
中
世
都
市
の
条
件
に

つ
い
て

1

不

確

な

諸

例
1

松

山

宏

は

じ

め

に

私
は
先
に
発
表
し
た

『
中
世
城
下
町
の
研
究
』

で
、
中
世
に
お
い

て
存
在
し
た
都
市
を
城
下
町
を
中
心
に
門
前

・
港
津

・
宿
駅
な
ど
も

合
わ
せ

て
示
し
た
。
そ
の
さ
い
当
然
の
こ
と
だ
が
都
市
と
す
る
基
準

も
述

べ
た
。
こ
の
稿

で
は
そ
の
基
準
に
忠
実

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
あ
い
ま
い
で
不
確
な
例
を
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
条
件
と
そ
の
意
味

最
近

の
中
世
都
市
研
究
は
文
献
史
料
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
発
掘

が
重
要
視
さ
れ
地
理
学
で
の
景
観

・
空
間

・
地
名
が
注
目
さ
れ
、
都

市
の
影
、
闇
の
部
分
を
扱
う
民
俗
的
方
法
、
さ
ら
に
絵
図

・
絵
巻
物

も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
中
世
都
市
に
対
す
る
従
来

の

定
説

の
イ
メ
ー
ジ
も
変

っ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
堺

(和
泉
)
で

あ
る
。
こ
こ
は
こ
れ
ま
で

「町
は
甚
だ
堅
固

に
し
て
西
方
は
海
を
以

て
又
他
側
は
深
き
堀
に
囲
ま
れ
、
常

に
水
充
満
す
」
、
あ
る

い
は

「
此
町
は
甚
だ
堅
固
に
し
て
…
…
城
中
に
在

る
が
如
く
安
全
な
り
」

と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
昭
和
五
二
年

(
一
九
七
七
)
か
ら

一
四
年

間
四
百
ケ
所
を
発
掘
し
た
報
告
に
よ
る
と
次

の
よ
う
で
あ
る
。
大
内

義
弘
に
よ
る
応
永
の
乱
の
と
き
の
焼
土
層

は
少
な
い
、
環
濠
は
東
部

　
　
　

に
集
中
し
そ
れ
も
素
掘
り
で
あ
る
。
四
百
ケ
所
と
い

っ
て
も
全
面
積

か
ら
み
れ
ば

一
部
で
あ
り
、
こ
れ
で
す
べ

て
を
推
し
え
な
い
が
、
そ

れ
に
し
て
も
従
来
の
研
究
に
対
す
る
基
本
的

な
再
検
討
が
要
求
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
文
献

・
歴
史
地
理

・
考
古
な
ど
の

専
門
的
立
場
か
ら
す
す
め
ら
れ
た
学
際
的

な
清
須

(尾
張
)
の
研
究

　
ヨ
　

な
ど
は
、
今
後
の
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

た
だ
取
り
あ
げ
ら
れ
る
都
市
は
ほ
と
ん
ど
が
戦
国
期
こ
と
に
織
豊

時
代
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
時
代
が
重
視
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
中
世
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都
市
が

そ
の
時
期
に
完
成
し
た
形
を
と
る
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

つ

ま
り
こ
れ
ま
で
の
中
世
社
会
は
村
落
な
い
し
農
民
を
基
本
と
し
て
形

成
さ
れ

て
お
り
、
都
市
な
い
し
商
工
業
者
は
付
属
物
に
と
ど
ま

っ
て

い
た
。

し
か
し
こ
の
時
代

に
な
る
と
、
都
市
の
中

で
も

っ
と
も
多
く

の
数
を
占
め
る
城
下
町
が
村
落
と
異
な
る
生
活
の
場
を

つ
く

っ
て
く

る
。
総
構
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
武
士

・
寺
社

・
商

工
業
者

ら
は
村
落
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
別
個
の
空
間
を

つ
く

っ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
言
葉
が

一
般
的
に
み
え
る
の
が
そ
の
時
代
で
あ
る

か
ら
、

こ
こ
に

一
線
を
お
い
て
画
期
と
す
る
の
で
あ
る
。

惣
構

え
を
強
調
し
、
画
期
を
重
視
す
る
こ
と
は
間
違

い
で
な
い
。

し
か
し
こ
れ
が
そ
れ
以
前
に
都
市
は
な
く
、
都
市
づ
く
り

へ
の
動
き

を
も

っ
て
い
な
い
と
す
る
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
問
題

で
あ
る
。
い
う

ま
で
も

な
い
こ
と
だ
が

一
つ
の
画
期
は
突
如
お
こ
る
の
で
な
く
、
長

い
歴
史

の
積
み
あ
げ
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
た
と
え
ば
初

　る
　

期
城
下
町
な
ど
は
も

っ
と
検
討
さ
れ
て
よ
い
。
そ
れ
が
あ

っ
た
れ
ば

こ
そ
完
成
し
た
と
さ
れ
る
城
下
町
と
な
る
の
で
あ
る
。
後
代
か
ら
み

れ
ば
そ
れ
は
未
熟

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
存
在
し
た
時
代

に
お

い
て
未
熟
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
、
場
合
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
完
成
し
た

都
市
で
あ
り
、
そ
の
時
期
に
お
い
て
も

っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
都
市

で

あ

っ
た

か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
都
市
の
定
義
と
も
関
係
す
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
戦
国
以
前
に
も

っ
と
注
目
す

べ
き
だ
と
思
う
。

私
が
こ
の
こ
と
を
主
張
す
る
も
う

一
つ
の
理
由
は
古
代
都
市
と
の

関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
古
代
都
市
を
地
方
の
各
地
域
に
み
る
と

国
府
が
あ
げ
ら
れ
る
。
個
々
に
み
る
と
衰
え
、
消
滅
す
る
も
の
も
あ

る
。
し
か
し
総
体
的
に
は
発
展
し
、
中
世

に
お
い
て
新
た
な
展
開
を

し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
移
転
に
よ
り
場
所
が
変

っ
て
も
、

そ
れ
ら
は
依
然
権
力
機
関

の
所
在
地
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
基
地

と
し
て
交
通

・
経
済

・
宗
教
な
ど
の
機
能
が
活
動
す
れ
ば
、
国
府
が

な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
と
す
れ
ば
そ
こ
か
ら
中
世

へ
発
展

す
る
も
の
が
現
わ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

む
ろ
ん
中
世
都
市
が
す

べ
て
国
府
か
ら
成
長
し
た
と
い
う
の
で
は
な

い
。
中
世
都
市
、

こ
と

に
そ
の
代
表

で
あ
る
城
下
町
は
多
く
城
館
を
出
発
点
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
と
に
か
く
国
府
の
発
展
に
せ
よ
城
館
か
ら
発
足
し
て
い
る

も
の
に
せ
よ
、
初
期
城
下
町
と
い
わ
れ
る
も
の
は
各
地
に
存
在
し
て

い
る
筈
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
城
下
町
は
古
代
の
国
府
の
よ
う
に
中
央
権
力
に
よ

り
上
か
ら

一
方
的
に
設
け
ら
れ
た
の
と
異
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
地

域
の
在
庁
あ
る
い
は
在
地
領
主
に
よ
っ
て

つ
く
ら
れ
、
地
域
的
諸
条

件
を
基
礎
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
の
景
観
は
多
分
に

村
落
的
で
あ
る
。
城
下
を
構
成
す
る
基
本
的
階
層
の
武
士
は
通
常
村
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落
に
住

み
、
農
耕
か
ら
離
れ
て
い
な
い
。
城
下
に
住
む
の
は
公
務

の

た
め
で
あ
り
、
本
拠
は
村
落
に
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
城
下
に
は
田
畠

が
存
在
し
、
道
路
も
そ
の
間
を
通

っ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
士
農

分
離
は
不
徹
底
で
、
総
構
の
よ
う
な
も
の
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
国
府
が
発
展
し
て
府
中
に
な
る
場
合
に
も
い
え
る
。
府
中

　
　
　

は
国
府
よ
り
地
域
の
規
模
が
大
き
い
と
さ
れ
る
。
国
府
は
方
八
町
と

か
方
六
町
、
方
五
町
な
ど
が
普
通
で
あ
る
。
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、

国
衙
な
ど
の
中
央
施
設
と
他
の
施
設
は
必
ず
し
も

一
ケ
所
に
存
在
し

　
　
　

て
い
な

い
と
さ
れ
る
が
、

メ
イ
ソ
部
分
だ
け
に
し
ぼ
る
と
、
そ
の
範

囲
は
右

に
み
る
よ
う
な
規
模
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て

府
中
は
広
く
数
粁
四
方
に
わ
た
り
、
信
濃

・
伊
予
国
で
は
郡
規
模
に

な

っ
て
い
る
。
備
後
国
で
は
近
世
史
料
に
よ
る
が

「
此
ア
タ
リ
四
、

　　
　

五
村
ミ
ナ
府
中
ノ
郭
内
ナ
リ
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
広
さ
に
な

っ

て
い
る

の
は
村
落
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
か
か
る
府
中

を
都
市

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
初
期
城
下
町
に
相
当
し
た
も
の

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
方
八
町
の
古
代
都
市
が
中
世
に
な
り

一

挙
に
何

倍
あ
る
い
は
何
十
倍
か
の
境
域
を
も
つ
都
市
に
な
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
府
中
だ
け
で
な
く

一
般
の
城
下

に
も
適

用
さ
れ
る
。

私
は
先
に
こ
の
時
代

の
都
市
と
す
べ
き
条
件
を
幾

つ
か
あ
げ
た
。

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
国
支
配
の
城
館
、

一
国
規
模
の
信

仰
を
集
め
る
寺
社
、
隔
国
な
い
し
外
国
船

の
入
る
港
津
、

一
国
の
幹

線
に
そ
う
宿
駅
、
市
ま
た
は
町
、
そ
れ
ら
を

一
要
素
と
し
、
そ
の
う

ち
二
つ
を
も

つ
所
ま
た
戸
数
は
百
戸
前
後

を
都
市

の
最
低
条
件
と
し

　　
　

