
紹

介松
山

宏
著

『
申

世

城

下

町

の

研

究
」

朝

倉

弘

右
の
書
は
、
松
山
氏
の
著
書

(単
著
)
と
し
て
は

四
冊
目
の
も
の

で
あ
る
。
第

一
冊
は

『
日
本
中
世
都
市

の
研
究
』

(
一
九
七
三
年
刊
)、

第
二
冊

は

『武
者
の
府
鎌
倉
』
(
一
九
七
六
年
刊
)、
第
三
冊
は

『守
護

城
下
町

の
研
究
』
二

九
八
二
年
刊
)
で
あ
る
。

右
の
ケ
ち
の
第

一
冊
は
そ
の
表
題
が

『
日
本
中
世
都
市
の
研
究
』

と
あ
る
が
、
実
際
に
は
織
豊
時
代
を
経
て
関
ヶ
原
合
戦
後

の

「
町
」

に
つ
い
て
も
、
全
国
的
規
模
で
ま
た
西
欧
都
市
と
の
対
比
に
お
い
て

考
察
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
日
本
封
建
都
市

の
形
成
を
究

明
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場

に
立

っ
て
氏
は
、

そ
の
中
心
と
な
る
城
下
町
は
、
戦
国
時
代
以
前

に
も
考
え
う
る
と
し

て
、
守
護
の
城
館
の
所
在
地

(守
護
所
)
に
着
目
し
、
総
守
護
で
あ
る

将
軍
の
所
在
地

(鎌
倉
)
を
も

ふ
く
め
、
守
護
の
城
下
に
つ
い
て
実

証
的
研
究
を
進
め
た
成
果
が
、
前
記
の
第
二
冊

『武
者

の
府
鎌
倉
』
、

第
三
冊

『守
護
城
下
町
の
研
究
』
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
第
二

二
二
両
冊
の
執
筆
を
進
め
る
な
か
で
、
氏

は

一
つ
の
疑
念
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
そ
れ
ま
で
の
城
下
町
に
つ
い
て
の
研
究
と
の
関
係
に
お
け
る
疑

念
で
あ
る
が
、
第
三
冊
の
表
題

「
守
護
城
下
町
」
の
当
否
の
問
題
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
守
護
の
城
館
の
所
在
地
は
城
下
町
と
萎
え

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
氏
の
念
頭
を
離
れ
な
か

っ
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
疑
念
を
乗
り
越
え
よ
う

と
し
た
と
こ
ろ
に
第
四
冊

が
誕
生
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
氏
の
文
言
を

も

引
用
し
な
が
ら
守
護
城
下
町
の
当
否

に

つ
い
て
紹
介

し
て
み
よ

〉つ
。氏

は
第
四
冊

(本
書
)
の

「
は
し
が
き
」

で

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

普
通
城
下
町

と

い
う
と
戦
国
時
代

の

そ
れ
が

と
り
あ
げ
ら
れ

る
。
し
か
し
戦
国
時
代
に
な

っ
て
突
然
ま
た

一
挙
に
成
立
し
た
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.の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
は
前
史
と
し
て
守
護
所
が
あ
り
、
城
館

を
核
と
し
て
何
代
も
続
い
て
建
設
と
手
直
し
が
な
さ
れ
、
そ
の

結
果
成

っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
瑚
下

と
。
こ
こ
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
城
下
町
研
究
に
対
す
る
氏
の
異
論
が

う
か
が
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
小
野
均

・
豊
田
武

・
松
本
豊
寿

・

中
部
よ
し
子

・
小
和
田
哲
男
の
諸
氏
の
学
説
を
紹
介
し
た
う
え
で
、

氏
は
つ
ぎ
の
と
お
り
主
張
し
て
い
る
。

諸
氏
の
学
説
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

守
護
町
を
戦
国
城
下
町
の
先
行
形
態
と
し
て
は

一
部
認
め
る
よ

う
だ
が
、
そ
れ
が

一
般
的
に
城
下
町
に
発
展
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
消
極
的
な
い
し
否
定
的
で
あ
る
。
そ
し
て
城
下
町
の
原
基

