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今

井

林

太

郎

一

播
磨
国
小
宅
荘
は
、
播
磨
灘

に
注
ぐ
揖
保
川
と
、

そ
の
東
を
流
れ
る
林
田
川
と
の
間
に
ひ
ら
け
た
沖
積
平
野
に
設
け
ら
れ
た
荘
園
で
あ
る
。
そ
の
荘
域
は
現
在
は
龍
野

市

に
属
し
て
い
る
が
、
揖
保
郡

の
旧
小
宅
村
の
う
ち
の
日
飼

・
堂
本

・
片
山

・
末
政

・
小
宅
北

・
小
宅
中

・
宮
脇
の
七
部
落
と
、
旧
誉
田
村

の
う
ち
の
長
真

・
上
沖

・
下

沖

・
高
駄

・
井
上

・
片
吹
の
六
部
落
を
含
む
南
北
に
細
長

い
荘
園
で
あ

っ
た
。

こ
の
地
域
は
七
世
紀

の
後
半
ご
ろ
少
宅
里
が
置
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
渡
来
氏
族
で
あ
る
漢
人
の
開
い
た
村

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

『
播
磨
国
風
土
記
』
に
よ

る
と
、
播
磨
の
西
部
に
は
漢
入
を
は
じ
め
、
渡
来
氏
族
に
よ

っ
て
開
拓
さ
れ
た
と
伝
え
る
村
が
少
く
な
い
。
夢
前
川
の
右
岸

の
飾
磨
郡
漢
部
里
は
、
讃
岐
国

に
い
た
漢
人

が
移
住
し
て
開

い
た
村
で
あ
り
、
大
津
茂
川
流
域
の
揖
保
郡
枚
方
里
は
、
河
内
国
茨
田
郡
枚
方
里
に
い
た
漢
人
が
、
同
郡
大
田
里
は
摂
津
国

三
島
上
郡
の
大
田
に
い
た
呉

す
ぐ
り

の
勝
が
移

っ
て
き
て
開
墾
し
た
村
で
あ
る
。
少
宅
里
も

『
播
磨
国
風
土
記
』
に
よ
る
と
、
漢
人
の
開

い
た
村
で
あ
る
た
め
、
当
初
は
漢
部
里
と
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
漢
人

の
族
長
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
川
原
若
狭
の
祖
父
が
少
宅
秦
公

の
娘
と
結
婚
し
、
や
が
て
そ
の
家
は
少
宅
と
名
乗
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
若
狭
の
孫
の
智
麻
呂
が
里

長
に
任
命
さ
れ
た
の
で
、
庚
寅

の
年
に
里
の
名
を
少
宅
里
と
改
め
た
と
あ
る
。
庚
寅

の
年
と
い
う
の
は
持
統
天
皇
四
年
で
、
戸
令

の
規
定
に
準
拠
し
て
戸
籍
の
改
編
が
行

わ
れ
た
年
で
あ
り
、
戸
籍
の
改
編
と
関
連
し
て
里
の
制
度

の
整
備
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
少
宅
里
を
開

い
た
漢
人
は
、
漢
の
皇
帝
の
流
れ
を
汲
む
渡
来
氏
族

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
後
世
の
作
り
ご
と
で
、
最
近

の
研
究
で
は
百
済
か
ら
の
渡
来
者

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
少
宅
秦
公
は
、
山
城
を
中

心
に
近
江

・
播
磨
な
ど
に
は
び

こ
っ
て
い
た
秦

氏
の

一
族
で
、
秦

の
始
皇
帝
を
祖
と
す
る
氏
族
で
あ
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
新
羅
か
ら
の
渡
来
者

で
あ
る

ω

ら
し
い
。
そ
し

て
秦
氏
は
播
磨
で
は
揖
保
郡
か
ら
赤
穂
郡
に
か
け
て
繁
延
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
少
宅
里
は
朝
鮮
系
の
渡
来
者
た
ち
に
よ

っ
て
か
な
り
早
く
か
ら
開
拓
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
水
田
を
開
く
た
め
に
、
揖
保
川
か
ら
水
を
導
く
用
水
溝

し
た
だ
み

が
作
ら
れ
た
。

『
播
磨
国
風
土
記
』
に
は
百
姓
が
田
を
作
る
た
め
に
用
水
溝
を
掘

っ
た
と
こ
ろ
、

「
し
た
だ
み
」
が
沢
山
で
て
き
た
。

こ
の
溝
は
後
に
川
に
な
り
、
細
螺

川
と
よ
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
話
が
載

っ
て
い
る
。
細
螺
川
が
現
在
ど
の
河
に
当
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
室
町
時
代

の
小
宅
荘

の
絵
図

に
揖
保
川
か
ら
小
宅
荘
に

水
を
引
く
堀
溝
河
と
い
う
の
が
あ
り
、
あ
る
い
は

こ
れ
が
そ
う
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
用
水
溝

の
築
造
に
は
相
当
高
度
な
技
術
が
必
要
で
あ
り
、
朝
鮮
系
渡
来
者
た
ち

の
す
ぐ
れ
た
技
術
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
く
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

少
宅
里
の
地
に
、
い
つ
ご
ろ
ど
の
よ
う
に
し
て
小
宅
荘
が
成
立
し
た
の
か
、
そ
の
間
の
事
情
を
伝
え
る
史
料
は
全
く
な
い
。
現
存
す
る
史
料
か
ら
知
り
得
る

こ
と
は
、

㈲

鎌
倉
時
代
の
末
ご
ろ
に
京
都

の
大
覚
寺
の
所
領

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
小
宅
荘

の
東
に
は
弘
山
荘
が
隣
接
し
、
さ
ら
に
そ
の
東

に
は
有
名
な
鵤
荘
が
あ

っ
た
。
ま
た
西
北
は
上
揖
保
荘
と
、
西
南
は
浦
上
荘
と
境
を
接
し
て
い
た
。
小
宅
荘
及
び
そ
の
付
近
の
景
観
は
、
小
宅
荘
の
絵
図
を
は
じ
め
、
弘
山
荘

。
鵤
荘

の
絵
図
が

残

っ
て
い
る
の
で
、
比
較
的
よ
く
わ
か
る
。
小
宅
荘
の
絵
図
は
大
徳
寺

に
二
通
保
存
せ
ら
れ
て
い
て
、

一
通
は
文
和

三
年
三
月
に
作
製
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
と
の

臼ゆ

一
通
は
年
代
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
若
干
お
く
れ
た
時
期

に
作
製
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
弘
山
荘
の
絵
図
は
龍
野
市
の
円
尾
亀
次
郎
氏
の
所
蔵

に
か

か
る
も
の
で
、
永
徳

二
年
八
月
に
作
製
さ
れ
た
の
を
、
天
明
八
年
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
鵤
荘
の
絵
図
は
法
隆
寺
に
伝
わ
る
も
の
で
、
嘉
慶
四
年
四
月
に
作
製
せ
ら

れ
、
播
磨
の
斑
鳩
寺
に
は
そ
の
写
が
あ
る
。

隣
接
す
る
三
荘
園

の
絵
図

が
残

っ
て
い
る
の
は
、
全
国

で
も
珍
ら
し
い
例
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
荘
園

の
絵
図
を
見
る
と
、

い
ず
れ
も
整
然
と
し
た
条
里
制

の
地
割
が

施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
を
ひ
く
。
揖
保
郡
の
条
里
制
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
谷
岡
武
雄
氏

の
研
究
が
あ
る
が
、
文
和
三
年

三
月
の
小
宅
荘

の
絵
図
に
条
里

の
引
き
方

に
つ
い
て
の
説
明
が
記
さ
れ
て
い
る
。
も

っ
と
も

こ
の
地
方
で
は
条
里
と
い
わ
ず

に
条
坊
と
唱
え
て
い
る
が
、
地
割

の
尺
度
は
条
里
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
さ
て
そ
の

説
明

に
よ
る
と
、

一
、
条
者
自
レ
西
立
レ
之
、

坊
者
自
二南
海
一始
レ
之
、

然
間
小
宅
庄
者
、

自
二十
坊

一至
二
干
十
六
坊

一南
北
四
十

二
町
也
、

東
西
者
十
四
条
十
五
条
也
、

自
二
西
揖
境

一、

至
二干
東
弘
山
境

一十

二
町
也
、
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一
、

一
坊
者

、

三
十

六
町
也
、

一
、

一
坪
者

、
自

二東

角
南
角

一始
レ
之
、

是
者

一
坊
内

一
坪
也

、

一
坪

一
町

、

(
中
略
)

