﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
概
念
の
も
と
と
な
っ

た
著
名
な
史
料
で
あ
る
が
︑
こ
の
一
文
か
ら
︑
徒
党
を
組
ん
で
行
わ
れ
る
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
＝
﹁
嗷
々
之
群
訴
﹂
は
穏
便
な
訴
訟
に
は
あ

た
ら
ず
︑
東
寺
に
と
っ
て
は
不
法
行
為
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
康
暦
二
︵
一
三
八
〇
︶
年
に
は
井
料
下
行
を
目
的
と
し
た

百
姓
等
の
﹁
嗷
訴
﹂
に
関
し
て
︶
36
︵

︑﹁
有
歎
者
雖
為
何
箇
度
可
申
入
処
︑
無
左
右
致
嗷
訴
之
条
太
不
可
然
﹂
と
あ
る
︶
37
︵

︒
百
姓
た
ち
は
あ
く
ま

で
穏
便
に
﹁
申
入
﹂
れ
る
べ
き
で
あ
り
︑
や
は
り
「
嗷
訴
」
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
な
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
は
基
本
的
に
は
非
法
行
為
な
の
で

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
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あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
そ
も
そ
も
本
来
的
に
は
︑﹁
荘
家
の
一
揆
﹂︵
百
姓
の
直
訴
・
群
訴
︶
は
禁
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ

が
室
町
期
に
は
な
し
崩
し
的
に
常
態
化
し
︑さ
ら
に
は
い
ま
見
た
よ
う
に
︑東
寺
に
押
し
か
け
た
百
姓
た
ち
の
滞
在
場
所
が
︑評
定
に
よ
っ

て
取
り
沙
汰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
あ
く
ま
で
現
実
の
問
題
へ
の
対
処
で
は
あ
る
も
の
の
︑
こ
の
こ
と
は
事
実
上
百
姓

た
ち
の
上
洛
し
て
の
直
訴
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
り
︑﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
の
存
在
を
合
法
的
な
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
等
し
い
と
言

え
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
当
該
期
に
は
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
を
通
じ
た
領
主
と
百
姓
と
の
交
渉
が
︑
支
配
を
成
り
立
た
せ
る
う
え
で
必
要
な
合

意
形
成
の
回
路
と
し
て
︑
支
配
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う
︒

上
久
世
荘
に
賦
課
さ
れ
た
幕
府
・
守
護
段
銭
は
︑
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
免
除
さ
れ
︑
替
わ
り
に
そ
の
手
続
き
に
必
要
な
礼
銭
が
︑
東
寺

に
よ
っ
て
在
地
転
嫁
さ
れ
た
︒
そ
れ
は
領
主
段
銭
・﹁
地
下
懸
銭
﹂
の
二
方
式
が
あ
っ
た
が
︑
ま
も
な
く
実
質
的
に
は
後
者
に
一
元
化
し
︑

本
来
的
な
意
味
で
の
段
銭
は
︑
当
荘
で
は
賦
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
︒

こ
の
段
銭
の
変
換
の
構
造
を
通
じ
て
︑
百
姓
た
ち
の
負
担
は
大
幅
に
減
少
し
た
︒
し
か
も
そ
れ
は
︑﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
を
展
開
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
減
額
が
望
め
る
も
の
で
あ
り
︑か
つ
百
姓
た
ち
の
主
体
的
な
納
入
留
保
に
よ
り
︑分
割
納
入
が
可
能
な
も
の
と
な
っ

た
︒
こ
う
し
て
︑
百
姓
た
ち
に
と
っ
て
予
期
せ
ぬ
負
担
と
し
て
や
っ
て
く
る
段
銭
は
︑
そ
れ
な
り
に
対
応
可
能
な
も
の
へ
と
変
換
さ
れ
た

の
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
︑
こ
の
荘
園
領
主
を
介
し
た
段
銭
の
変
換
の
構
造
は
︑
室
町
期
荘
園
制
下
に
お
け
る
村
の
再
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生
産
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

前
稿
で
は
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
が
︑
年
貢
の
損
免
や
井
料
下
行
を
獲
得
す
る
た
め
に
恒
常
的
に
展
開
し
た
運
動
で
あ
り
︑
同
じ
く
当
該
期

の
村
の
再
生
産
構
造
に
お
い
て
︑
不
可
欠
の
一
環
を
成
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
本
稿
に
お
け
る
検
討
に
よ
っ
て
︑
こ
の
こ
と

は
段
銭
の
負
担
を
可
能
な
限
り
低
減
さ
せ
る
と
い
う
点
で
も
︑
同
様
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒﹁
公
領
﹂
の
論
理
に
見
ら
れ
た

よ
う
に
︑
負
担
低
減
の
論
理
や
交
渉
戦
術
を
模
索
し
つ
つ
︑
絶
え
ず
行
わ
れ
る
一
揆
の
運
動
に
よ
っ
て
︑
村
の
再
生
産
は
維
持
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
︒

加
え
て
︑﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
は
本
来
東
寺
に
と
っ
て
非
法
行
為
で
あ
っ
た
が
︑
段
銭
を
め
ぐ
る
激
し
い
一
揆
を
契
機
と
し
て
︑
東
寺
に