形
態

と
し
て
は
国
人
領
主

の
屋
敷
集
落

が

重
視
で
き
る
と
す

る
。

し
か
し
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
必
ら
ず
し
も
賛
成
で

き
な
い
。
そ
こ
で
諸
氏
に
反
論
す
る

一
つ
と
し
て
、
守
護
町
は

多
く
消
滅
し
た
の
か
、
ま
た
そ
こ
は
戦
国
城
下
町
と
異
な

っ
た

所

な
の
か
な
ど
に
つ
い
て
、
守
護
と
戦
国
大
名

の
変
遷
を
考
慮

に

入
れ
つ
つ
主
と
し
て
形
態
面

か
ら
検
証
す
る
こ
と
に
し
た

い
。

(第
七
章

「守
護
城
下
の
変
遷
」、
「は
じ
め
に
」)

と
し
て
、
以
上
の
観
点
に
立

っ
て
守
護
所
を
、
全
国
的
に

「検
証

・

整
理
」
(全
体
的

.
綜
合
的
に
と
ら
え
る
)
し
た
と
こ
ろ
、
つ
ぎ
の
成
果

が
え
ら
れ
た
と
報
告
し
て
い
る
。

守
護
所
の
六
割
強
は
戦
国
時
代
に
な

っ
て
も
消
滅
せ
ず
、
む
し

ろ
戦
国
城
下
町
と
し
て
引
き
つ
づ
き
存
在
し
た
こ
と
が
確
か
め

ら
れ
る
。

(同
前
、
「む
す
び
」)

と
。
こ
れ
が
前
掲
諸
氏
に
代
表
さ
れ
る
そ
れ
ま
で
の
城
下
町
に
つ
い

て
の
氏
の
反
論
で
あ
ろ
う
。
と
と
も
に
氏
の
前
掲
諸
書
等
の
正
当
性

の
根
拠
に
な
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
本
書
も
こ
の
立
場
で
書
か
れ
て

い
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
な
お
氏
は
戦
国
時
代
以
後
の
城

下
町
の
研
究
も
お
こ
な

っ
た
う
え
で
の
反
論

で
あ
る
こ
と
は
第

一
冊

か
ら
わ
か
る
が

(前
記
)、
『国
史
大
辞
典
』
(吉
川
弘
文
館
)
の

「
城
下

町
」
が
氏
の
執
筆
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
以
上
は
第
七
章

「
守
護
城
下
の
変
遷
」
の
紹
介
で
あ
る
が
、
本
書
の
結
論
と
も
み
な

さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
第

一
章
に
た
ち
返

っ
て
紹
介
し
た
い
。

第

一
章

「中
世
城
下
町
の
成
立
と
構
造
」
で
は
、
守
護
城
下
は
大

き
く
分
け
る
と
、
古
代
以
来
の
国
府

・
府
中

に
所
在
し
て
い
る
場
合

と
独
自

の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
。

第
二
章
で
は

「
中
世
の
守
護
所
」
が
、
鎌
倉

・
南
北
朝

・
室
町
の

三
時
代
に
分
け
て
、
畿
内

・
東
海

・
東
山

・
北
陸

・
山
陰

・
山
陽

・

南
海

・
西
海
の
八
道
に
及
び
要
点
的
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
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第

三
章

「信
濃
国
守
護
と
国
人
の
城
下
」
と
第
四
章

「室
町
時
代

の
越
中

国
の
守
護
と
守
護
所
」
は
、
信
濃

・
越
中
両
国
守
護
と
守
護

の
動
向

の
ほ
か
国
人
領
主
の
城
下
に
も
触
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
信

濃
国

上
ノ
平

(長
野
県
上
伊
那
郡
箕
輪
町
南
小
河
内
)
城
趾
に
は
地
頭
ク

ラ
ス

(国
人
領
主
)
の
知
久
氏
の
鎌
倉
時
代
の
城
下
に
形
成
さ
れ
た

と
み
な
さ
れ
る

「小
路
」
と
か

「
町
」
の
地
名
が
う
か
が
わ
れ
、
城

下
町

の
形
成
が
進
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
注
目
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