一
、

一
坊
内
、

自

二
一
坪

一至

二
干
計

六
坪

一次
第

者
、

十

五
条
十

坊
注

レ
之

と

あ

っ
て
、
条

は
西
か

ら
東

へ
数

え
進

み
、
坊

は
南

か

ら

北

へ
と
数

え
進
み
、

坊

の
起
点
は
播

磨
灘

の
海
ぎ

わ

で
あ

る
。

に
図
示

さ
れ

て
い
る
が
、

そ
れ

に
よ
る

と
次
図

の
よ
う

に
な

っ
て

い
る
。

通
常

坪

の
並

べ
方

は
、
条

の
進

む
方
向

に
、

条→
IilY
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↑
坊

十
四
坊

十
五
坊

十
六
坊

十
五
条

十

坊

十

一
坊

十
二
坊

十
三
坊

十
四
坊

そ
し
て
坊
内

の
坪

の
数
え
方
は
、
十
五
条
十
坊

一
ノ
坪
か
ら
六
ノ
坪

へ
横
に
進
み
、
そ
し
て
坊

の

進
む
方
向
に

一
段
あ
が

っ
て
順
次
数
え
て
い
く

の
で
あ
る
が
、
揖
保
郡
の
場
合
は
そ
う
し
た
通
則
に
従

っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
谷

㈲

岡

氏
は
小
宅

荘

の
条

坊

の
呼
称
方

法
が
、

施
行

当
時

の
も

の

で
あ

る
か
ど
う

か
は
疑

問

で
あ

る
と
し

て
い
る
。

さ
て
小
宅
荘

は

十

四
条

お
よ
び
十

五
条

の
十

坊

か
ら

十
六

坊

に
ま

た
が

っ
て
展
開

し

て
い

る
が
、

そ

の
坪
付

を
示
す

と
、

十

四
条

十

坊

一
・
二

・

=

ー

一
四

二

}三
ー

二
六

・
三
五

・
三
六
坪

十

一
坊

一
・
二

・

=

1

一
四

・
二

一
ー

二
八

・
三
三
ー

三
六
坪

十

二
坊

一
ー

四

・
九
-

一
六

・

一
九
ー

三
六
坪

十

三
坊

一
ー

五

・

一
〇
ー

一
五

・
二
二
ー

二
七

・
三
四
-

三
六
坪

　 　 　 　 　 　

六 〇 〇 〇 〇 …

坪 ・ … 一・ 一一 一

　

五 六 五 五Ill

l「!i-一 一

二 二 二 二 四 四 五
一一一■ ● ● ●

● ● ● ●

七 七 七 七lil

ll!1二 二 二
三 三 三 三 七 六 六

四 四 四 四 …

坪 坪 坪 坪 三 三 三

四 五 五

　 　

　ユ　 　 　ユ　

ノ＼ ノ ＼ ノ 、

坪 坪 坪
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十
五
坊

一
-

三
⊥
ハ
坪

十
⊥ハ
坊

一
i

三
⊥ハ
坪

と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
条
坊
の
坪
付
を
現
在

の
地
図
の
上
に
復
原
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
景
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合

一
つ
の
手
懸
り
と
な

る
の
は
、
十
五
条
十
四
坊

の

一
五
ノ
坪

に
あ
る
崇
道
社

で
あ
る
。
こ
の
社

に
は
川
原
若
狭
と
関
係

の
深
い
こ
と
を
示
す
口
碑
が
残

っ
て
い
る
が
、
現
在
宮
脇
に
あ
る
小
宅

神
社
が
そ
れ
で
あ
る
。
龍
野
市
の

一
万
分
の

一
の
地
図
を
見
る
と
、
小
宅
神
社
の
西
側
を
通
る
道
路
か
ら
西

へ
三
町
よ

っ
た
と
こ
ろ
を
、
東
階
崎
網
干
線
の
道
路
が
南
北

に
走

っ
て
い
る
が
、
こ
の
道
路
は
小
宅
神
社
の
あ
る
坪
か
ら
西

へ
数
え
て
三
つ
目

の
十
八
ノ
坪
の
西
側
に
当
り
、
従

っ
て
十
四
条
と
十
五
条
の
堺
を
こ
の
道
路
に
比
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
小
宅
神
社
の
南
側
の
道
路
か
ら
南

へ
二
町

へ
だ
た

っ
た
と
こ
ろ
を
、
東
西
に
通
ず
る
小
径
が
今
も
残

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
十
三
坊
と
十
四

補
註
ω

坊
と
の
境
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
十
四
条
と
十
五
条

の
境
界
線
と
十
三
坊
と
十
四
坊
の
境
界
線
を
基
軸
に
し
て
、
現
在

の
地
図
の
上
に
条
坊
を
復
原
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
世
の
荘
園
で
そ
の
位
置
な
り
、
境
域
を
正
確
に
把
握
で
き
る
も

の
は
き
わ
め
て
少
な
い
が
、
小
宅
荘
は
条
坊
を
現
在

の
地
図
の
上
に
復
原
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

そ
の

全
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

一62一

小
宅
荘
が
鎌
倉
時
代
の
末
ご
ろ
、
京
都
の
大
覚
寺
の
所
領
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
さ
き
に
指
摘
し

て
お
い
た
が
、
小
宅
荘
は
管
理
の
上

で
、
惣
荘
方
と
よ
ば
れ
る
部
分
と

三
職
方
と
よ
ば
れ
る
部
分
と
に
分
れ
て
い
た
。

こ
の
三
職
方
が
ど
の
よ
う
な
性
格

の
所
領
で
あ
る
の
か
、
成
立
の
い
き
さ

つ
な
ど
に
つ
い
て
の
史
料
が
な
い
の
で
は

っ
き

り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
西
岡
虎
之
助
氏
は
天
皇
家
の
後
宮

の
所
領
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
な
ほ
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
小
宅
荘
三
職
方
が
大
徳
寺
の
所
領
と
な

っ
た
の
は
、
正
中

二
年
十
月

の
こ
と
で
あ
る
。
正

二
位
前
権
大
納
言
で
あ

っ
た
中
御
門
経
継
が
、

「
且
依
二
帰
依
志

【、
且

⑳

 為
二
弘
法
興
隆

一」
に
、
次
第
証
文
を
副
え
て
大
徳
寺
に
寄
進
し
た
の
で
あ
る
。
大
徳
寺
は
こ
の
こ
ろ
僧
宗
峯
妙
超

(大
燈
国
師
)
に
よ

っ
て
創
建
せ
ら
れ
た
が
、
宗
峯
は

花
園
上
皇

・
後
醍
醐
天
皇
か
ら
厚
い
尊
信
を
受
け
、
大
徳
寺
は
そ
の
祈
願
所
と
し
て
、
後
醍
醐
天
皇
か
ら

「
本
朝
無
双
之
禅
苑
」

で
あ
る
と

の
哀
筆
を
賜

っ
た
。
貴
族
や

武
士
の
な
か
に
も
宗
峯
に
帰
依
す
る
も
の
が
少
く
な
く
、
新
田
義
貞
も
元
弘
三
年
十

一
月

「
依
二
当
寺
帰
依
之
志
深

一」

っ
て
、
大
徳
寺
に
播
磨
国
宍
栗
郡
三
方
西
荘
を
寄
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㎝