た
。

こ
れ
に
先
で
は
触
れ
え
な
か

っ
た
境

域
を
加
え
た
い
。
そ
の
諸

例
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
革
手

(美
濃

)
は
東
西
が
不
明
で
南
北

が
四

・
五
百
米
、
福
岡

(備
前
)
は
五
百
米
と
三
百
米
で
あ
り
、
比

お
り

つ

較
的
コ
ソ
パ
ク
ト
に
ま
と
ま

っ
て
い
る
。

一
方
下
津

(尾
張
)
は
狭

く
み
て
も
三
百
米
と
二
粁
、
花
倉

(駿
河

)
は
四
粁
と
二
粁
、
稲
村

御
所

(陸
奥
)
と
秋
月

(阿
波
)
は
四
粁

と
三
粁
、
甲
山

(備
後
)

は
四
粁
と
二
、
五
粁
で
あ
る
。
若
干
の
差

は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
こ
の
程

度
を
都
市
の
範
囲
と
み
た
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
以
上
に
広
い
信
濃

・

伊
予
ま
た
備
後
国
な
ど
の
府
中
を
都
市
と
み

て
よ
い
と
は
思
え
な
い
。

中
世
都
市
は
古
代
都
市

の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
。
時
代
も
違

い

環
境
も
変
化
す
る
か
ら
両
者
の
形
態
と
実
態

は
異
な

っ
て
い
る
。
し

か
し
そ
の
差
異
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
は
な
ら
ず
、
右
に
述

べ
た
二
つ
の
要
素
と
境
域
の
条
件
は
そ
れ
を
考
慮

に
い
れ
て
つ
く

っ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
条
件
を
外

れ
た
も
の
は
都
市
で
な
い

と
考
え
る
。
以
下
都
市
か
ら
外
し
た
も
の
を
具
体
的
に
例
示
す
る
こ

と
に
し
た
い
。
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二
、
具

体

例

古
市

(大
和
)

春
日
山
の
西
麓
端
台
地
に
あ
り
、
現
奈
良
市
古
市
町
の
字
古
城

つ

ま
り
東

市
小
学
校
の
校
地
が
城
館
と
み
ら
れ
る
。
鎌
倉
末
期
か
ら
筒

井

・
越
智

・
十
市
氏
と
並
ぶ
有
力
国
人
古
市
氏

の
根
拠
地
で
あ
る
。

こ
の
地
は
上
街
道
に
沿

い
、
初
瀬
詣
の
旅
客
な
ど
が
多
く
馬
借
も
み

ら
れ
る
。
乾
元
元
年

(
=
二
〇
二
)
興
福
寺
大
乗
院
が
こ
の
地
に
あ
っ

た
福
島
市

を
大
乗
院
郷
に
移
し
て
南
市
を
開
き
、
そ
の
後
こ
こ
を
古

市
と
称

し
た
と
さ
れ
る
。
古
市
氏
は
応
永
二

一
年

(
一
四

一
四
)
に

官
符
衆
徒

の
筆
頭
、

つ
ま
り
守
護
代

に
な

っ
て
い
る
。
文
安

二
年

(
一
四
四
五
)
か
ら
文
明
五
年

(
一
四
七
三
)
に
わ
た
り
前
大
乗
院

門
跡
の
安
位
寺
経
覚
を
迎
え
、
文
芸
活
動
が
活
発
に
展
開
さ
れ
て
い

㍍
㏄
経
覚
を
長
期
間
滞
在
さ
せ
、
多
く
の
文
化
人
を
接
待
し
た
こ
と

か
ら
み

て
、
か
な
り
の
施
設
、
設
備
が
こ
こ
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
福
島
市
移
転
後

こ
こ
の
市
が
ど
う
な

っ
た
の
か
は

っ
き
り
し

な
い
。
文

明
十
七
年
十

二
月
こ
こ
で
火
事
が
あ
り
、
「古
市
之
南

口

　
　
　

小
屋
共
焼
了
、
二
十
五
六
間
焼
失
」
と
あ
る
。
町
屋
も
あ

っ
た
ろ
う
、

し
か
し
右

の
焼
失
家
数
も

一
部
か
全
部
か
確
認
で
き
な
い
。

長
野

(伊
勢
)

安
濃
郡
長
野
を
本
拠
地
と
す
る
国
人
長
野
氏
の
城
館
地
で
あ
る
。

長
野
氏
は
応
永
期

(
=
二
九
四
ー

一
四
二
八
)
よ
り
幕
府
奉
公
衆
と

し
て
幕
府
料
所
を
預
け
ら
れ
て
い
る
。
飯
田
良

一
氏
の
ご
教
示
に
よ

か
わ

わ

る
と
、
鈴
鹿
郡
安
楽
御
厨
を
知
行
し
河
曲
郡
南
職
田
御
厨
代
官
職
を

く
る

ま

請
負

い
、
禁
裏
領
栗
真
庄
代
官
職
を
え
て
い
る
。
永
享
五
年

(
一
四

三
三
)
十

一
月
の
延
暦
寺
攻
め
に
は
守
護
土
岐
世
安
か
ら
離
れ
、
独

　　
　

自
の
軍
勢
を
率
い
て
西
坂
本
に
向
か

っ
て
い
る
。
同
十
二
年
五
月
に

は
大
和
国

へ
の
出
兵
中
、
長
野
氏
が
合
力
之
勢
と
共
に
守
護
土
岐
世

　ヨ

保
を
討

っ
た
。
そ
の
後
国
司
北
畠
と
も
戦

っ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
み

て
か
な
り
有
力
な
国
人
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
る
。
寛
正
四
年

(
一
四

六
三
)
三
月
、
北
方
八
郡
の
河
籠
米
を
徴
収
し
、
神
宮

の
御
裳
濯
川

(
五
十
鈴
川
)
の
堤
防
修
理
が
守
護

一
色
と
並
び
、
鈴
鹿
郡
関
氏
と

　ヨ

安
濃
郡
長
野
氏
に
命
じ
ら
れ

て
い
る
。
守
護
権
力
の

一
部
が
分
与
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
安
芸
郡
美
里
村
に
南
北
朝
期
の
築
城
と
み
ら
れ
る
城
跡
が
あ
り
、

そ
の
後
室
町
期
に
な
り
伊
勢

・
伊
賀
国
を
長
野
峠
越
で
結
ぶ
北
長
野

に
平
山
城
を
築
い
た
。
『
日
本
分
県
地
図
地
名
総
覧
』
に
よ
る
と
、

前
田

・
関
屋
ら
と
並
び
横
町

・
下
町

・
上
町

・
新
町
が
み
え
る
。
し

か
し
城
下
と
関
係
す
る
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。

宮
山

(尾
張
)

一32一



南
北
朝
期
に

一
色
氏
が
現
常
滑
市
の
北
西
に
位
置
す
る
知
多
郡
大

野
荘
を
支
配
し
、
観
応
元
年

(
=
二
五
〇
)
範
光
の
と
き
宮
山
城
を

築

い
た
。
そ
の
後
詮
範
は
三
河
国
守
護
と
し
て
こ
こ
の
分
郡
守
護

で

も
あ

っ
た
。
宮
山
城
に
は
城
山
の
北
山
麓
に
城
下
の
地
名
が
あ
り
、

城
の
南

に
金
蓮
寺
の
他
宝
蔵
坊

・
池
之
坊
以
下
の
十
二
坊
が
あ
る
。

文
明
期

(
一
四
六
九
-
八
七
)
以
降
に
被
官
佐
治
氏
が
拠

っ
て
い
る
。

　
ち

鋳
物
師

が
お
り
、
戦
国
期
に
は
廻
船
が
み
ら
れ
る
が
、
室
町
期
の
状

況
が
も

う

一
つ
は

っ
き
り
し
な
い
。

横
地

(遠
江
)

東
海
道
線
菊
川
駅
の
東
南
五
粁
に
あ
り
、
全
長
二
粁
余
に
及
ぶ
壮

大
な
城
郭
が
遺

っ
て
い
る
。
源
義
家

の
落
胤
横
地
太
郎
家
永
が
築
い

た
と
さ
れ
る
。
鎌
倉
時
代
は
鎌
倉
御
家
人
と
し
て
あ
り
、
南
北
朝
期

に
は
足
利
氏
に
仕
え
各
地
に
転
戦
し
た
。
応
仁
大
乱
の
さ
い
に
は
守

護
斯
波
義
廉
に
属
し
、
文
明
八
年

(
一
四
七
六
)
二
月
、
駿
河
国
守

護
今
川
義
忠
に
攻
め
ら
れ
て
亡
ん
だ
。

城
趾

に
は
斯
波
氏
の
屋
敷
が
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
る

「武
衛
原
」

の
名
を
も

つ
茶
畑
が
あ
り
、
本
丸

・
二
之
丸
が
あ
り
、
三
米
の
土
塁

と
木
戸
趾
を
遺
す
中
ノ
城
も
あ
る
。
「
横
地
城
図
」
を
み
る
と
本
丸

し
ろ
し
た

お
ん
し
ろ
し
た
ま
ち

の
南
麓

を
城
下
、
西
か
ら
の
登
り
口
辺
り
を
御
城
下
町
と
い
っ
て
い

る
。
城
下
の
名
称
は
後
世
に
作
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
武
士
の

集
住
が
推
察
で
き
る
。

城
趾
の
南
四

・
五
粁

の
所
に
市
場
の
地
名
が
あ
り
、
そ
の
南
東
に

さ
が

ら

相
良
に
通
じ
る
街
道
が
あ

っ
て
、
そ
れ
に
塩
貝
坂
の
名
が
つ
い
て
い

る
。
塩
商
人
が
往
来
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
商
業
の
こ
と
を
示
す
の
は