つ
い
で
第
五
章

「国
人
城
下

に
つ
い
て
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

前
掲
諸
氏
の
所
説
の
う
ち
に
み
え
る
国
人
領
主
の
屋
敷
集
落
に
相
当

す
る
も

の
で
、
右
の
上
ノ
平
で
も

み
た
と
お
り
、
こ
の
限
り
は
氏
も

同
意
見

と
み
な
さ
れ
る
。
国
人
と
し
て
大
和
の
越
智
、
信
濃
の
伴
野

以
下

=

氏
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
越
智
氏
城
下
に
つ
い
て

要
点
的

に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
同
氏
城
館
は
貝
吹
山
城

(橿
原
市
北
越

智
町
と
高
取
町
の
境
、
周
囲
の
平
野
を
一
望
に
見
渡
せ
る
)
で
、
そ
の
麓
に

「
オ

ヤ
シ
キ
」
(地
名
)
が
あ
る
が
、
こ
こ
が
城
下
で
あ
ろ
う
と
。
「
越

智
家
系
図
」
に
よ
る
と
居
館
の
左
右
に
家
中
の
屋
敷
が
あ
り
、
木
戸

.
中
馬
場

・
南
馬
場
、
そ
れ
に
勘
定
所
が
あ
る
。
南
北
大
路
左
右
に

軒
を
並

べ
る
町
屋
敷
に
遠
近
の
商
人
が
商
品
を
運
び
、
月

に
三
七
の

市
が
立

つ
。
中

・
南
両
馬
場
、
そ
れ
に
北
馬
場
は
現
在
小
字
と
し
て

残

っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
み
る
と
明
ら
か
に
城
下
と
い
え
る
と
。
そ

の
ほ
か
八
木
市

・
三
十
三
巡
礼
堂

・
寺
庵

・
道
場

・
越
智
観
世
座
等

が
越
智
郷
内

に
み
ら
れ
る
と
い
う
。

第
六
章
は

「
中
世
都
市
の
諸
類
型
」
で
あ
る
。
政
治

・
門
前

・
港

津

・
そ
の
他
宿
駅
な
ど
の
諸
都
市
が
鎌
倉

・
南
北
朝

・
室
町
の
三
時

代

に
分
け
て
分
析

・
綜
合
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
政
治
都
市
が
圧

倒
的
に
多
く
、
守
護
所
は
国
府
と
連
続
し
発
展
し
て
い
る
こ
と
が
明

瞭
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
い
で
前
記
の
と
お
り
第
七
章
で
は
守
護

所
六
割
強
が
戦
国
大
名
城
下
に
連
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
。

最
後
の
第
八
章
は
、
こ
れ
ま
で
の
立
場

を
踏
え
て
い
る
が
、

一
方

実
質
、
氏
の
故
郷
の
関
係
か
ら
か
伊
賀
国

の
中
世
か
ら
近
世
に
か
け

て
の
動
き
で
あ
り
、
「
伊
賀
上
野
城
下
の
成

立
」
と
な

っ
て
い
る
。

そ
の
第

一
項
は

「守
護
所
の
自
立
」
で
あ
る
。
伊
賀
の
守
護
は
そ

の
交
替
が
は
げ
し
い
が
、
貞
和
二
年

(
一
三
四
六
)
頃
か
ら
守
護
所
は

国
衙

(阿
山
郡
府
中
村
西
条
、
現
上
野
市
西
条
)
か

ら
新

ら
た

に
三

田

(同
郡
三
田
村
三
田
、
現
上
野
市
三
田
)
に
移
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

第
二
項
の

「
守
護
仁
木
と
国
人
」
で
は
、
応
仁
の
乱
以
後
戦
国
時

代
に
か
け
て
守
護
は
仁
木
氏
が
続
き
、
幕
府
方

(東
軍
)
と
し
て
活

躍
し
た
が
、
実
質
そ
の
支
配
下
に
あ

っ
た

の
は
北
伊
賀
の
よ
う
で
あ

る
。第

三
項
h
土
符
」
で
は
、
前
記
三
田
村

辺
り

は
土
符

(荷
札
)
が
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多
く
出

土
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
年
貢
等
を
運
ん
で
き
た
際
の
も
の