進
し
て
い
る
。
大
徳
寺
を
創
建
し
た
宗
峯
は
、
寺
の
経
済
的
基
礎
を
固

め
る
た
め
に
、
寺
領
の
獲
得
に
努
め
、
帰
依
者
た
ち
に
所
領
の
寄
進
を
積
極
的
に
働
き
か
け
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
宗
峯
に
帰
依
し
て
い
た
中
御
門
経
継
は
、
小
宅
荘
三
職
方
が
、
宗
峯
の
出
生
地
で
あ
る
浦
上
荘
の
門
前
村
に
隣
接
し
て
い
る

こ
と
も
あ

っ
て
、
特

に
こ
の

地
を
寄
進
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
出
身
地

の
浦
上
荘

に
つ
い
て
は
、
宗
峯
は
後
醍
醐
天
皇
に
申
請
し
、
元
弘

三
年
同
荘
の
地
頭
職
を
天
皇
か
ら
寄
進

せ
ら
れ
た
。

凶

大
徳
寺

の
手
に
移

っ
た
小
宅
荘
三
職
方
に
対
し
て
、
元
徳

二
年
八
月
、
後
醍
醐
天
皇
か
ら
安
堵

の
論
旨
が
下
さ
れ
、
さ
ら
に
建
武
元
年
八
月
、
国
司
守
護
使
な
ら
び

に

役
夫
工
米
な
ど
の
諸
役
を
停
止
し
、

一
円
不
輪

の
寺
領
と
す
る
旨
の
官
宣
旨
が
下
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
小
宅
荘
三
職
方
は
大
徳
寺
の
完
全
な
所
領
と
し
て
確
認
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
実
は
経
継

の
三
職
方
に
対
す
る
領
知
権
は
、
完
全
な
領
主
権
で
は
な
く
、
そ
の
上
に
大
覚
寺
が
領
家
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
経
継
の
も

っ
て
い
た
の
は
、
恐
ら
く
三
職
方

の
預
所
職

で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
建
武
元
年

の
官
宣
旨
に
よ

っ
て
三
職
方
に
対
す
る
大
覚
寺
の
領
家
職
は

否
認
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
事

の
重
大
さ
に
驚
い
た
大
覚
寺
は
さ

っ
そ
く
既
得
権

の
侵
害

に
つ
い
て
、
政
府
に
訴
え
出
た
。
後
醍
醐
天
皇
と
し
て
は
小
宅
荘
三
職
方

の

大
徳
寺

へ
の
寄
附
を
認
あ
、
既
に
官
符
ま
で
出
し
て
し
ま

っ
た
以
上
、
い
ま
さ
ら
そ
れ
を
撤
回
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
大
覚
寺
に
は
替
地
を
支
給
す
る

こ
と
に
し

て
解
決
を
は
か
り
、
大
覚
寺
側
も

こ
れ
を
諒
承
し
て
、
よ
う
や
く
落
着
し
た
。
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四

大
徳
寺
領
と
な

っ
た
小
宅
荘
三
職
方
が
小
宅
荘

の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
所
領
配
置
に
な

っ
て
い
た
か
を
絵
図
に
示
し
た
の
が
、
さ
き
に
触
れ
た
二
通
の
小
宅
荘
絵
図

で
あ
る
・
両
図
を
比
較
す

る
と
三
職
方
の
面
積
や
所
在
の
坪
付
な
ど
に
若
干
の
差
違
が
認
め
ら
れ
る
ほ
か
は
、
殆
ん
ど
変
り
晦

な
く
、
た
だ
後
者
に
は
河
や
灌
概
用
水
が

記
入
さ
れ
、
小
宅
荘
の
荘
境
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
小
宅
荘
の
実
体
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
の
絵
図
に
よ
る
と
、
小
宅
荘
の
総
面
積
は
約
三
百

二
十
四
町
で
、
そ
の
中
三
職
方
は
六
十
七
町

三
反
三
十
代
で
、
全
体

の
五
分
の

一
を
占
め
、
あ
と
の
五
分
の
四
が
惣
荘
方
で
あ
る
。
し
か
も
三
職
方
の
所
領
は
、
十
四
条

十
三
坊
と
十

五
条
十

三
坊
に
比
較
的
ま
と
ま

っ
て
存
在
す
る
以
外
は
、
各
所
に
散
在
し
、
惣
荘
方
と
入
組
ん
だ
形
に
な

っ
て
い
る
。

一
つ
の
坪
の
な
か
で
三
職
方
と
惣
荘

方
に
分
割
さ
れ
た
坪
も
少
く
な
い
。

こ
の
よ
う
に
三
職
方
と
惣
荘
方
と
が
錯
綜
し
て
い
る
た
め
に
、
管
理
の
上
で
も
な
か
な
か
面
倒
な
こ
と
が
多
か

っ
た
。
従

っ
て
惣
荘

方

の
雑
掌
が
、
三
職
方

の
所
領
を
惣
荘
の
中
に
取
り
込
ん
で
、
所
務
の
妨
げ
を
す

る
よ
う
な
こ
と
も
お
き
が
ち
で
あ

っ
た
。
後
醍
醐
天
皇
の
庇
護
の
も
と
に
順
調
な
す
べ

大
徳
寺
領
播
磨
国
小
宅
荘



大
徳
寺
領
播
磨
国
小
宅
荘

り
出
し
を
見
せ
た
大
徳

寺
で
あ

っ
た
が
、
南
朝
と
関
係
の
深

い
大
覚
寺
の
侵
略
に
対
し
、
大
徳
寺
で
は
北
朝

の
保
護
を
求
め
、
光
厳
院
か
ら
早
く
惣
荘
雑
掌
の
妨
げ
を
止

㎜

め
、
所
務
を
全
う
す
る
よ
う
に
と
の
院
宣
が
出
さ
れ
た
。

大
覚
寺
に
よ
る
侵
略

の
防
止
に
汲
々
と
し
て
い
た
大
徳
寺
に
と

っ
て
、

こ
ん
ど
は
小
宅
荘

三
職
方
の
領
有
を
根
底
か
ら
ゆ
さ
ぶ
る
事
件
が
お
き
た
。

こ
の
三
職
方
に
つ

い
て
、
相
伝
の
領
主
あ
る
い
は
本
領
主
で
あ

っ
た
朝
昌
法
師

の
子
孫
と
名
乗
る
貞
興
と
い
う
者
か
ら
、
返
還
の
訴
訟
が
光
厳
院
庁
に
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
貞
興
の
言

分
に
よ
る
と
、
貞
興

の
父
祖
の
朝
昌
法
師
と
中
御
門
経
継
と

の
間
で
、

三
職
方
の
領
知
権
を
め
ぐ

っ
て
紛
争
が
あ
り
、
永
仁
五
年
に

一
応
和
与
が
成
立
し
た
。
そ
の
結
果

同
年
の
三
月
及
び
四
月
に
朝
昌
法
師
か
ら
経
継
に
三
職
方
の
知
行

に
つ
い
て
譲
状
が
渡
さ
れ
た
が
、
経
継
か
乃
の
四
月

二
十
畝
日
の
返
契
状
に
は
、

三
職

の
知
行

に
つ
い

て
も
し
譲
与
の
趣
旨
に
相
違
し
た
と
き
は
、
先
日
の
譲
状
は
悉
く
返
却
す
る
旨

の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
正
安
三
年

に
経
継
が
奉
行
し
て
三
職
方

の
公
文
職
に
関
す
る
院
宣
を
書
き
下
し
た
。
そ
の
た
め
契
約
を
破
棄
し
、
譲
状
は
返
し
て
も
ら

っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
経
継
に
は
三
職
方
に
つ
い
て
の
領
知
権

は
な
い
の
だ
か
ら
、
経
継
か
ら
寄
進
を
受
け
た
大
徳
寺
の
領
有
は
無
効
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

相
伝
の
領
主
あ
る
い
は
本
領
主
と
称
す
る
朝
昌
法
師
は
、
赤
松
氏

の

一
族
と
考
え
ら
れ
、
在
地
領
主
と
し
て
小
宅
荘
三
職
方

の
開
発
に
当

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

経
継
は
朝
昌
法
師
に
三
職
方
の
公
文
職
を
保
証
す
る
と
い
う
条
件

で
、
預
所
職
を
寄
進
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
経
継
が
そ
の
約
束
を
守
ら
な
か