こ
れ
だ
け
で
、
城
下
町
の
名
称
は
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
発
展
し
た
か

ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

こ

か
わ

小
川

(駿
河
)

小
川
城
主
法
永
長
者
は
小
川
湊
の
豪
商

の
よ
う
で
、
長
者
屋
敷
略

　ま

図
が
あ
る
。
文
明
十
七
年

(
一
四
八
五
)

に

「
小
河
大
船
多
」
と
あ

%

か
な
り
の
港
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
・

明
治
九
年

(
天

七
六
)

の
地
籍
図
に
よ
る
と
、
城

ノ
内

・
竪
小
路

・
西
小
路
な
ど
の
地
名
が

あ
り
、
屋
敷
跡
と
み
ら
れ
る
区
画
が
幾
つ
か
あ
る
。
焼
津
市
埋
文
調

査
事
務
所
の
丸
山
博
信
氏

の
ご
教
示
に
よ
る
と
、
城
趾
は
堀
を
含
め

て

一
〇
〇
×
五
〇
米
の
規
模

で
堀
幅
は
二
〇
米
あ
る
。
字
城

ノ
内

の

真
中
を
立
小
路
が
走

っ
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
法
永

長
者
に
関
す
る
文
献
は
な
く
、
市
は
み
ら
れ
な
い
。

い
さ
わ

石
和

(甲
斐
)

鎌
倉
時
代
以
来

の
守
護
武
田
氏
の
居
館
地
で
あ
る
。
だ
が
移
動
が

多
い
。
文
化
期

(
一
八
〇
四
-

一
七
)
の
著

『
甲
斐
国
志
』
な
ど
の

地
誌
に
み
る
と
、
永
享
期

(
一
四
二
九
-

四
〇
)
の
信
重
の
と
き
に
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石
和
の
小
石
和
に
館
が
あ
り
、
次
の
信
守
は
八
代
に
移

っ
た
が
、
か

れ
を
つ
い
だ
信
昌
は
文
正
期

(
一
四
六
六
-
六
七
)
に
川
田
に
移
り
、

信
縄

・
信
虎
と
こ
こ
に
居
住
し
た
よ
う
で
あ
る
。

信
重
館
に
は
南
小
路

・
前
小
路

・
宿
町

・
的
場

・
町
屋

・
大
門
な

ど
の
地
名
が
、
信
昌
館
に
は
公
角
屋
敷

・
舞
台

・
女
中
屋
敷

・
大
庭

・

築
地

・
サ
ソ
フ
・
出
水

・
久
円

・
御
厩

・
的
場
な
ど
の
地
名
が
あ
る
。

小
石
和
と
川
田
の
間
は
四
粁
ほ
ど
離
れ
て
お
り
、
地
名
だ
け
で
み
る

と
小
石
和
に
城
下
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
っ
て
川
田
に
な
か

っ

つ
つ

じ

さ
き

た
の
で
は
な
か
ろ
う
。
川
田
か
ら
信
虎
が
躍
燭
ケ
崎
に
館
を
移
し
た

の
は
永
正

一
六
年

(
一
五

一
九
)
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
石
和

で
は

館

の
移
転
に
と
も
な
い
城
下
も
移

っ
た
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
し
確
実

　コ

な
史
料
が
な
い
。

江
戸

(武
蔵
)

平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
江
戸
氏

の
居
館
地
で
あ
る
。

江
戸
氏
は
鎌
倉
御
家
人
で
あ
る
。
そ
の
後
は

っ
き
り
し
な
い
が
長
禄

元
年

(
一
四
五
七
)
四
月
に
、
太
田
道
灌
が
江
戸
城
を
築
き
人
≧
が

集
ま

っ
た
。
道
灌
は
扇
谷
上
杉
氏
の
家
宰
で
あ
る
。
軍
法
に
通
じ
、

和
歌

の
嗜
み
も
深
く
、
歌
会
を
し
ば
し
ば
催
し
て
い
る
。
城
下
平
川

に
は
法
恩
寺

・
浄
心
寺

・
吉
祥
寺
な
ど
が
建
ち
、
本
郷
辺
に
は
町
屋

　ヨ

が
営
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
平
川
河
口
は
房
総

・
常
陸
国
か
ら
の
物
資

を
運
ぶ
船
舶
で
賑
わ

っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

具
体
的
に
そ
の
活
動
を

つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

品
川

(武
蔵
)

神
奈
川

(武
蔵
)
・
六
浦

(武
蔵
)
と
並
ぶ
港
で
あ
る
。
明
徳
三

年

(
=
二
九

二
)

一
月
か
ら
八
月
ま
で
の
間

に
三
〇
艘
が
入
港
し
、

問
も
三
軒
み
え
て
い
る
。
ま
た
明
徳
三
年

か
ら
応
永
三
年

(
=
二
九

六
)
の
五
ケ
年
で
品
川
と
神
奈
川
か
ら
徴
収

し
た
帆
別
銭
は
三
三
九

貫
余
あ
る
。
こ
れ
は
金
沢
称
名
寺
の
金
堂
建
築
費
の
九

一
パ
ー
セ
ソ

ト
に
あ
た

っ
て
い
る
。
問
の
存
在
に
加
え

て
関
東
に
お
け
る
隔
地
間

取
引

の
窓
口
で
あ

っ
た
こ
と
が
湊
の
繁
栄
を
支
え
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。宝

徳

二
年

(
一
四
五
〇
)
・文
明
八
年

(
一
四
七
六
)
に
は
鈴
木

道
胤
ら
の
富
裕
商
人
が
み
え
、
寺
院
も
多
く
建
立
さ
れ
て
い
る
。
室

町
時
代
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
は
十

一
を
数
え
、
道
胤
は
妙
国
寺
に
七

　ヨ

堂
伽
藍
を
造

っ
た
。
熊
野

・
伊
勢
御
師
の
活
躍
も
み
え
る
。
感
覚
的

に
み
た
場
合
都
市
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
市
と
か
町
が
な
い
の
で

除
く
こ
と
に
す
る
。

篠
脇

(美
濃
)

東
胤
行
が
承
久
の
変
の
功
に
よ
り
郡
上
郡
山
田
庄
を
与
え
ら
れ
た
。

か
れ
は
弘
長
三
年

(
一
二
六
三
)
に
八
五
歳

で
死
亡
し
た
が
、
晩
年
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に
築
城
し
た
ら
し
い
。
皇
族
将
軍
宗
尊
親

王
の
和
歌
の
師
で
あ
る
。

そ
の
子

二
代
行
氏

・
三
代
時
常
は
い
ず
れ
も
和
歌
に
熟
し
て
い
る
。

応
仁

二
年

(
一
四
六
八
)
常
縁
の
と
き
、
美
濃
国
守
護
代
の
斎
藤

妙
椿
に
攻
め
ら
れ
落
城
し
た
。
し
か
し
常
縁
は
十
道

の
歌
を
献
じ
て

と
り
戻

し
た
と
さ
れ
る
。

か
れ
は
和
歌

の
達
人
で
、
文
明
十
三
年

(
一
四
八
〇
)
に
後
土
御
門
天
皇
の
勅
命
で
上
洛
し
、
近
衛
政
家
ら

　ヨ

に
古
今
伝
授
し
、
連
歌
師
宗
砥
と
交
流
を
深
め
た
。

昭
和

五
五
年

(
一
九
八
〇
)
か
ら
五
八
年
に
か
け
て
館
跡
が
発
掘

さ
れ
、

六
〇

×
八
〇
米
の
館
、
石
組
の
池
と
庭
園
、
多
く
の
出
土
品

が
確
認
さ
れ
た
。
町
史
編
纂
所
で
は
、
城
下
に
二

・
三
百
戸
位
い
が

あ
り
、
明
応
九
年

(
一
五
〇
〇
)
に
山
田
庄
栗
栖
郷
八
日
市
が
み
え
、

こ
れ
が
現
在
の
八
町
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
だ
け
で
は

史
料
不
足

で
あ
る
。

神
岡

(飛
騨
)

南
北
朝
期
に
、
江
馬
氏
が
越
中
国
砺
波
郡
か
ら
飛
騨
国
北
部
の
高

原
郷

に
入
部
し
た
。
中
期
に
山
科
家
被
官
と
な
り
、
北
野
天
満
宮

・

烏
丸
家
雑
掌
と
も
な

っ
て
い
る
。
文
明
期

(
一
四
六
九
i
八
七
)
に

は
中
央
部

へ
進
出
し
、
国
司
家
姉
小
路
と
並
ぶ
勢
力
を
も

っ
た
。
明

応
期

(
一
四
九

ニ
ー

一
五
〇

一
)
に
鉱
山
を
開
発
し
、
こ
れ
が
江
馬

氏
発
展

の
財
源
と
な

っ
て
い
る
。
大
守
殿
に
高
原
諏
訪
城
跡

・
下
館

　
れ
　

跡

・
御
館
跡
が
あ
る
。
延
享
期

(
一
七
四
四
-
四
八
)
の
著

『飛
州

志
』
に
は
江
馬
之
下
館
は
根
小
屋
跡
と
記

さ
れ
て
い
る
。

昭
和
五

一
年

(
一
九
七
六
)
か
ら
発
掘
が
さ
れ
、
出
土
物
が
多
い

中
で
、
こ
と
に
曲
水
宴
を
催
し
た
玉
石
が
並
ぶ
見
事
な
庭
園
遺
構
が

確
認
さ
れ
た
。
南
北
朝
期
か
ら
室
町
初
期
頃
ま
で
の
館
な
ど
の
建
物

は
掘
立
だ
が
、
ま
だ
多
く
は
埋
没
状
態
に
あ
る
。
「
元
禄
検
地
水
帳
」

に
は
土
井

・
土
井
の
内

・
土
井
の
上

・
ば
ば
西

・
堀

・
堀
ば
た

・
山

し
ろ
し
た
ま
ち

越

・
や
ま
し
た
な
ど
の
字
名
が
あ
る
。
現
在
城
下
町
の
町
名
が
あ
る
。

た
だ
中
世
城
下
を
確
か
に
示
す
史
料
が
な

い
。

志
久
見

(信
濃
)