詰
め
か
け
る
百
姓
た
ち
の
滞
在
場
所
が
供
僧
評
定
に
お
い
て
取
り
沙
汰
さ
れ
規
定
さ
れ
た
︒
一
揆
の
た
び
に
東
寺
惣
蔵
が
占
拠
さ
れ
る
と

い
う
実
務
上
の
問
題
へ
の
対
処
で
あ
る
も
の
の
︑
そ
れ
は
結
果
的
に
百
姓
の
上
洛
し
て
の
直
訴
を
容
認
す
る
に
等
し
く
︑
言
わ
ば
﹁
荘
家

の
一
揆
﹂
が
︑
村
と
領
主
の
交
渉
回
路
︑
合
意
の
回
路
と
し
て
体
制
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
評
価
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
室
町
期
荘
園
制
下
に
お
い
て
は
︑
当
該
期
固
有
の
再
生
産
構
造
の
も
と
で
村
が
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
︒
ま
た
︑

そ
う
し
た
村
の
存
在
は
︑
荘
園
領
主
た
ち
に
も
一
程
度
認
知
さ
れ
︑
そ
の
支
配
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
と
し
て
︑
限
定
的
な
が
ら
支
配
体

制
上
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
改
め
て
冒
頭
で
挙
げ
た
移
行
期
村
落
論
・
自
力
の
村
論
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
︑
こ
の
こ
と
は

荘
園
に
替
わ
る
政
治
的
・
社
会
的
基
礎
単
位
と
し
て
の
村
の
承
認
を
推
し
進
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
以
上
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
︑
前
稿
や
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
室
町
期
特
有
の
再
生
産
構
造
の
あ
り
方
が
崩
壊
す
る
で
あ
ろ

う
戦
国
期
へ
の
展
開
が
改
め
て
問
題
と
な
る
が
︑
こ
の
点
は
荘
園
領
主
が
書
き
残
し
た
﹁
引
付
﹂
に
史
料
の
多
く
を
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
上
久
世
荘
で
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
点
を
今
後
の
課
題
と
し
て
確
認
し
︑
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒



東寺領山城国上久世荘における段銭と「荘家の一揆」25

﹇
註
］

︵
1
︶ 
勝
俣
鎮
夫﹁
戦
国
時
代
の
村
落
﹂︵
同
著﹃
戦
国
時
代
論
﹄岩
波
書
店
︑
一
九
九
六
年
︑
初
出
一
九
八
五
年
︶︒
藤
木
久
志﹁
移
行
期
村
落
論
﹂︵
同

著﹃
村
と
領
主
の
戦
国
世
界
﹄東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
七
年
︑
初
出
一
九
八
八
年
︶︒

︵
2
︶ 

塚
田
孝﹁
地
域
史
研
究
の
視
点
﹂︵﹃
飯
田
市
歴
史
研
究
所
年
報
﹄第
五
号
︑
二
〇
〇
七
年
︶︒
池
上
裕
子﹁
中
近
世
移
行
期
を
考
え
る
︱
村
落
論

を
中
心
に
﹂︵
同
著﹃
日
本
中
近
世
移
行
期
論
﹄校
倉
書
房
︑
二
〇
一
二
年
︑
初
出
二
〇
〇
九
年
︶︒
大
山
喬
平
﹁
ム
ラ
の
新
た
な
研
究
の
た
め

に
︱
ム
ラ
の
戸
籍
簿
を
作
ろ
う
﹂︵
同
著﹃
日
本
中
世
の
ム
ラ
と
神
々
﹄二
〇
一
二
年
︑
初
出
二
〇
一
〇
年
︶な
ど
︒

︵
3
︶ 

拙
稿﹁
東
寺
領
山
城
国
上
久
世
荘
に
お
け
る
年
貢
収
納
・
算
用
と﹁
沙
汰
人
﹂﹂︵﹃
史
学
雑
誌
﹄第
一
二
六
編
第
二
号
︑
二
〇
一
七
年
A
︶︑﹁
東

寺
領
山
城
国
上
久
世
荘
に
お
け
る
山
林
資
源
利
用
︱﹁
鎮
守
の
森
﹂と﹁
篠
村
山
﹂﹂︵﹃
地
方
史
研
究
﹄第
六
七
巻
第
二
号
︑
二
〇
一
七
年
B
︶︒

︵
4
︶ 

拙
稿﹁
東
寺
領
山
城
国
上
久
世
荘
に
お
け
る﹁
荘
家
の
一
揆
﹂と
損
免
・
井
料
﹂︵﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄第
二
六
四
号
︑
二
〇
一
七
年
︶︒
以
下
︑
本

文
中
で﹁
前
稿
﹂と
言
っ
た
場
合
は
こ
れ
を
指
す
︒

︵
5
︶ 

以
下
︑
本
稿
に
お
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
典
拠
を
略
記
す
る
︒
な
お
︑
刊
本
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
も
翻
刻
を
改
め
て
い
る
場
合
が
あ
る
︒