っ
た

の
で
契
約
を
破
棄
し
、
そ
の
譲
状
を
取
り
返
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
譲
状
を
貞
興
が
院
庁
に
提
出
し

て
、
三
職
方
の
知
行
権
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
院
庁
は
観
応
元
年
六
月
裁
決
を
下
し
、
相
伝
領
主

の
余
胤

で
あ
る
貞
興
の
愁
訴
す
る
と
こ
ろ
は
十
分
根
拠
が
あ
る
が
、
朝
昌
法
師

の
自
筆

の
も

の
が
残

っ
て
い

な
い
の
は
、
不
審
と
い
う

べ
き

で
あ
る
。
他
方
大
徳
寺
側
は
度

々
の
勅
裁
を
帯
び
、
小
宅
荘
を
多
年
管
領
し
て
い
る
の
で
、
左
右
な
く
改
動
す
る
こ
と
は
、
す
こ
ぶ
る
不

ロ

便
で
あ
る
。
そ
こ
で
三
職
方
を
折
半
し
て
知
行
す
る
よ
う
に
と
指
示
し
た
。

こ
う
し
て
小
宅
荘

三
職
方
は
、
貞
興
と
大
徳
寺
と
の
間
で
下
地
を
中
分
し
て
、
半
分
ず

つ
領
有
す
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
そ
れ
を
実
行
に
移
す
た
め
に
、

三
職
方

の
所

領
を
確
認
す
る
意
味

で
作
製
さ
れ
た
の
が
、
さ
き
に
あ
げ

た
文
和

三
年
の
絵
図
で
あ
る
。
絵
図

に
示
さ
れ
た
よ
う
な
散
在
的
な
所
領
を
さ
ら
に
折
半
し
て
領
有
す
る
こ
と

が
技
術
的
に
も
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
は
十
分
察
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
大
徳
寺
と
し
て
は
、
折
角
手
に
入
れ
た
小
宅
荘

三
職
方
を
半
分
取
り
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は

堪
え
難
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ

こ
で
大
徳
寺
側
は
南
朝

の
支
持
に
よ

っ
て
三
職
方

の
保
全
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
正
平
七
年

二
月
三
職
方
を
大
徳
寺
に
安
堵
す
る
旨

の
後

⑳

村
上
天
皇
の
論
旨
が
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
現
れ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
貞
治
元
年
十
月
、
後
光
厳
院
は
重
ね
て
論
旨
を
も

っ
て
、
大
徳
寺

の
住
持
徹
翁
義
亨
に
小
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⑳

宅
荘

三
職
方
半
分
を
管
領
す

べ
き
こ
と
を
伝
え
た
。

南
朝
が
た
よ
り
に
な
ら
な
い
こ
と
を
知

っ
た
大
徳
寺
は
、
北
朝
の
擁
立
老
で
あ
る
室
町
幕
府

に
働
き
か
け
、
そ
の
力
を
か
り
て
解
決
を
は
か
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
策

⑳

戦
は
功
を
奏
し
、
将
軍
足
利
義
詮
は
貞
治

二
年
十
月
大
徳
寺
の
義
亨
に
、
小
宅
荘

三
職
方
半
分
は
武
家
の
執
奏
に
よ
り
返
付
さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

そ

し
て
十

二
月
に
は
播
磨
の
守
護
赤
松
則
祐
に
対
し
、
小
宅
荘
三
職
方
半
分
を
貞
興
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
は
、
前

の
勅
裁
と
矛
盾
す
る
の
で
、
武
家
の
奏
聞
を
経

て
、
返
付
の
紛
旨
を
下
さ
れ
た
。

貞
宗
が
そ
れ
に
対
し
て
抗
弁
し
て
い
る
の
は
沙
汰

の
限
り
で
あ
る
か
ら
、

近
日
中
に
貞
宗
を
退
け
、

下
地
を
大
徳
寺
の
雑
掌
に
引
渡

し
・
請
取
を
提
出
す
る
よ
う

に
と
命
じ
㌔

貞
宗
は
貞
興
の
子
か
兄
弟

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
・

三
職
方
半
分

の
引
渡
し
の
命
令

に
な
か
な
か
応
じ
よ
う
と
し
な
か

っ

た
。
し
か
も
守
護
の
則
祐
は
貞
宗
を
か
ば

っ
て
、
将
軍

の
指
示
に
従
う

こ
と
を
渋

っ
た
。
翌
年
六
月

の
則
祐
あ
て
の
義
詮
の
御
教
書
に
は
、
貞
宗

の
抗
弁
は
沙
汰
の
限
り

で
な
い
と
数
度

に
わ
た

っ
て
御
教
書
を
出
し
て
い
る
が
、
則
祐
は
そ
の
度
ご
と
に
同
じ
内
容

の
請
文

を
提
出
す
る
だ
け
で
、

一
向
に
堵
が
あ
か
な
い
。

閂
守
護
之
沙
汰
何

様
次
第
哉
、
不
レ
得
二
其
意

」

と
則
祐

の
の
ら
り
く
ら
り
と
し
た
態
度
を
責
め
、

近
く
貞
宗
を
追
出
し
、

来
月
五
日
以
前
に
下
地
を
雑
掌
に
引
渡
し
て
、
は

っ
き
り
と
し

⑳

た
結
果
を
報
告
せ
よ
。
も
し
貞
宗
が
異
儀
に
及
ぶ
よ
う
で
あ
れ
ば
、
法
に
任
せ
て
そ
の
身
を
捕
え
、
京
都

へ
差
出
せ
と
厳
命
し
た
。
と
こ
ろ
が
則
祐
は
義
詮
の
命
令
に
従

う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い

っ
て
、
遵
行

の
使
節
を
辞
退
し
て
し
ま

っ
た
。
同
年
八
月
義
詮
は
ま
た
も
御
教
書
を
則
祐
に
下
し
、
貞
宗
が
た
と
い

「
勇
力
猛
勢
之
仁
」

で

あ

っ
て
も
、
守
護
人
と
し
て
厳
密
の
沙
汰
を
す
る
の
が
当
然
の
勤
め
で
あ
る
の
に
、
毎
度
同
じ
よ
う
な
注
進
を
く
り
返
し
、

そ
の
う
え
貞
宗
を
か
ば

っ
て
遵
行

の
使
節
を

辞
退
す
る
と
は
何
事

で
あ
る
か
。
聞
く
と

こ
ろ
に
よ
る
と
三
職
方
押
領

の
真
の
犯
人
は
筑
前
入
道
世
貞
で
、
貞
宗
は
表
面
に
立
た
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と

で
あ
る
。
も
し
世
貞
が
押
領
し
て
い
る
の
で
、
掛
酌
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
事
実
を
正
直
に
報
告
せ
よ
。
寺
領

の
失
墜
は
黙
止
し
難
い
の
で
、
世
貞

の
所

領

で
あ
る
丹
波
国
の
春
日
部
荘
の
う
ち
、
押
領
分
に
相
当
す
る
土
地
を
、
替
地
と
し
て
大
徳
寺

に
与
る
こ
と
に
す
る
。
も
し
、
ま
た
世
貞
が
実
際
に
押
領
し
て
い
な
い
の

な
ら
、
貞
宗

の
罪
は
重
い
の
で
、
近
日
中
に
そ
の
身

を
諌
伐
し
、
下
地
を
大
徳
寺

の
雑
掌
に
引
渡
せ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
来
月
十
五
日
以
前
に
は

っ
き
り
と
し
た
結
果
を

飼

報
告
せ
よ
。
も
し
な
お
緩
怠
す
れ
ば
、
使
節
難
渋
の
替
は
遁
れ
難
い
の
で
、
定
法
に
任
せ
て
糺
行
す

る
と
、
則
祐

の
命
令
違
背

の
態
度
を
責
め
た
。
筑
前
入
道
世
貞
と
い

う
の
は
、
則
祐

の
兄
の
赤
松
貞
範

の
こ
と

で
、
入
道
し
て
世
貞
と
称
し
た
が
、
丹
波
国
の
春
日
部
荘
の
ほ
か
、
播
磨
の
飾
磨
郡
余
部
荘
、
宍
栗
郡
菅
野
村
、
土
萬
村
、
揖