し

も

み

う
ち

現
下
水
内
郡
に
あ
る
志
久
見
郷
は
弘
長
期

(
一
二
六

一
-
六
四
)

な
い
し
弘
安
期

(
一
二
七
八
-

八
八
)
に
、
市
河
氏
が
中
野
氏
か
ら

地
頭
を
譲
ら
れ
て
支
配
を
始
め
た
。
南
北
朝
時
代
に
は
越
後
国
の
新

田

一
族
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
国
人
領
主
と
し
て
成
長
し
た
。

そ
の
後
大
塔
合
戦
な
ど
幾
多
の
戦
い
に
、
市
河
氏
は
常
に
守
護
方
と

　ヨ

し
て
行
動
し
て
い
る
。

箕
作
に
館
を
も
ち
、
そ
の
対
岸
に
渡
船
場
が
あ
り
、
小
穴
川
関
も

支
配
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
詰

の
城
で
あ
ろ
う
牛
窪
城
の
麓
に
城
下

の
地
名
が
あ
り
、
ま
た
志
久
見
集
落
に
た

て

・
殿
や
し
き

・
反
町

・

元
か
じ
や
な
ど
の
地
名
が
残

っ
て
い
る
。

た
だ
し
市
は
な
い
。
あ
る
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程
度
の
武
士
の
集
住
が
考
え
ら
れ
る
が
、
時
代
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

平
井

(上
野
)

永
享

一
〇
年

(
一
四
三
八
)
に
惣
社
長
尾
の
祖
忠
房
が
金
山
城
を

築
き
、

そ
の
北
続
き
に
平
城
の
平
井
城
を

つ
く

っ
た
。
そ
し
て
山
内

上
杉
の
顕
定

(
一
四
五
四
-

一
五

一
〇
)
か
ら
憲
政

(
一
五
二
三
-

七
九
)
ま

で
在
城
し
、
管
領
府
を
お
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
地
が
重

視
さ
れ

た
の
は
、
上
杉
被
官
が
白
井

(上
野
国
)
の
長
尾
氏
と
滝
山

(武
蔵

)
の
大
石
氏
で
あ
り
、
そ
の
中
間
の
平
井
が
政
治
的
に
都
合

の
よ
か

っ
た
こ
と
、
ま
た
鎌
倉
か
ら
信
濃
国
を
通
り
領
治
す
る
越
後

国
に
通
じ

る
主
要
路

に
当
り
、
さ
ら
に
近
く
の
日
野
か
ら
鉄
が
産
出

　お
　

し
て
い
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

他
に
例

の
な
い
城
下
を
包
む
外
濠
が
あ
る
。
現
在

「
関
東
管
領
平

井
城
趾
保
存
会
」
の
手
に
よ
り

「平
井
城
金
山
城
鳥
鰍
図
」
が
描
か

れ
、
そ

の
解
説
に
顕
定

の
と
き
城
下
に
は
町
家
が
並
び
市
が
立
ち
、

諸
国
よ
り
人
の
往
来
も
は
げ
し
く
、
人

口
は
五
万
と
も
八
万
と
も
い

わ
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
外
濠
の
存
在
と
か
ま
た
三
之
丸

の
所
を
今
浦
宿

・
殿
小
路
と
よ
ん
で
い
る
の
と
関
係
す
る
の
か
も
知

れ
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
を
裏
ず
け
る
史
料
が
な
い
。

も
て

き

茂
木

(下
野
)

常
陸
国
守
護
八
田

(小
田
)
知
家
の
三
男
知
基
が
芳
賀
郡
茂
木
保

五
ケ
郷
を
譲
与
さ
れ
、
保
名
を
苗
字
と
し
て
支
配
を
始
め
た
。
南
北

朝
時
代
に
は
領
域
が
倍
加
し
、
上
杉
禅
秀
の
乱
、
永
享
の
乱
、
結
城

合
戦
を
乗
り
こ
え
国
人
領
主
と
し
て
成
長
し

て
い
る
。
文
明

一
四
年

(
一
四
八
二
)
に
は
統

一
的
な
貫
高
基
準
を
と
り
、
非
血
縁
の
地
侍

　ふ
　む

五
六
名
を
家
臣
化
し
た

現
在
茂
木
に
は
、
城
山

・
館

・
上
郭
内

・
下
郭
内
の
他
に
横
町

・

縦
町
通
、
さ
ら
に
大
町

・
仲
町

・
上
町

・
拮
梗
町
な
ど
の
地
名
が
み

ら
れ
る
。
茂
木
氏
は
戦
国
時
代

に
は
佐
竹
氏
に
服
し
、
文
禄

四
年

(
一
五
九
五
)
に
常
陸
国
小
川
城
に
移

っ
た
。
し
た
が

っ
て
右
の
諸

町
は
戦
国
時
代
の
も
の
か
と
思
う
が
、
地
侍

の
家
臣
化
を
み
る
と
、

か
れ
ら
の
城
地

へ
の
集
住
と
城
下
町
化
が
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。

た
だ
し
こ
れ
以
上
は
分
ら
な
い
。

田
島

(陸
奥
)

藤
原
秀
郷

の
子
孫
で
小
山

一
族
の
長
沼
氏
が
鎌
倉
期
な
い
し
南
北

朝
期
に
入
部
し
た
。
現
在
の
福
島
県
会
津
郡
田
島
町
の
東
方
に
あ
る

北
下
原
が
そ
の
地
で
、
こ
こ
に
応
永
期

(
=
二
九
四
ー

一
四
二
八
)

に
築
城
し
た
。
そ
の
後
長
禄

二

二
二
年

(
一
四
五
八

・
五
九
)
頃
に

し
ぎ
や
ま

鴫
山
城
に
移
り
、
こ
こ
が
寛
永
四
年

(
一
六

二
七
)
ま
で
城
地
と
な

ふ
る
ま
ち

こ
ま

る
。
北
下
原
は
現
在
伊
南
町
古
町
と
い
い
、

ま
た
詰

の
城
と
し
て
駒

き寄
城
が
あ
り
、
西
館
が
三
〇
間
四
方
、
東
館

が
三
六
間
四
方
の
規
模
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が
あ
り
、

土
塁
と
堀
が
遺

っ
い
て
る
。
さ
ら
に
横
町

・
北
小
路
町

・

　　

殿
町
な
ど

の
地
名
も
あ
る
。

と
す
れ
ば
こ
こ
か
ら
移

っ
た
鴫
山
城
下
で
は

一
層
充
実
し
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
が
、
文
書

・
記
録

・
図
面
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

昭
和
五

一
年

(
一
九
七
六
)
か
ら
実
測
と
発
掘
を
し
、
お
そ
ら
く
戦

国
期
以
降

の
改
修
に
な
る
土
塁

・
本
丸

・
二
之
丸
の
礎
石
、
石
積
調

　ヨ

査
を
行
な

っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
の
城
下
に
つ
い
て
も
分
ら
な
い
。

酒
田

(出
羽
)

『
義
経
記
』
七
に
坂
田
の
渡
と
あ
り
、
鎌
倉
初
期
に
は
海
上
交
通

の
機
能
を

も

っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
「酒
田
市
史
年
表
」

に
よ
る
と
、
文
治
五
年

(
=

八
九
)
奥
州
藤
原
氏

の
遺
臣
三
六
騎

が
秀
衡
の
妹
徳
の
前
に
従

い
、
来
往
し
た
と
み
え
る
。

つ
い
で
延
元

元
年

(
=
三
二
六
)
に
最
上
川
の
交
通
運
輸
が
開
か
れ
て
い
る
。
文

明
期

(
一
四
六
九
ー

八
七
)
に
武
藤
氏
が
最
上
川
南
に
東
禅
寺
城
を

築
き
、
川
上
の
庶
族
砂
越
氏
と
対
立
し
て
い
る
。
明
応
元
年

(
一
四

九
二
)
七
月
に
向
酒
田
千
余
軒
、
当
酒
田
百
五
十
軒
と
あ
り
、
大
永

元
年

(
一
五
二

一
)
八
月
に
三
六
人
衆
が
向
酒
田
か
ら
移
転
し
て
本

町
に
町
づ
く
り
を
始
め
、
浄
土
宗
関
係

の
寺
院
も
多
く
建
立
さ
れ
た
。

室
町
後
期

に
は
都
に
も
聞
え
た
港
と
な

っ
て
お
り
、

こ
れ
か
ら
み
て

室
町
中
期

の
都
市
化
も
予
想

で
き
る
が
確
実
な
史
料
が
な
い
。

宮
腰

(加
賀
)

北
加
賀
の
代
表
的
な
港
で
あ
る
。
守
護
所

野
市
ま
た
白
山
宮
と
の

重
要
な
流
通
路
に
あ
た
る
要
衝
で
あ
る
。
十
四
世
紀
に
は
大
野
荘
の

年
貢

・
公
事
物
の
保
管

・
積
出
し
が
主
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
商
船

往
来
が
み
え
る
。
犀
川
河
口
左
岸

で
発
見
さ
れ
た
普
正
寺
遺
跡
の
発

掘
に
よ
り
、
加
賀
国
に
類
例
の
少
い
大
規
模
な
五
輪
塔
や
板
碑
な
ど

が
出
土
し
、
日
本
海
沿
岸
と
畿
内
を
結
ぶ
隔

地
間
取
引
の
仲
継
港
で

あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

三
国
湊

(越
前
)
・
放
生
津

(越
中
)

と
並
ぶ
港
で
、
十
五
世
紀
に
は
紺
掻
の
他
に
酒

・
檜
物

・
鍛
冶
の
生

産
も
予
想
さ
れ
、
明
応

四
年

(四
五
九
)
に
は
塩
町
が
形
成
さ
れ
て

い
る
。
商
人

・
高
利
貸

の
活
動
も
考
え
ら
れ
、

一
向
宗
寺
院
も
進
出

　　
　