ま
た
︑
掲
載
史
料
に
つ
い
て
は
行
論
上
影
響
が
な
い
か
ぎ
り
見
せ
消
し
・
挿
入
な
ど
は
表
現
し
て
い
な
い
︒

　
　
　
　

・
教
＋
文
書
番
号　
　
　

︙﹃
教
王
護
国
寺
文
書
﹄

　
　
　
　

・
函
名
＋
文
書
番
号　
　

︙﹁
東
寺
百
合
文
書
﹂

　
　
　
　

・
刊
本
函
名
＋
文
書
番
号
︙﹃
大
日
本
古
文
書
﹄・﹃
東
寺
百
合
文
書
﹄︵
京
都
府
立
総
合
資
料
館
編
︶

︵
6
︶ 

上
島
有﹃
京
郊
庄
園
村
落
の
研
究
﹄︵
塙
書
房
︑
一
九
七
〇
年
︶第
六
章
第
一
節
︒

︵
7
︶ 

久
留
島
典
子﹁
中
世
後
期
の﹁
村
請
制
﹂に
つ
い
て
︱
山
城
国
上
下
久
世
庄
を
素
材
と
し
て
﹂︵﹃
歴
史
評
論
﹄第
四
八
八
号
︑
一
九
九
〇
年
︶︒

︵
8
︶ 

前
掲
註︵
7
︶久
留
島
論
文
︒

︵
9
︶ 

当
荘
の﹁
沙
汰
人
﹂に
つ
い
て
は
前
掲
註︵
3
︶拙
稿
A
︒

︵
10
︶ 

松
沢
徹﹁
播
磨
国
矢
野
荘
に
お
け
る
段
銭
の
賦
課
と
免
除
︱
守
護
段
銭
を
中
心
と
し
て
﹂︵﹃
史
観
﹄第
一
四
八
号
︑
二
〇
〇
三
年
︶︒

︵
11
︶ 

前
掲
註︵
6
︶上
島
著
書
一
九
五
・
四
二
二
頁
︒
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︵
12
︶ 

教
八
三
八
︑
ミ
九
二
︑
刊
本
を
一
七
一
・
一
七
二
︑
オ
八
九
な
ど
︒
寺
家
算
用
状
が
上
久
世
荘
・
下
久
世
荘
を
併
せ
て
作
成
さ
れ
る
点
も

年
貢
諸
公
事
物
と
同
様
で
あ
る
︒

︵
13
︶ ﹁
引
付
﹂永
享
六︵
一
四
三
四
︶年
九
月
二
九
日
条
︒

︵
14
︶ ﹁
引
付
﹂永
享
五
年
一
一
月
四
日
条
︑
永
享
一
二
年
一
一
月
一
一
日
条
な
ど
︒

︵
15
︶ ﹁
引
付
﹂永
享
一
二
年
九
月
二
七
日
条
︒

︵
16
︶ ﹁
引
付
﹂寛
正
五︵
一
四
六
四
︶年
一
二
月
一
二
日
条
︒

︵
17
︶ ﹁
引
付
﹂寛
正
五
年
一
二
月
二
〇
・
二
二
・
二
七
日
条
︒

︵
18
︶ ﹁
引
付
﹂寛
正
六
年
二
月
二
四
日
条
︒

︵
19
︶ ﹁
引
付
﹂寛
正
六
年
正
月
一
六
日
条
︒

︵
20
︶ ﹁
引
付
﹂文
正
元︵
一
四
六
六
︶年
一
〇
月
一
九
日
条
︒

︵
21
︶ ﹁
引
付
﹂応
永
一
五︵
一
四
〇
八
︶年
一
一
月
二
六
日
条
︑
永
享
五
年
九
月
六
日
条
︑
永
享
六
年
九
月
二
九
日
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SUMMARY

Tansen and “Shouke-no-Ikki” (farmerʼs uprising) in the To-ji Templeʼs 
Kamikuse Estate in Yamashiro Country

Junichi Takagi

Keywords: Soson／Tansen／Shouke-no-Ikki／Muromachi period manor system.

The paper examines the way of imposing, collecting, and exempting special 
taxation “Tansen” peculiar to the Muromachi period and “Shouke-no-Ikki” (farmerʼs 
uprising) that occurred in connection with imposing Tansen tax in the case of the 
To-ji Templeʼs Kamikuse Estate in Yamashiro Country. 

“Tansen” tax imposed by the Muromachi shogunate and Shugo (provincial 
governor) were almost exempted at the Kamikuse estate without exception, but the 
village in the estate was asked to pay Reisen (reward money) for the procedure for 
tax exemption instead. Due to this structure of so-called “conversion of Tansen”, 
the amount to be borne by the village has drastically decreased. In addition, 
through the protest against Toji (“Shouke-no-Ikki”), Tansen has been changed to 
one that could be expected to be further reduced, and that it could be divided and 
delivered for several years. Tansen was a tax burden imposed to the village 
unexpectedly and it was not always possible to respond, but due to this “conversion 
of Tansen” structure, it was able to cope with it all the time.

From the above it was concluded that the lord-mediated structure of 
“conversion of Tansen” and “Shouke-no- Ikki” were indispensable for the 
reproduction of the village under Muromachi period manor system.