保
郡
竹
万
村

な
ど
に
所
領
を
も

っ
て
い
た
。
義
詮
は
則
祐
が
命
令
に
従
わ
な
い
の
は
、
兄

の
貞
範
が

こ
の
事
件
に
関
与
し
、
貞
範

に
対
す

る
遠
慮
か
ら
で
あ
る
と
み
た
の

⑳

で
あ
る
。
そ
し
て
翌
四
年
正
月
に
も
同
じ

よ
う
な
趣
旨

の
御
教
書
を
繰
返
し
出
し
て
い
る
。

大
徳
寺
領
播
磨
国
小
宅
荘
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た
ま
た
ま
義
詮
の
母
が
貞
治
四
年
五
月
四
日
に
死
去
し
た
の
で
、
弔
問
の
た
め
赤
松
世
貞
が
十
四
日
播
州
か
ら
上
京
し
て
き
た
。
そ
こ
で
義
詮
が
世
貞

に
あ

っ
て
直
接

そ

の
問
題
に
つ
い
て
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
世
貞
は
全
然
関
係
し
て
い
な
い
旨
を
答
え
た
。
世
貞
が
貞
宗

の
行
動
と
無
関
係
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
恐
ら
く
弁
明
に
窮

し
て
貞
宗
に
全
責
任
を
押
し
付
け
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
幕
府

で
は
、
貞
宗
単
独
の
押
領
で
あ
る
こ
と
が
は

っ
き
り
し
た
と
い
う
わ
け
で
、
義
詮
は
七
月

二
十
四
日
則

祐

に
対
し
、
貞
宗
は
違
勅
の
替
だ
け
で
な
く
、
度

々
の
武
命
に
も
違
背
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
身
を
召
誠
め
、
三
職
に
至

っ
て
は
、
近
日
中
に
大
徳
寺
に
打
渡
す
よ
う
命

じ
た
。

世
貞
が
手
を
引
い
た
た
め
、
貞
宗
は
形
勢
が
次
第
に
不
利
に
な

っ
て
き
た
の
を
察
し
て
、
小
宅
荘
か
ら
逐
電
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
京
都
に
現
れ
て
、
さ
き
の
沙
汰
は

前
後
矛
盾
し
て
い
る
と
申
し
立
て
て
、
武
家
に
愁
状
を
捧
げ
た
。
幕
府
で
は
貞
宗
が
罪
科
人
の
身
で
あ
り
な
が
ら
勝
手
に
参
洛
し
た
の
は
、

い
よ
い
よ
重
科
遁
れ
難
い
と

し
て
、
そ
の
訴
え
を
却
け
、
貞
治
五
年
十

二
月
大
徳
寺
に
三
職
方
の

一
円
領
掌
を
通
告
し
た
。

貞
宗
が
小
宅
荘
か
ら
退
去
し
、
三
職
方
は
大
徳
寺
に
安
堵
さ
れ
て
、

一
段
落
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
が
、
実
は
必
ず
し
も
、
そ
う
簡
単
に
事
は
す
ま
な
か

っ
た
。
応

安
四
年
大
徳
寺
か
ら
本
領
主
貞
宗

の
余
類
が
濫
妨
を
働
い
て
い
る
と
い
う
訴
え
が
あ
り
、
十
月
幕
府
は
赤
松
則
祐
に
対
し
て
、
下
地
を
大
徳
寺
の
雑
掌

に
引
渡
し
、
貞
宗

⑳

80

の
余
類
を
治
罰
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ま
た
康
暦
元
年
に
も
飯
尾
又
四
郎
と
い
う
も
の
が
、

三
職
方
を
違
乱
し
た
事
件
が
あ

っ
た
。
飯
尾
又
四
郎
も
恐
ら
く
貞
宗
の
余

類

で
あ
ら
う
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
か
ら
十
年
ほ
ど
し
て
、
嘉
慶
元
年

に
元
清
が
三
職
方
の
領
有
権
を
主
張
し
て
、
幕
府
に
庭
中
状
を
提
出
し
た
。
庭
中
状
と
い
う
の
は
直
訴
状

の
こ
と
で
あ
る
。
元

清
の
差
出
し
た
文
書
は
す
べ
て
貞
宗
が
か

っ
て
提
出
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ

っ
た
の
で
、
大
徳
寺
側
で
は
、

こ
の
訴
訟
は
貞
宗
の
し
く
ん
だ
も
の
で
、
本
人
自
身
は
諌
伐

さ
れ
る
べ
き
身
な
の
で
、
代
り
に
元
清
を
表
面
に
立
た
て
た
の
か
、
あ
る
い
は
元
清
と
い
う
の
は
貞
宗

の
畠
家
し
た
号
で
、
貞
宗
本
人
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
見

方
を
し
て
い
た
。
幕
府
で
は
元
清

の
庭
中
状
は
沙
汰
の
限
り
で
あ
る
と
し
て
却
け
、
大
徳
寺
に
三
職
方

の
知
行
を
全
う
す
る
よ
う
に
と
の
御
教
書
を
下
し
て
い
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
観
応
元
年
以
後
、
大
徳
寺
領
の
小
宅
荘

三
職
方
は
、
南
北
朝
の
混
乱
期
を
通
じ
て
、
在
地
武
士
に
よ
る
侵
略
が
執
拗
に
く
り
返
さ
れ
た
が
、

そ
れ
を
背
後
か
ら
支
持
し
て
い
た
の
は
守
護
の
赤
松
則
祐
と
そ
の
兄
世
貞
で
あ

っ
た
。
則
祐
に
と

っ
て
は
将
軍

へ
の
忠
誠
よ
り
も
、
在
地
武
士
の
信
頼
を
つ
な
ぎ
と
め
る

こ
と
の
方
が
大
事
で
あ

っ
た
。
こ
の
混
乱
期
を
乗
り
切

っ
て
、
領
国
の
支
配
体
制
を
固
め
よ
う
と
す
る
守
護
の
生
き
方
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。

大
徳
寺
側
は
在
地
武
士
の
侵
略
を
、
幕
府
の
権
威
に
す
が

っ
て
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
効
果
は
余
り
期
待
で
き
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
大
徳
寺
と
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し
て
も
な
ん
ら
か
の
対
策
を
講
ぜ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
そ
の
意
味

で
、
応
安
元
年
十
二
月
浦
上
宗
覚
が
、
大
徳
寺
か
ら
小
宅
荘
三
職
方
の
田
地
を
拝
領
し
、
請
文
を
提

　

　

　

ハ　

ユ
リ

　

出

し
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
ひ
く
。
永
和

二
年

の
小
宅
荘
三
職
方
内
検
年
貢
目
録
に
、
除

田
と
し
て

「
浦
上
方

三
町
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
宗
覚
の
拝
領

の

田
地
で
あ
る
。
宗
峯
は
浦
上
氏
の
出

で
あ
り
、
浦
上
氏
と
大
徳
寺
と
の
関
係
は
深
か

っ
た
が
、
浦
上
氏
は
ま
た
赤
松
氏
の
有
力
な
家
臣
で
も
あ

っ
た
。
そ
れ
故
大
徳
寺
は

宗
貞
が
退
去
し
た
あ
と
、
浦
上
宗
覚

に
給
田
を
与
え
、
浦
上
氏
の
力

で
赤
松
氏
の
勢
力
と
結
ぶ
在
地
武
士
の
侵
略
を
防
こ
う
と
し
た

の
で
あ
ら
う
。

五

小
宅
荘

三
職
方

に
つ
い
て
は
、
そ

の
後
応
永

三
十
四
年
三
月
、
将
軍
義
持
か
ら
段
銭
以
下
諸
公
事
、
守
護
役
等
を
免
除
し
、
永
く
守
護
使
不
入
の
地
と
し
て
寺
納
を
全