す
る
。
決
め
手

の
文
献
が
な
い
の
で
断
定
で
き
な
い
が
、
都
市
の
可

能
性
は
あ

っ
た
ろ
う
。

志
雄

(能
登
)

羽
咋
郡
志
雄
保

に
は
弘
安
期

(
一
二
七
八
-

八
八
)
に
地
頭
得
江

お
う

ち

が
い
た
。
こ
の
地
は
、
志
雄
を
含
む
邑
知
平
野
と
日
本
海
岸
の
氷
見

浦
と
を
結
ぶ
流
通
路
に
あ
た
る
氷
見

へ
向
う
路
の
志
雄
越
を
塩
坂
と

も
い
っ
て
い
た
の
で
、
塩
商
人
が
往
来
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
平
野
の

し

お

中
心
に
あ
る
子
浦
と
隣
り
あ
う
萩
市
に
は
市
が
あ

っ
た
。
正
長
元
年

(
一
四
二
八
)
に
は
得
江
氏
に
代

っ
て
飯
尾
氏
が
地
頭
と
し
て
み
え
、
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　き

そ
の
在
所
は
志
雄
町
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
大
永
六
年

(
一
五
二

六
)
の
年
貢
米
銭
納
帳

に
は
志
雄
西
町
代
官
取
沙
汰
、
同
東
町
代
官

沙
汰
と
あ
り
、
こ
こ
は
東
町
と
西
町
で
構
成
さ
れ
、
番
匠

・
鍛
冶

・

　
ヨ

紺
屋
な
ど
が
み
え
て
い
る
。
た
だ
時
代
は
十
六
世
紀
で
あ
る
。

中
条

(越
後
)

現
在
の
北
蒲
原
郡
に
あ
る
。
鎌
倉
中
期
の
景
観
を
示
す
と
み
ら
れ

る
有
名
な
奥
山
庄
絵
図
に
七
日
市
が
み
え
る
。
市
場
は
地
頭
三
浦
和

田
の
惣
領
茂
連
の
屋
敷
に
近
接
し
て
い
る
。
茂
連
譲
状
案
に
よ
る
と
、

　　
　

永
仁
二
年

(
一
二
九
四
)
六
月
に

「
七
日
市
之
南
町
屋
」
と
み
え
る
。

絵
図
で
は
七
戸
が
数
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
相
当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

市
の
町
屋
と
い
う
の
は
市
場
が
次
第
に
恒
常
的
な
町
場
化
し

つ
つ
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
南
町
屋
と
あ
る
か
ら
北
町
屋
も
考
え

ら
れ
、
そ
う
な
る
と
二
つ
の
町
と
な
る
。
た
だ
市

の
規
模
に
も
よ
る

が
、
他
地
域
の
例
か
ら
推
し
て
こ
の
市
は
さ
ほ
ど
大
き
い
と
も
思
わ

れ
な
い
。

そ
し
て
そ
の
中
の
町
屋
で
あ
る
か
ら
数
は
さ
ら
に
少
な
い

筈
で
あ
る
。
な
お
こ
の
近
く
に
駒
籠
之
酒
町
も
あ
る
が
、

こ
の
町
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
よ
く
分
ら
な
い
。
市
と
町
が
あ
る
以
上
都
市
と

み
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
規
模
か
ら
み
て
そ
う
と
も
い
え
な
い
。

府
中

(
因
幡
)

昭
和
四
七
年

(
一
九
七
二
)
か
ら
五
年
間
に
わ
た
り
現
岩
見
郡
国

府
の
町
屋

・
中
郷

・
庁

・
法
花
寺

・
安
田
の
部
分
発
掘
が
行
わ
れ
た
。

お
お
ご
ん

そ
の
結
果
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
中
郷
の
大
権

じ寺
で
は
下
級
役
人
の
住
宅
と
み
ら
れ
る
も
の
、
国
司
ク
ラ
ス
の
邸
宅

が
あ
り
、

い
ず
れ
も
鎌
倉
時
代
に
建
設
さ
れ

て
い
る
。
掘
立
柱
跡
十

一
を
含
む
柵

・
井
戸

・
溝

・
暗
渠

・
柱
穴
な
ど
が
検
出
さ
れ
る
。
そ

の
他
奈
良
末
な
い
し
平
安
初
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
か
る
建
物
遺
構

は
じ
め
暗
渠

・
石
敷
道
路
が
あ
り
、
白
磁

・
青
磁

・
陶
器

・
木
簡

・

漆
器
の
他
に
鉢

・
羽
釜

・
金
具
な
ど
が
出
土
し
た
。
法
華
経
と
経
筒

も
出
土
し
、
刀
鍛
冶

・
土
器
作
り
な
ど
も
考

え
ら
れ
、
ま
た
か

っ
て

の
国
府
域
を
囲
ん
で
い
た
城
砦
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
の

一
つ
で
町

こ
し
き

　れ
　

屋
に
あ
る
甑
山
城
が
鎌
倉
時
代
の
守
護
所

で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。

こ
の
地
域
に
は
鎌
倉
時
代
に
正
殿
を
含
ん
だ
国
庁
が
所
在
し
て
お

り
、
南
北
朝
時
代
に
は
伊
田
氏
が
守
護
代
的

地
位
に
あ

っ
た
。
そ
し

て
守
護
所

・
官
衙

・
居
館
を
中
心
に
、
大
道
に
よ
り
町

・
津

・
寺
社

・

城
塞
が
結
ば
れ
、
八
町
四
方
を
こ
え
た
地
域

に
都
市
的
景
観
が
展
開

　ヨ

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
文
献
史
料
が
な
く
、
そ
れ
ら
を
裏

付
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
守
護
所
は
暦
応

三
年

(
=
二
四
〇
)
な

い
し
文
和
期

(
=
二
五
ニ
ー

五
五
)
に
二
上
山
に
移

っ
た
。
そ
の
後

こ
こ
が
ど
う
な

っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

東
郷

(伯
書
)
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う

え

し

貞
治

五
年

(
=
二
六
六
)
に
南
条
貞
宗
が
現
在
の
東
郷
町
羽
衣
石

に
築
城
し

た
。
城

の
屋
根
は
板
か
草
葺

で
瓦
は
出
土
し
て
い
な
い
。

　
お
　

居
館
は

そ
の
北
麓
松
ケ
崎

に
お
か
れ
た
が
時
代
と
共
に
移
転
し
た
。

羽
衣
石
城

の
東
西
北
二
百
米
な
い
し

一
、
五
粁
の
範
囲
内
に
番
城

・

屋
敷

・
市

・
鍛
冶
屋

・
鋳
物
師

・
紅

・
木
挽

・
金
尿
の
地
名
が
み
ら

れ
る
。

そ
の
他
鳥
羽
屋
敷

・
豊
嶋
屋
敷

・
景
宗
寺

・
観
音
前
さ
ら
に

新
市

・
西
市
も
遺

っ
て
い
る
。
寛
延
期

(
一
七
四
八
-

五

一
)
頃
の

著

『
伯
書
民
談
記
』
に
は
、
侍
小
路

・
社
寺

・
町
屋
が
記
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
城
麓
を
北
に
流
れ
る
羽
衣
石
川
に
沿

っ
た
両
側
に
は
広
い

平
地
が
み
ら
れ
ず
、
城
下
が
存
在
し
た
と
し
て
も
川
に
平
行
す
る
道

路
に
面
し

て
つ
く
ら
れ
る
に
止
ま

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず

れ
に
し

て
も
右
の
地
名
の
時
代
を
特
定
で
き
な
い
。
南
条
氏
は
関
ケ

原
戦
に
敗
れ
て
亡
ぶ
ま
で
二
五
〇
年
間
存
在
し
て
お
り
、
現
在
模
造

城
が
築
か
れ
て
い
る
。

益
田

(石
見
)

み

か

も
と

源
平
戦

で
源
氏
を
支
持
し
、
押
領
使
に
任
命
さ
れ
た
る
御
神
本
国

兼
は
、
建
久
三
年

(
=

九
二
)
益
田
に
移
り
、
益
田
姓
を
名
の
り

上
久

々
茂

に
土
居
を

つ
く

っ
た
。

つ
い
で
大
谷
に
移

っ
た
が
、
応
安

元
年

(
=
二
六
八
)
の
焼
亡
に
よ
り
三
宅
御
土
居
を
館
地
と
し
た
。

そ
し
て
鎌

倉
時
代
に
築
城
さ
れ
た
ら
し
い
詰
城

の
七
尾
城
と
結
ぶ
道

路
を
開
き
、
こ
れ
と
直
角
に
交
差
す
る
妙
義
寺

へ
の
参
詣
路
と
を
軸

　
　
　

に
城
下
プ
ラ
ソ
の
基
礎
を

つ
く
っ
た
。

益
田
氏
は
十
三
世
紀
に
石
見
国
惣
田
数
の
三
分
之

一
を
も
ち
、
南

北
朝
期
に
は
実
質
的
に
守
護
で
あ

っ
た
。
室
町
時
代
は
大
内
氏
に
属

　お
　

し
た
が
、
石
州
の
有
力
国
人
と
し
て
権
勢
を
振

っ
た
。
出
雲
国
美
保

関
、
石
見
国
江
津

・
浜
田

・
長
浜
と
並
び
朝
鮮
と
の
貿
易
は
活
発
で

　
お
　

あ

っ
た
。
御
土
居
の
西
に
位
置
す
る
今
市
港

は
山
陰
屈
指
の
港
津
と

　を

さ
れ
る
。
寺
社
数
も
多
く
、
文
人
僧
侶
の
来
訪
が
あ
り
、
万
福
寺
本

堂
と
か
医
光
寺
東
門
は
有
形
文
化
財
で
、
夫

≧
に
雪
舟
作
の
庭
園
が

あ
る
。
益
田
は
単
に
辺
境
の
城
下
町
で
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
城
下