で
、
用
済

み
の
の
ち
捨

て
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
出
土
す
る

地
域
は
守
護
所
の
所
在
地
で
あ

っ
た
ろ
う
と
。

.第
四
項

の

「
秘
境
伊
賀
」
で
は
、
地
理
的
条
件
に
よ
り
伊
賀
は
閉

鎖
的
で
あ
り
、
古
来
政
界
要
人
-
小
倉
宮

・
畠
山
義
就

・
足
利
義
視

ら
が

一
時
潜
ん
で
つ
ぎ
に
備
え
た
国
柄
で
あ

っ
た
と
。
ま
た
南
北
両

地
域
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
が
あ

っ
た
が
、
北
部
が
前
記

の

と
お
り
守
護
仁
木
方
で
あ
る
の
に
対
し
、
南
部
は
北
畠
方
で
あ

っ
た

と
い
う
。

第
五
項

「伊
賀
惣
国

一
揆
掟
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
ま
ず
惣
国

一

揆
と
い

っ
て
も
伊
賀
全
域
で
は
な
く
、
北
伊
賀
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
と

し
て
、
従
来

の
所
説
に
訂
正
を
迫

っ
て
い
る
。

最
後

の
第
六
項

「
筒
井
定
次
の
国
替
と
伊
賀
上
野
」
で
は
、
守
護

仁
木
氏

の
あ
と
伊
賀
を
支
配
し
た
の
は
、
滝
川

一
益

・
脇
坂
安
治
両

人
で
あ
る
。
滝
川
氏
は
は
じ
め
丸
山
城

(名
張
郡
)
に
い
た
が
、
伊
賀

南
北

一
揆
を
討

っ
て
以
後
の
守
護
所
は
不
明
の
よ
う
で
あ
る
。

つ
い
で
脇
坂
氏
は
天
正

=

一年

(
一
五
八
四
)
三
月
頃
か
ら
翌
年
五

月
頃

に
か
け
て
長
田
市
場

(上
野
市
長
田
)
に
居
館
を
置

い
た
と
。
同

氏
が
摂
津

に
転
封
と
な

っ
て
以
後
約
三
か
月
間
の
伊
賀
守
護
は
不
明

で
あ
る
が
、
天
正

=
二
年
閏
八
月
に
は
筒
井
定
次
が
転
封
と
な
り
大

和
か
乃
伊
賀
に
移
り
、
南
北
両
伊
賀
を
見
渡

し
う
る
台
地
に
上
野
城

を
築
城
し
た
と
。

さ
か
の
ぼ

っ
て
天
正

一
〇
年
三
月
以
来
伊
賀
国
人
の
ほ
か
農
民
も

加
わ

っ
て
の
大
和
国
山
辺
郡
畑
城
に
お
け
る

一
揆

へ
の
対
策
で
は
、

筒
井
定
次
は
伊
賀
に
移

っ
て
以
後
苦
労
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は

重
臣
の
嶋

・
森

・
松
蔵
三
氏
と
桃
谷

・
三
浦

・
浦
谷
三
氏
の
意
見
の

相
違
が
同
国
支
配
に
禍
し
て
、
桃
谷
氏
ら

の
策
に
陥

っ
た
定
次
は
酒

色

に
耽
る
よ
う
に
な

っ
て
ゆ
く
な
か
で
嶋
氏
ら
は
筒
井
家
を
離
れ
て

ゆ
き
、
い
ず
れ
慶
長

=
二
年

(
一
六
〇
八
)
に
は
中
坊
秀
祐
の
訴
え
に

よ

っ
て
筒
井
氏
は
改
易
と
な

っ
た
。
そ
の
あ
と
藤
堂
高
虎
が
伊
賀
に

封
ぜ
ら
れ
、
伊
勢
を
も
あ
わ
せ
領
有
し
、
同
氏
の
も
と
で
上
野
城
下

の
拡
大
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
。

以
上
、
戦
国
時
代
以
降
近
世
初
期
に
い
た
る
伊
賀
国
守
護
と
近
世

の
動
き
が
城
下
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

最
後

に
、
戦
国
時
代
以
前
の
守
護
所
に
関
す
る
史
料
は
、
総
守
護

(将
軍
)
の
所
在
地
鎌
倉
も

ふ
く
め
て
、
き
わ
め
て
乏
し
い
状
況
で

あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
研
究
も
未
開
拓
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う

し
た
分
野
の
史
料
の
蒐
集
は
極
め
て
困
難

で
、
研
究
出
張
し
て
も
成

果
は
皆
無
で
途
方
に
暮
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
う
。

(近
代
文
藝
社
、
一九
九

一
年
六
月
初
刊
、
B
5

三
六
三
頁

二
八
〇
〇
円
)
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