の

ハ　

ヨ

お

う
す
べ
し
と
い
う
御
教
書
が
出
さ
れ
N
長
禄

二
年

二
月

に
は
、
将
軍
義
政
か
ら
同
じ
趣
旨

の
御
教
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
応
仁
の
乱
が
始
ま
る
と
、

こ
れ
ら
の
御

教
書
も
反
古
に
さ
れ
、
小
宅
荘

三
職
方
は
武
士
の
手
に
抑
え
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
文
明
六
年
九
月
浦
上
則
宗
が
赤
松
政
秀
に
、
去
る
五
月

三
十
日
の
公
方
奉
書
に
よ

っ

閲

て
、
小
宅
荘
三
職
方

を
大
徳
寺
に
返
付
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
、
下
地
を
大
徳
寺
の
雑
掌
に
引
渡
す
よ
う
に
と
伝
え
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
知
ら
れ
る
。
播
磨
国

㈱

に
あ

っ
た
大
徳
寺

の
末
寺
の
徳
禅
寺
領
が
、
乱
中
兵
根
料
所
と
し
て
武
士
の
知
行
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
恐
ら
く
小
宅
荘
三
職
方
も
兵
根
料
所
に
あ
て

ら
れ
て
い
た

の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
十
月
に
い
よ
い
よ
寺
家
の
代
官
に
小
宅
荘

三
職
方
を
引
渡
す
こ
と
に
な

っ
た
と

こ
ろ
、
安
積
兵
庫
助
が
小
宅
荘

三
職
方
は
、
公
方
と

し
て
三
宝
院

へ
返
付
さ
れ
た
と
名
主

・
百
姓
に
触
れ
て
、
年
貢
公
事

の
押
領
を
企
て
よ
う
と
し
た
。

こ
の
た
め
浦
上
宗
則
は
十

一
月
、
小
宅
荘

三
職
方
の
名
主
百
姓
に
、

劔

年
貢
公
事
を
寺
家
代
官

に
納
あ
る
よ
う
命
じ
、

な
お
異
儀
に
及
ぶ
百
姓
が
あ
れ
ば
、

一
段
と
罪
科
に
処
す
る
こ
と
を
通
告
し
て
い
る
。
三
職
方

の
名
主
百
姓
中
に
も
安
積

兵
庫
助
と
気
脈
を
通
ず
る
も

の
の
あ

っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

戦
乱
が
く
り
返
さ
れ
る
な
か
で
遠
く
離
れ
た
寺
領
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ

っ
た
が
、

そ
の
点

で
大
徳
寺
が
浦
上
則
宗

の
よ
う
な
有
力
な
後
援
者
を

持

っ
て
い
た
こ
と
は
、
仕
合

せ
で
あ

っ
た
。
当
時
、
則
宗
は
所
司
代
と
し
て
京
都

に
留
る
こ
と
が
多
か

っ
た
が
、

「
当
寺
開
山
則
宗
名
字
人
に
て
候

つ
る
」
と
述

べ
て
い

闘

る
よ
う
に
、
宗
峯
が
浦
上
氏

の
出
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
も
ち
、

大
徳
寺
に
は
特
別
な
好

意
を
よ
せ
て
い
た
。

年
代
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

文
明
年
間
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
寺
領
の
こ
と
に

つ
い
て
大
徳
寺

の
使
と
し
て
安
楽
寺
が
播
磨
に
下
向
す
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
そ
の
と
き
則
宗
は
大
徳
寺
に
次
の
よ
う
に
申
送

っ
て
い
る
。

「
寺
領

に

つ
い
て
は
柳
か

の
御
心
配
も
無
用
で
あ
る
。
大
徳
寺

に
引
き
渡
す
よ
う
に
さ
せ
る
が
、
万

一
渋
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
自
分
が
堅
く
異
見
を
加
え
る
が
ら
安
心
ざ

大
徳
寺
領
播
磨
国
小
宅
荘
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㈹

れ
た
い
。
幸

い
暇
を
得
て
播
磨

へ
罷
り
下
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
、
早
速
に
も
下
知
を
す
る
。L
と
。

こ
う
し
た
則
宗

の
尽
力
で
、

大
徳
寺
の
所
領
回
復
は
か
な
り
順
調

に
進
ん
だ
こ
と
で
あ
ら
う
。

小
宅
荘
三
職
方
を
押
領
し
て
い
た
赤
松
政
秀
が
、

三
職
方

を
大
徳
寺
に
引
渡
し
た
の
も
、

則
宗
の

斡
旋
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
か

っ
た
で
あ

ら
う
。
延
徳

二
年
六
月
赤
松
政
秀
は
薬
師
寺
越
前
守
宛

の
書
状

の
な
か
で
、

「
わ
れ
わ
れ
は

一
向
に
無
足
な

の
で
、
小
宅
荘
三
職
方
を
押
領
し
て
い
た
が
、
惣
国
を
還
付

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
三
職
方
に
つ
い
て
は
御
扶
持
に
預
る
よ
う
佗
一薯

申
し
た
く
思

っ
た
が
・
切
々
と
仰
せ
出
さ
れ
た
の
で
去
り
渡
し
た
」
と
述

べ
て
い
㍉

な
お

政
秀
は
、
三
職
方
を
返
却
し
た
の
で
、
無
足

の
わ
れ
わ
れ
は
い
よ
い
よ
無
力
に
な

っ
た
の
で
、
御
扶
持
を
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
披
露
を
お
願
い
す
る
と
申
添
え
て
い
る
。

文
亀

二
年
浦
上
則
宗
は
逝
去
し
、
大
徳
寺
は
有
力
な
後
援
者
を
失

っ
た
。
小
宅
荘
三
職
方
は
そ
の
後
辛
じ
て
命
豚
を
保

っ
て
い
た
が
、
戦
国

の
争
乱
期
を
経
過
す
る
な

か
で
、
有
名
無
実
の
存
在
と
な

っ
て
い
た
。
年
代
は
は

っ
き
り
し
な
い
が
、
毛
利
元
就

の
勢
力
が
播
磨
国
に
進
出
す
る
形
勢
を
察
し
た
大
徳
寺
が
、
播
磨

の
大
徳
寺
領
の

回
復
を
元
就
に
依
頼
し
た
と
き

の
、
元
就
か
ら
の
返
事
が
残

っ
て
い
る
。
元
就
は
大
徳
寺

の
依
頼
に
対
し
て
、

「
播
州
之
内
所
々
御
座
候
哉
、

仰
之
旨
無

二余
儀

[奉
レ
存

幽

候
、
錐
・
然
、
彼
国
之
事
、
当
時
此
方
不
レ
存
候
、
於
二
自
然
之
時

一者
、
還
補
之
儀
可
レ
致
二
助
言

一候
」

と
答

え
て
い
る
。

大
徳
寺
か
ら
申
越
さ
れ
た
趣
旨
は
も

っ
と
も
と

思
う
が
、

現
在
は
ま
だ
播
磨
国
は
支
配
下
に
な
い
の
で
、

も
し
支
配
下
に
入

っ
た
暁
に
は
、

寺
領
の
回
復
に
つ
い
て
助
言
し
よ
う
と
大
徳
寺

の
申
出
を
受
け
流
し
て
い

る
。
大
徳
寺
に
は
も
は
や
小
宅
荘
三
職
方
を
回
復
す
る
て
だ
て
は
な
か

っ
た
。
そ
し
て
羽
柴
秀
吉
が
播
磨
に
進
出
す
る
と
、
彼
は
天
正
九
年
三
月
小
宅
荘

の
中
心
を
な
す

⑬

巣

本
村
と
中
村

(小
宅
中
)
を
家
臣
の
浅
野
長
政
に
知
行
地
と
し
て
宛
行

っ
た
。
大
徳
寺
領
と
し
て
の
小
宅
荘
は
こ
こ
に
全
く
解
体
し
た
と
い
え
る
。

.:

i
ノ、

小
宅
荘
三
職
方

の
荘
民
の
生
活
を
窺
う
史
料
は
、
皆
無
に
近

い
が
、
さ
き
に
あ
げ
た
小
宅
荘
の
絵
図
か
ら
あ
る
程
度

の
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

こ
の
荘
園

の
信
仰

の
中

ω

 心
と
な

っ
た
の
は
、
十
五
条
十
四
坊

の
十
五
ノ
坪
に
あ
る
崇
道
社
と
五
ノ
坪

に
あ
る
天
神
社
で
あ
る
。
永
和

二
年
の
小
宅
荘
三
職
方
内
検
年
貢
目
録
に
は
、
崇
道
社
と
天

神
社
の
御
神
楽
料
足
と
し
て
年
貢
の
な
か
か
ら
五
斗
が
あ
て
ら
れ
、
さ
ら
に
御
頭
加
物
と
し
て

一
石
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
小
宅
荘

三
職
方

の
鎮
守
で
あ
る
崇

道
社
に
は
、
名
主

・
百
姓
が
神
事
に
奉
仕
す
る
当
屋
の
制
度
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
十
五
条
十
四
坊
の
七
ノ
坪
に
小
宅
寺
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
徳
寺