形
成
は
南
北
朝
初
期
か
ら
序
ミ
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

た
だ
そ
の
経
緯
を
具
体
的
に
お
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

室
津

(播
磨
)

奈
良

・
平
安
時
代
に
五
泊
の
随

一
と
さ
れ
、
鎌
倉
初
期
に
賀
茂
別

雷
社
が
御
厨
を
設
け
て
い
る
。
法
然
が
こ
の
地
の
遊
女
に
説
法
し
、

文
治
期

(
一
一
八
五
-
九
〇
)
に
は
室
長
者
も
み
え
る
。
正
応
二
年

(
一
二
八
九
)
九
月
、
西
大
寺
叡
尊
の
弟
子
性
海
が
魚
住
泊
修
築
の

た
め
に
室
泊
以
下
三
ケ
所
の
う
ち

一
所
で
十
年
を
限
り
入
港
船
か
ら

　　

積
荷

一
石
別

に

一
升
の
津
料
を
徴
収
し
て
い
る
。
往
来
す
る
船
が
多

か

っ
た
の
で
あ
る
。
『
庭
訓
往
来
』
に
は
室

兵
庫
船
頭
と
あ
り
、
兵
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庫
と
並

ぶ
港
津

で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

応
永
十

一
年

(
一
四
〇
四
)
に

「
を
き
な
う
船
」
が
入
港
し
て
い

る
。
こ
れ

は
沖
縄
の
船
か
と
さ
れ
る
。
文
安
二
年

(
一
四
四
五
)

一

月
八
日
か
ら
翌
年

一
月
七
日
に
至
る
間
、
こ
こ
の
船
八
二
艘
が
兵
庫

北
関
に
入
港
し
て
い
る
。
重
要
な
港

の
所
在
の
た
め
に
室
山
城
が
築

か
れ
、
源

平
戦
ま
た
南
北
朝
期
に
も
戦
斗
が
交
わ
さ
れ
、
応
仁
大
乱

　
む
　

の
さ
い
に
は
大
内
政
弘
が
五
百
艘
を
ひ
き
い
入
港
し
た
。
戦
国
期
以

降
に
な
る
と
石
山
戦
に
馳
せ
参
ず
る
讃
岐
門
徒
の
上
陸
地
と
な
り
、

豊
臣
秀
吉

の
時
に
は
政
庁
に
往
来
す
る
人
〉・
が
頻
繁
に
往
来
し
て
い

る
。
か
か
る
盛
況
は
中
世
に
お
い
て
も
同
じ
で
繁
栄
し
た
港
で
あ

っ

た
と
み

て
よ
い
。
た
だ
都
市
と
す
べ
き
市
あ
る
い
は
町
が
な
い
。

院
庄

(美
作
)

山
陽

と
山
陰
を
結
ぶ
分
岐
点
に
位
置
し
、
南
方
に
は
物
資
輸
送
に

便
の
あ
る
吉
井
川
が
流
れ

て
い
る
。
国
衙
に
近
い
こ
と
も
あ
り
、
鎌

倉
時
代

の
守
護
所
々
在
地
と
考
え
ら
れ
、
東
西
二
五
〇
南
北
三
〇
〇

米
以
上

の
館
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。
発
掘
調
査
に
よ
り
井
戸

・
柱
穴

群
、
土
塁
遺
構
も
明
ら
か
に
な
り
、
須
恵
器
、
墨
書
を
含
む
陶
磁
器

・

土
鍋

・
鉄
鐡

・
木
器
な
ど
平
安
末
期
か
ら
室
町
期
に
わ
た
る
出
土
遺

物
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
全
域
に
み
ら
れ
る
黒
色
土
層
は
、
鎌
倉
時

　タ

代
か
そ
れ
を
大
き
く
下
ら
な
い
時
代
の
生
活
面
を
み
せ
て
い
る
。
こ

の
西
方
隣
接
地
に
は
安
国
寺
が
建
立
さ
れ
た
。
御
館

・
堀

・
御
館
堀

・

　む
　

大
門
な
ど
の
字
名
を
遺
し
て
い
る
。

た
だ

一
九
七
四
年
に
報
告
書
が
出
さ
れ
て
か
ら
、

一
九
八
九
年
三

月
に
至
る
間
の
研
究

・
調
査
は
な
い
。
南
北
朝
期
の
守
護
所
の
場
所

は
不
確
で
、
市
と
か
町
と
み
ら
れ
る
所
は
な

い
。

金
川

(備
前
)

み

つ

承
久
の
変
後
に
地
頭
松
田
が
武
蔵
国
神
奈
川
か
ら
御
津
郡
の
こ
の

地
に
入
り
、
同
じ
名
を

つ
け
た
の
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
。
文
明
十
二

年

(
一
四
八
〇
)
に
備
前
国
西
方
の
四
郡
を
支
配
す
る
守
護
代
松
田

元
成
が
入
部
し
て
金
川
城
を
築
い
た
。
ま
た
備
前
国
四
大
寺
の

一
つ

で
あ
る
日
蓮
宗
妙
国
寺
を
造
営
し
て
備
前
日
蓮
宗
の
拠
点
と
し
た
。

た
だ
同
寺
は
城
内
に
建
立
さ
れ
、
閉
鎖
的
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

う

か
い

の
地
で
宇
廿
刀
が
作
ら
れ
て
い
る
。
文
化
財
保
護
委
員
長
の
内
田
誠

也
氏
は
、
武
士
の
集
住
を
示
す
根
古
屋
が
あ

り
、

二
百
ほ
ど
の
戸
数

が
あ

っ
た
の
で
な
い
か
と
さ
れ
る
。

一
説
で
元
成
は
城
下
居
住
者
に

　ぬ
　

永
代
地
子
免
と
し
て
商
工
業
者
を
集
め
た
と
も
す
る
。
妙
国
寺
の
閉

鎖
性
、
ま
た
永
代
地
子
免
が

一
説

で
あ
る
こ
と
か
ら
都
市
と
断
定
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

か
ん
な
べ

神
辺

(備
後
)

文
化
六
年

(
一
八
〇
九
)
刊
の

『福
山
志
料
』
な
ど
の
記
録
に
よ
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る
と
、
建
武
二
年

(
=
三
二
五
)
に
守
護
浅
山
条
就
が
深
安
郡
紅
葉

山
に
城

を
築
城
し
た
と
さ
れ
る
。

こ
こ
の
山
麓
を
山
陽
道
が
通

っ
て

い
る
。

そ
の
後
守
護
は
多
く
交
代
し
、
城
地
も
移

っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
応

永
八
年

(
一
四
〇

一
)
に
山
名
時
煕
が
守
護
と
な

っ
て
か
ら

山
名
氏

に
固
定
し
、
嘉
吉
三
年

(
一
四
四
三
)
に
守
護
代
犬
橋
満
泰

が
再
築

し
神
辺
城
と
し
た
。
そ
の
後
こ
こ
は
備
後
国
支
配
の
城
地
と

　タ

し
て
近
世
初
期
に
至
る
の
で
あ
る
。
城
麓
に
は
古
屋
は
じ
め
土
居

・

堀

・
垣
内

・
家
後

(警
固
)
屋
の
地
名
伝
承
が
あ
り
、
東
か
ら
西

へ

七
日
市

・
三
日
市
、
南

へ
折
れ
て
十
日
市
ま
た
古
市
の
地
名
が
遺

っ

　　
　

て
い
る
。

城
周
辺
に
二
四
ヶ
所

の
山
城
の
伝
承
が
あ
り
、

い
ず
れ
も
山
名
被

官
の
居
城
地
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
神
辺
城
下

へ
の
武

士

の
集
住
が
充
分

で
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
市
名
は
城
下
を

予
想
さ

せ
る
が
、

い
つ
の
時
代
の
も
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
最
近
二

〇
年
間
余
り
は
中
世
に
関
す
る
調
査
研
究
は
さ
れ
て
い
な
い
。

み

る

三
入

(安
芸
)

安
佐
郡
熊
野
社
領
三
入
荘
に
は
承
久
の
変
後
に
熊
谷
直
時
が
地
頭

と
し
て
入
部
し
た
。
大
林
の
伊
勢
ケ
坪
に
築
城
し
た
が
、
そ
こ
に
は

友
近
屋
敷

・
岸
添
屋
敷

・
水
落
屋
敷

・
山
田
屋
敷
な
ど
の
伝
承
が
あ

る
。
文
永
元
年

(
一
二
六
四
)
の
舎
弟
祐
直
の
相
論
に
関
す
る
関
東

　
お
　

下
知
状
の
中
に

「
山
口
原
町
屋
在
家
参
宇
事
」
が
あ
る
。

こ
こ
に
は

都
市
の
可
能
性
が
あ
る
が
、

こ
の
町
屋
が
ど
こ
か
で
あ
る
。
第

一
に

考
え
ら
れ
る
の
は
伊
勢
ケ
坪
城
に
近

い
町
場
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

場
所
は
分
ら
な
い
。
第

二
に
三
入
荘
の
倉
敷
が
佐
東
川
口
に
設
け
ら

れ
て
い
る
筈
だ
か
ら
、
そ
の
辺
り
で
あ
る
。

第
三
に
伊
勢
ケ
坪
城
の

西
南
二
な
い
し
三
粁
に
上
町
屋

・
下
町
屋

の
地
名
が
あ
り
、
こ
の
可

能
性
も
あ
る
。
夫
々
の
小
字
名
を
調
べ
る
と
、
前
者
に
は
大
地

・
河

原

・
町
屋

・
胡
子

・
落
迫

・
新
迫

・
五
郎
丸

・
土
生
田

・
又
河
内

・

寺
原

・
森
下

・
突
田

・
甲
屋

・
下
小
野

・
上
小
野

・
定
信

・
樫
原
が

あ
り
、
後
者

に
は
岡
田

・
生
田

・
難
波

・
山
根
田

・
遠
道

・
馬
場

・

紙
屋

・
下
久
保

・
峠
河
内

・
清
泉

・
土
居

・
才
本

・
横
川
が
あ
る
。

下
町
屋
か
ら
二
粁
南
に
高
松
山
が
あ
り
、

こ
こ
は
熊
谷
氏
が
戦
国
初

　
あ
　

期
に
移

っ
た
城
地
と
さ
れ
る
。
す
る
と
上
町
屋

・
下
町
屋
は
そ
の
城

下
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
三
つ
の
可
能
性
を
あ
げ
た
が
、

こ
れ
以
上
を
明
ら
め
る
史
料

が
な
い
。

小
倉
山
城

(安
芸
)

南
北
朝
中
末
期
、
吉
川
経
見
は
山
県
郡
大
朝
間
所
の
駿
河
丸
か
ら

新
庄
の
小
倉
山
に
本
拠
を
移
し
た
。
こ
こ
は
標
高
四
六
〇
米
、
比
高

八
〇
米
の
小
丘
で
あ
る
。
本
丸
は
三
角
形

で
あ
り
、
少
い
兵
力
で
防
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禦
を
効
果
的
に
す
る
造
作
と
い
わ
れ
る
。
南
方
に
新
庄
盆
地
を
東
西

に
流
れ

る
可
愛
川
が
あ
り
、
北
方
に
は
山
麓
を
迂
回
し
て
松
花
院
川

が
流
れ

る
要
害
地
で
あ
る
。
寺
院
趾
が
多
く
、
地
名
と
し
て
は
上
松

花
院

・
下
松
花
院

・
天
徳
院

・
浄
喜
庵

・
松
花
院

・
他
宗
寺
が
あ
り
、

寺
趾
と

し
て
西
禅
寺

・
正
観
院

・
実
相
寺

・
極
楽
寺

・
浄
慶
庵

・
頓

教
寺

・
吉
城
寺

・
明
泉
坊
が
あ
る
。
氏
神

の
龍
山
八
幡
神
社
は
小
倉

山
の
西
麓
に
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正
和
二
年

(
=
三

三
)
経

高
が
駿
河
国
か
ら
勧
請
し
た
も
の
で
、
本
殿
は
室
町
末
期
に
創
建
さ

れ
重
文
指
定
を
う
け
て
い
る
。

土
地

の
史
家
久
枝
秀
夫
氏
は
西
禅
寺
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
わ

れ
る
。
門
前
の
直
線
道
か
ら
そ
の
南
方
六
〇
米
で
小
倉
山
登
山
道
が

東
進
し
、
さ
ら
に
そ
の
南
方
四
〇
米
で
西
に
向

っ
て
横
道
が
分
岐
す

る
。

こ
の
よ
う
な
東
西

・
南
北
の
主
要
幹
線
は
、
小
倉
山
城
と
と
も

に
西
禅
寺
の
建
立
に
あ
わ
せ
た
計
画
的
町
割
の
中

で
設
定
さ
れ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
と
。
な
お
こ
の
地
に
所
在
す
る
新
庄
市
の
初
見
は

永
禄
五
年

(
一
五
六
二
)
三
月
の
熊
谷
信
直
書
状
に
み
え
る
。

吉
川
氏
は
天
文
十
九
年

(
一
五
五
〇
)
に
火
ノ
山
城
に
移
る
ま
で

や
く

一
七
〇
年
間
居
住
し
て
い
た
。
都
市
化
の
動
き
は
分
る
が
、
時

代
が
は

っ
き
り
し
な
い
。

廿
日
市

(安
芸
)

承
久
の
変
後
周
防
前
司
の
藤
原
親
実
が
厳
島
神
主
職
を
え
、
厳
島

の
北
方
対
岸
の
こ
の
地
に
桜
尾
城
を
築
き
、

天
文
期

(
一
五
三
二
ー

五
五
)
ま
で
子
孫
が
居
し
た
。
こ
こ
に
社
領

の
年
貢
物
が
集
積
さ
れ
、

問
丸
の
存
在
も
考
え
ら
れ
る
。
応
安
四
年

(
=
二
七

一
)
今
川
了
俊

の

「
道
ゆ
き
ぶ
り
」
に
記
さ
れ
る
佐
西
の
浦

は
こ
の
地
と
さ
れ
る
。

市
は
享
徳
三
年

(
=
二
五
四
)
に
み
え
、
鋳
物
師
も
活
動
し
て
い
る
。

廿
日
市
山
田
氏
は
承
久
年
中

(
一
二

一
九
-

二
二
)
鎌
倉
か
ら
来
て

厳
島
神
社
修
営

の
鉄
具
を
作
り
、
鋳

工
も
存
在
し
た
。
文
明
六
年

(
一
四
七
四
)
頃
に
は
酒
屋
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
以
後
戦
国
期
に

　ゼ

か
け
塩
之
座
町

・
東
町

・
後
少
路

・
洲
賀
町
な
ど
も
あ
る
。

以
上
の
事
実
か
ら
み
て
都
市
を
形
成
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、

時
代
を
限
定

で
き
な
い
。
ま
た
桜
尾
城
趾
は
現
在
桂
公
園
内
に
保
存

さ
れ
て
い
る
が
、
周
辺
は
宅
地
化
さ
れ
て
往
時
の
姿
を
う
か
が
わ
せ

る
も
の
は
な
く
、
充
分
な
調
査
も
さ
れ
て
い
な
い
。

松
葉

(伊
予
)

鎌
倉
中
期
に
西
園
寺
氏
は
宇
和
郡
宇
和
荘

を
家
領
と
し
た
中
先
代

の
乱
で
公
宗
が
処
刑
さ
れ
、
同
荘
は
没
収
さ
れ
た
が
後
に
返
還
さ
れ

た
。
末
期
に
お
い
て
宇
和
荘
は
三
〇

一
町
余
あ
り
、
伊
予
国
諸
荘
園

の
中
で
最
大
規
模
を
持

っ
て
い
る
。
南
北
朝
期
に
公
良
が
荘
内
松
葉

村

へ
入
部
し
た
。
室
町
期
に
は
現
在
の
東
宇
和
島
郡
宇
和
島
市
、
北

一42一



　
ま

宇
和
郡
域
に
わ
た
る
広
大
な
荘
園
に
な

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

松
葉
村
に
定
住
し
た
西
園
寺
氏
は
岩
瀬
城
を
築
い
て
本
城
と
し
、

後

に
松
葉
城
と
改
名
し
て
い
る
。
城
下
に
は
オ
ド
イ

・
馬
場

・
ナ
カ

さ
ん

げ

イ
チ

(
七
日
市
)
の
地
名
が
あ
り
、
後
世
に
山
下
町
と
さ
れ
た
。
た

だ
旗
下
十
五
将
は
連
合
軍
で
西
園
寺
氏
は
従
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

　ま

ず
、
お
そ
ら
く
山
下
に
も
か
れ
ら
の
集
住
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
か

し
瀬
戸
内
海
を
囲
む
讃
岐

・
豊
後
国
な
ど
の
海
辺
部
に
家
領
を
も
ち
、

仁
治
三
年

(
一
二
四
二
)
に
は
公
経
が
沙
汰
し
た
唐
船
が
帰
朝
し
て

　ヨ

銭
貨
十

万
貫
と
珍
宝
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

天
文
年
間

(
一
五
三
ニ
ー
五
五
)
に
そ
こ
か
ら
五
百
米
離
れ
て
い

る
黒
瀬
城

に
移

っ
た
が
、
そ
こ
へ
は
城
下
も
と
も
に
移
り
、
松
葉
町

　ヨ

と
い
わ
れ
た
。
か
つ
て
の
城
下
の
住
民
た
ち
の
集
住
し
た
所
が
松
葉

町
と

い
わ
れ
た
こ
と
は
、
言
い
か
え
れ
ば
以
前
の
松
葉
城
時
代
に
少

な
く
と
も

一
つ
の
町
を
つ
く
る
商
工
人
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
に
な

　ヨ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

坊
津

(薩
摩
)

薩
摩
国
の
西
南
端
に
位
置
す
る
港
で
あ
る
。
五
八
三
年
に
百
済
の

日
羅
が
坊
に
龍
厳
寺
を
建
立
し
、
上
の
坊

・
中
の
坊

・
下
の
坊
が
成

っ

た
。
そ

こ
は
長
承
二
年

(
一
=
二
三
)
根
来
寺
別
院
と
な
り
、

一
乗

　お
　

院

の
勅
号
を
給
わ

っ
て
い
る
。

鎌
倉
時
代
か
ら
は
島
津
氏
の
権
力
を
背
景

に
貿
易
の
根
拠
地
と
し

て
発
展
し
た
。
こ
と
に
文
明
期

(
一
四
六
九
-
八
七
)
以
後
は
遣
明

船
が
こ
の
地
を
経
た
の
で

一
層
繁
栄
し
た
。
寺
社
が
多
く
、

一
乗
院

末
寺
は
薩
摩

・
大
隅
国
で
四
七
あ
り
、
そ
の
中
坊
津
に
十
八
が
数
え

ら
れ
る
。
道
元

・
雪
舟

・
玄
樹
ら
の
来
訪
も
語
ら
れ
て
い
る
。
明
代

の

『
武
備
志
』
に

「
国
有
三
津
皆
商
舶
所
聚

通
海
之
江
也
、
西
海
道

有
坊
津

・
花
旭
塔
津

・
洞
津
三
津
、
惟
坊
津
為
総
路
客
船
往
返
必
由
」

と
あ
り
、
博
多

(筑
前
)
・
安
濃
津

(伊
勢

)
と
並
び
日
本
三
津

の

一
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
琉
球

へ
の
渡
航
も
始
ま

っ
た
。

坊
津
町
歴
史
館
に
は
遣
唐
船
の
模
型
と
復
元
船
の
寸
法
が
述
べ
ら

れ
、
全
長
二
〇
米
、
最
大
幅
七

・
八
米
、
地
上
か
ら
の
帆
高
十
三

・

三
米
、
全
木
造
と
あ
る
。
た
だ
坊
津
は
寄
港
地
に
と
ど
ま

っ
た
の
で

大
港
で
な
か

っ
た
と
さ
れ
る
。
水
中
考
古
学
発
掘
の
先
例
と
し
て
賑

わ
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
が
成
果
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
文
献
史
料
が