の
末

寺

で
あ

っ
て
、
小
宅
荘
三
職
方
が
大
徳
寺
領
と
な

っ
た
の
ち
、
そ
れ
ま
で
あ

っ
た
寺
を
大
徳
寺
の
末
寺
に
改
編
し
、
支
配
機
構
の

一
端
を
に
な
わ
せ
た
の
で
あ
ら
う
。
明

応
九
年
の
小
宅
荘
三
職
方
算
用
状

に
は
、
三
職
の
荘
主
が
小
宅
寺
で
飲
ん
だ
正
月
の
酒
代
と
し
て
二
百
文
、
小
宅
寺
坊
主

へ
の

正
月

の

礼

と
し
て
百
文
が
計
上
さ
れ
て



い

る

。

補
註
ω

南
北
朝
ご
ろ
か
ら
多
く

の
荘
園
で
定
期
的
な
市
場
の
開
催
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
小
宅
荘

三
職
方

で
も
十

五
条
十
二
坊
の
三
十
ノ
坪

に
八
日
市
が
存
在
し
、
こ

の
荘
園

の
交
換
経
済
の
中

心
を
な
し
て
い
た
。
小
宅
荘
の
北
に
は
山
陽
道
が
通

っ
て
い
た
の
で
商
人

の
立
ち
よ
る
も
の
も
多
く
、
八
日
市
は
か
な
り
活
況
を
呈
し
て
い
た

こ
と
で
あ
ら
う
。
市
の
在
家
屋
敷
に
は
田
五
反
が
附
属
し
て
い
る
が
、

こ
の
田
は
年
貢
免
除
に
な

っ
て
い
る
。
市
場

に
居
住
す
る
商
人
に
免
田
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
市
場
商
人
の
優
遇
と

い
う
こ
と
と
も
に
、
領
主
の
大
徳
寺
と
特
殊
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

応
安
四
年

の
大
徳
寺
寺
用
下
行
定
文
に
、

播
州
小
宅
荘

三
職
方
の
京
着
土
貢
と
し
て
三
百
五
+
貫
文
・
夏
麦

三
+
婁

が
し
る
さ
れ
て
い
る
㍉

小
宅
荘

三
職
方
の
年
貢
米
は
・
恐
ら
く

こ
の
八
日
市
場
で
銭
に
換

え
て
京
都

へ
送
ら
れ
た
の
で
あ
ら
ろ
。

次
に
注
意
を
ひ
く
の
は
、
十
四
条
十
六
坊

の
十

一
ノ
坪

に
散
所
屋
敷
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
散
所
は

一
般
に
農
耕
以
外

の
職
業
に
従
事
す
る
人
た
ち
だ
と
い
わ
れ
て
お

囎

り
、
西
岡
虎
之
助
氏
は
八
口
市
場
と
結
び

つ
け
て
、
恐
ら
く
商
業
に
従
事
し
た
人
た
ち
で
あ
ら
う
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
散
所
を
八
日
市
場
と
結
び
付
け
る
こ
と
に
は

若
干
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
散
所
屋
敷
は
文
和

三
年

の
絵
図

で
は
十
四
条
十
四
坊
の
二
十
四
ノ
坪
と
二
十

五
ノ
坪
の

一
部
に
ま
た
が

っ
て
い
る
が
、
あ
と
で
作
ら
れ

た
絵
図
で
は
、

二
十
四
ノ
坪
は
惣
荘
方
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
新
し
く
惣
荘
方
か
ら
三
職
方
に
編
入
さ
れ
た
十
四
条
十
六
坊

の
十

一
ノ
坪
に
移
さ
れ
て
い
る
。
移
転
前

の
散

所
屋
敷
の
位
置
が
、
崇
道
社
や
天
神
社
に
近
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
神
社
と
何
ら
か
の
関
係
を
も

つ
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

小
宅
荘

三
職
方

の
田
地
は
揖
保
川
か
ら
引
い
た
用
水
で
養
わ
れ
て
い
る
が
、
永
和

二
年

の
内
検
年
貢
目
録
に
用
水

に
関
連
し
た
も

の
と
し
て
、
溝
代
四
反
十
代
、
井
料

田

夏

が
除
田
の
な
か
に
み
え
㍉

そ
し
て
小
宅
荘
を
流
れ
る
用
水
は
・
さ
ら
に
東
に
の
び

て
弘
山
荘

の
東
に
あ
る
鵤
荘
を
も
う
る
お
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
干
越

の
と

き
に
は
両
荘

の
間

で
用
水
紛
争
の
お
き
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
永
正
十

一
年
は
大
干
越
で
、
鵤
荘

で
は
七
月

二
十
五
日
か
ら
横
井
堰
に
用
水
の
番
衆
を
お
い
て
監
視
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
、
八
月

一
日
小
宅
荘
の
も
の
が
番
衆
を
取
り

こ
め
て
、
二
樋

の
下

の
岩
取
を
違
乱
に
及
ん
だ
。
そ
こ
で
鵤
荘

で
は
斑
鳩
寺

の
鐘
を
な
ら
し
、
千

二
百
人
ば
か

り
が
二
樋
ま
で
押
し
よ
せ
、
番
衆
と
力
を
合

せ
て
岩
取
以
下
を
も
と
の
如
く
沙
汰
し
、
双
方
が
和
談
し
て
退
散
し
た
。
そ
の
後
小
宅
荘
か
ら
鵤
荘

に
対
し
、
小
宅
荘

へ
大

勢

い
押
し
か
け
、

一
向
に
面
目
を
失

っ
た
と
し
て
、
用
水
に

つ
い
て
強
硬
な
申
入
れ
を
し
た
。
そ
こ
で
辛
川
弥

五
郎
が
仲
人
に
立
ち
、
八
月
五

。
六

。
七
日
の
三
日
間
だ

け
小
宅
荘

へ
用
水
を
流
す
案
を
示
し
た
。

こ
れ
に
対
し
鵤
荘
で
は
先
例
が
な
い
の
で
諒
承
し
難

い
旨
を
返
答
し
た
が
、
仲
人
と
し
て
円
満
に
お
さ
め
る
よ
う
取
計
ら

っ
た

の
だ
か
ら
と
説
得
さ
れ
、
致
し
方
な
く
用
水
を
三
日
間
だ
け
小
宅
荘

へ
与
え
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
小
宅
荘
で
は
な
お
も
違
乱
に
及
び
、
そ
の
う
え
守
護
の
赤
松
義

大
徳
寺
領
播
磨
国
小
宅
荘
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大
徳
寺
領
播
磨
国
小
宅
荘

村

の
も
と

へ
訴
え
出
た
.
そ
こ
で
守
護
は
双
方
を
置
塩
城

へ
呼
び
出
し
て
糺
明
す
る
こ
と
に
し
た
。
小
宅
荘
の
言
分
は
、
e
岩
取
を
当
年
七
月

二
十
五
日
よ
り
始
め
、
新

儀

の
沙
汰
を
し
て
、
用
水
を
恣
に
取
ら
れ
た
。
口
井
奉
行
を
付
け
置
き
、
番
を
沙
汰
し
て
水
を

一
円
に
取
ら
れ
る
の
で
、
小
宅
荘

へ
は
用
水
が

一
向
に
下
ら
ず
迷
惑
し
て

い
る
。
口
芝
を
打
ち
、
粉
土
で
ぬ
り
ふ
さ
い
で
、
鵤
荘

へ
水
を
取
入
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
三
ヵ
条
に
対
し
、
鵤
荘
で
は
e
岩
取
の
こ
と
は
太
子
以
来

毎
年
変
り
な
く
や

っ
て
い
る
こ
と
で
新
儀

で
は
な
い
。
口
井
奉
行
の
こ
と
は
、
水
を
主
知
ら
ず
に
盗
取
ら
れ
る
の
で
、
急
水
に
及
ぶ
と
き
は
先
規
よ
り
付
け
て
い
る
。
口

粉

土
を
も

っ
て
ぬ
り
ふ
さ
い
だ
こ
と
は
な
く
、
岩
取

の
上
に
藻
を
引
き
か
け
た
ま
で
で
先
例
に
背

い
て
い
な
い
、
と
返
答
し
た
。
滞
在
十
日
間
に
及
ん
だ
が
、
結
局
双
方

鯛

の
言
い
分
が
喰
い
違

っ
て
い
て
、
裁
許
し
難
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
八
月

二
十
八
日
双
方
と
も

に
引
き
あ
げ
た
。

こ
の
問
題
は
そ
の
後
数
年
間
解
決
を
み
な
か

っ
た
が
、
鵤
荘

の
有
力
者
円
山
新
兵
衛
尉
が
調
停

に
立

っ
て
、
永
正
十
七
年
よ
う
や
く
落
着
し
た
。

以
上
断
片
的
な
史
料
で
あ
る
が
、
荘
民

の
生
活
を
あ
る
程
度
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔註
〕ωω(5)(4)(3)(6)

日
本
書
紀
巻
第
三
十
、
持
統
天
皇
四
年
九
月
の
条

正
倉
院
文
書
に
揖
保
郡
少
宅
郷
戸
口
秦
田
村
君
有
磯
の
名
が
見
え
る
。
赤
穂
郡
に
つ

い
て
は
時
代
は
少
し
下
る
が
、
三
代
実
録
貞
観
六
年
の
条
に
赤
穂
郡
大
領
秦
造
内
麻

呂
の
名
が
見
え
、
長
和
四
年
の
播
磨
国
符
に
よ
る
と
、
赤
穂
郡
有
年
荘
の
寄
人
四
十

一
人
の
う
ち
、
十

一
人
が
秦
氏
で
あ

っ
た
。
ま
た
赤
穂
郡
坂
越
に
は
、
秦
河
勝
を
杞

る
大
避
神
社
が
あ
る
。

大
徳
寺
文
書

一
巻
三
九
号

・
四
〇
号

・
=
ハ
六
号

大
徳
寺
文
書

二
巻
六
五
四
号

・
六
五
五
号

谷
岡
武
雄
、
播
磨
國
揖
保
郡
条
坊

(里
)
の
復
原
と
二
、
三
の
問
題

(史
学
雑
誌
第

六

一
編
　第

一
一
号
)

条
坊
の
呼
称
は
、
播
磨
で
は
揖
保
郡
以
外
に
も
、
明
石
郡
平
野
荘
(性
海
寺
文
書
)、

印
南
郡
大
塩
荘

(大
徳
寺
文
書
)
、

飾
磨
郡
穴
無
郷

(同
文
書
)

な

ど

に
見
ら
れ

る
。
な
お
延
喜
八
年
の
播
磨
国
某
荘
別
当
解

(平
安
遺
文
第

一
巻

一
九
八
号
)
に
条

方

(坊
)
の
呼
称
が
見
え
る
の
で
、
条
坊
は
播
磨
で
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
使
用

(9)(8)(7)U8>(17)(16》(15>(1の(重3)(12)(11)(10)

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

大
徳
寺
文
書
二
巻
六
五
四
号

谷
岡
武
雄

、
前
掲
論
文

西
岡
虎
之
助
、
守
護
大
名
領
下
の
寺
領
荘
園

(野
村
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
所
収
)

大
徳
寺
文
書

一
巻

一
六
六
号

大
徳
寺
文
書

一
巻

一
二
号

・
一
三
号

・
一
号

大
徳
寺
文
書

一
巻

一
七

一
号

大
徳
寺
文
書

一
巻
三
六
号

大
徳
寺
文
書

一
巻
三
四
号

大
徳
寺
文
書

一
巻
二
五
号

大
徳
寺
文
書

一
巻
三
九
号

・
四
〇
号

大
徳
寺
文
書

一
巻
七
〇
号

大
徳
寺
文
書

一
巻
七
二
号

大
徳
寺
領
播
磨
国
小
宅
荘
三
職
方
1
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(38}(37)(36)(35)(34)(33}(321(31)(3①(29)(28}(27)(26}(25}(24)(23)(22)(21)(20)(19)

大
徳
寺
文
書

一
巻
七
二
号

大
徳
寺
文
書

一
巻
四
四
号

大
徳
寺
文
書

一
巻

一
八
五
号

大
徳
寺
文
書
二
巻
六
五
六
号

大
徳
寺
文
書

一
巻

一
八
六
号

大
徳
寺
文
書

一
巻

一
八
八
号

大
徳
寺
文
書

一
巻

一
八
九
号

大
徳
寺
文
書

一
巻

一
九
〇
号

大
徳
寺
文
書

一
巻

一
九

一
号

大
徳
寺
文
書

一
巻

一
九
二
号

大
徳
寺
文
書
二
巻
六
五
八
号

大
徳
寺
文
書

一
巻
四
五
号

大
徳
寺
文
書

一
巻

一
九
五
号

大
徳
寺
文
書
二
巻
六
五
七
号

大
徳
寺
文
書
二
巻
六
六
〇
号

大
徳
寺
文
書

一
巻

一
九
八
号

大
徳
寺
文
書

一
巻

一
九
九
号

大
徳
寺
文
書
二
巻
六
六
八
号

大
徳
寺
文
書
二
巻
六
七
六
号

大
徳
寺
文
書
二
巻
六
七
四
号

・
六
七
石
り
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補
註

ω(2)

大
徳
寺
文
書
二
巻
七
〇
四
号

大
徳
寺
文
書
二
巻
六
七
八
号

大
徳
寺
文
書
二
巻
六
九

一
号

大
徳
寺
文
書

一
巻
三
〇
八
号

浅
野
家
文
書
三

一
一
号

大
徳
寺
文
書
二
巻
六
六
〇
号

大
徳
寺
文
書
二
巻
七
〇
〇
号

大
徳
寺
文
書

一
巻

一
二
四
号

西
岡
虎
之
助
、
前
掲
論
文

大
徳
寺
文
書
二
巻
六
六
〇
号
、
小
宅
荘
三
職
方
絵
図
に
よ
る
と
十
四
条
十
三
坊
二
十

七
ノ
坪

に
井
料
田

一
反
が
あ
る
。

鵤
荘
引
付

法
隆
寺
文
書
、
年
会
五
師
頼
憲
書
状
案

竜
野
市
役
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
字
限
図
を
見
る
と
、
宮
脇

に

「
市
ノ
坪
」
と
い

う
字

名
が
あ
り
、
そ
れ
が
ち
よ
う
ど
復
元
図
の
十
五
条
十
四
坊
の

一
ノ
坪
の
位
置

に
当

っ
て
い
る
。

八
日
市
の
あ

っ
た
十
五
条
十

二
坊
の
三
〇
ノ
坪
に
あ
た
る
位
置
に
、
八
ケ
井

(よ

う
か

い
)
と
い
う
字
名
が
字
限
図
に
見
え
、
八
日
市

の
名
残
を
示
し
て
い
る
。

一71

岬

大
徳
寺
領
播
磨
国
小
宅
荘

,