ほ
と
ん
ど
な
い
。
な
や
中
世
で
い
う
坊
は
固
有
地
名
と
い
う
よ
り
は
、

そ
こ
を
含
み
泊

・
久
志

・
秋
目
の
諸
浦
を
包
含
す
る
南
北
十
粁
に
及

ぶ
地
域
名
と
み
た
方
が
妥
当
ら
し
い
。
鑑
真

は
秋
目
に
上
陸
し
た
と

い
わ
れ
る
。
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お

わ

り

に

以
上
、

都
市
と
し
て
不
確
な
事
例
三
〇
を
あ
げ
た
。
不
確
な
理
由

は
士
農

・
商
農
未
分
離
に
よ
る
あ
い
ま
い
な
場
合
も
あ
る
が
、
史
料

不
足
に
よ
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
中
に
は
都
市
化

へ
の

動
き
を
推

測
で
き
る
所
も
あ

っ
た
。
し
か
し
あ
え
て
外
し
た
。
感
覚

的
判
断

を
避
け
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
中
世

に
お

い
て
不
確
で
あ

っ
て
も
都
市
に
な
る
動
き
を
す
す
め
て
い
る
所

が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
と
思
う
。

〔
注
〕

(
1
)

水
藤
真

「
村
や
町
を
囲
う

こ
と
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

告
』
第
十
九
集

(
2
)

続
伸

一
郎

「
中
世
都
市
堺
」

の
成
立
と
展
開
、

一
九
六
二

・
六

・
六

鎌
倉
市
中
央
公
民
館
分
館

「
中
世
都
市
の
成
立
と
展
開
」

シ
ソ
ポ

で
の

報
告

(
3
)

仁
木
宏

「
清
須
ー
織
豊
期

の
城

と
都
市
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
撚

(
4
)

こ
の
呼
称
が
妥
当

か
ど
う
か
は
検
討

の
余
地
が
あ
る
。

た
と
え
ば
初

期

と
す
る
と
未
熟

・
未
完
成
と
な
る
。

し
か
し
そ

の
時
代

に
お

い
て
は

完
成

し
た
も

の
で
あ

っ
た
と

い
え
な
い
こ
と
は
な

い
。
だ

が
こ
こ
で
は

一
応

こ
れ
を
用

い
る
こ
に
す
る
。

(
5
)

私
は

『
日
本
中
世
都
市

の
研
究
』

七
五
頁

に
お
い
て
、
府
中
は
国
府

よ
り
小
規
模
と
し
た
が
、
最
近
は
逆
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。

(
6
)

谷
重
豊
季

「
備
後
国
府
跡

に

つ
い
て
」

社
会
教
室
論
集
』

5

『
島
根
大
学
法
文
学
部
地
域

(
7
)

同
論
文

(
8
)

拙
著

『
中
世
城
下
町

の
研
究
』

二

一
六
頁

(
9
)

『
経
覚
私
要
紗
』
享
徳

二
年

一
月

二
一二
日
、
寛

正
二
年
三
月
十

三
日

(
10
)

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
七
年
十

二
月
十

日

(
11
)

『
師
郷
記
』
永
享

五
年
十

一
月

二
七
日

(
12
)

同

永
享
十

二
年

五
月
十

二
日

(
13
)

『
氏
経
郷
引
付
』
寛
正
四
年
三
月

(
14
)

『
常
滑
市
誌
文
化
財
編
』

六
八
七
頁

(
15
)

『
焼
津
市
誌
』

=
二
七
頁

(
16
)

『
梅
花
無
尽
蔵
』
第

二

(
17
)

な
か
ざ
わ
し
ん
き
ち

「
石
禾
御
厨
と
武
田
信
光
館
」
『
武
田
氏
研
究
』

3
、
磯
貝
正
義

「
武
田
氏
と
甲
府
」
『
甲
府
市
誌
研
究
』
5
、
『
石
和
町

誌
』
第

一
巻
五
三
四
頁

(
18
)

『
東
京
市
史

稿
市
街
編
』
第

二
、
『
同
皇

城
編
』
第

一
、
杉
山
博

「
後
北
条
時
代

の
江
戸
」
『
歴
史
評
論
』
m

(
19
)

『
品
川
区
史
通
史
編
』
上
巻
三
三
五
頁
、
綿
貫
友
子

「
武
蔵
国
品
川

湊
船
帳

を
め
ぐ

っ
て
」
『
史
艸
』

30
、
江
上
文
恵

「
神
奈
川
湊

と
品
川

湊
」
『
江
戸
湾
の
歴
史
』

(
20
)

『
大
和
村
史
』
上
巻

一
〇

三
頁

(
21
)

都
竹
清
隆

「
中
世
江
馬
氏

の
下
館
跡

に
つ
い
て
」
『
飛
騨
史
学
』

3

(
22
)

湯
本
軍

一

「
辺
境
地
領
主
制
の

一
特
質
」
『
信
濃
』
26
i

9
、
赤
沢

計
真

「
北
信
濃

に
お
け
る
国
人
領
主

の
形
成
」
『
月
刊
歴
史
』
26

(
23
)

山
崎

『群
馬
県
古
城
塁
趾
の
研
究
』
下
巻

八
六
頁
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34333231302928272625
(
24
)

永
原
慶

二

「
東

国
に
お
け

る
国
人
領
主

の
存
在
形
態
」
『
日
本
中
世

社
会
構
造

の
研
究
』
、
新
川
武
紀

「
下
野
国
茂
木
庄
と
茂
木
氏

の
領
主

制

に
つ
い
て
」
広
島
史
学
研
究
会
編

『
記
念
論
叢

日
本
編
』
、
松
本

一

夫

「
南
北
朝
、
室
町
前
期

に
お
け
る
茂
木
氏

の
動
向
」
『
日
本
歴
史
』

五

二
二

『
田
島
町
史
』
第

一
巻

二
二
二
頁

『
鴫
山
城
跡
発
掘
調
査
概
報
』

浅
香
年
木

「
十
四
世
紀

の
加
賀
国
大
野
荘

と
そ
の
周
辺
」
『
普
正
寺
』

「気
多
神
社
文
書
」
正
長
元
年
六
月

『
調
加
能
古
文
書
』

『
石
川
県
志
雄
町
史
』

一
〇

一
頁

『
中
条
町
史
』
資
料
編
第

一
巻

『
因
幡
国
府
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

皿

『
国
府
町
誌
』

二
六

一
頁

『
東
郷
町
誌
』

一
九

八
頁

井

上
寛

司

「現

在
に
生
き
る
戦

国
城

下
町
」
『
山
陰
中
央
新

報
』

一

九
九

一
・
十

一
・
二
〇

(
35
)

広

田
八
穂

『
中
世
益

田
氏

の
遺
跡
』

二
〇

二
頁

(
36
)

内
藤
篤
輔

「中
世
外
国
史
料
に
見
え
る
出
雲
と
石
見
」
『
郷
土
石
見
』

1
、
坂
根
兵
部
之
輔

「
中
世
周
布
氏

の
長

刀
工
」
同
10

(
37
)

市
村
高
男

「
中
世
領
主

.
益
田
氏

の
ま
ち
づ
く
り
」
『
朋
文
化
財
』

螂

(
認
)

戸
田
芳
美

「播
磨
国
福
泊
と
安
東
蓮
聖
」
『
兵
庫
県

の
歴
史
』
13

(
39
)

『
相
生
市
史
』
第

二
巻

二
六
七
頁

(
40
)

『
史
跡
院
庄
館
跡
発
掘
調
査
報
告
』

一
九
七
四
年
三
月

(
41
)

『
津
山
市
史
』
第

二
巻
十
八
頁

(
42
)

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
岡
山
県
』

一
五
七
六
頁

(
43
)

猪
原
薫

一

「
神

辺
城
と
そ

の
城
主
」
『
備
後
史
談
』

二
ー

7

・
9

・

10

・
12
、
三
1

2

・
3

(
44
)

『
神
辺
の
歴
史
と
文
化
』

6
、
立
石
定
夫

『
神
辺
城
と
藤
井
皓
玄
』

(
45
)

『
熊
谷
家
文
書
』
文
永
元
年
五
月

二
七
日

(
46
)

『
可
部
町
史
』

一
四

一
頁

(
47
)

松
岡
久
人

「
厳
島
門
前
町

の
形
成
」
魚
澄
惣

五
郎
編

『
瀬
戸
内
海
地

域

の
社
会
史
的
研
究
』
、
『
廿

日
市
通
史
』
通
史
編
上
四

二

一
頁

(
48
)

石
野
弥
栄

「
西
園
寺
氏

の
伊
予
下
向
土
着

の
前
提

に
つ
い
て
」
『
伊

予
史
談
』
餅
、
須

田
武
男

『
中
世

に
お
け
る
伊
予
の
領
主
』
十

四
頁

(
49
)

『
宇
和
町
誌
』

八
八
頁

(
50
)

石
野
前
掲
論
文

(
51
)

『
愛
媛
県
史
』

古
代

n

・
中
世

六
二
三
頁

(
52
)

近
藤
孝
純

「
中
世

に
お
け
る
松
葉
町
に
つ
い
て
」
『
伊
予
史
談
』
㎜

・

㎜
合
併
号

(
53
)

『
坊
津
町
郷
土
誌
』

上
巻
五
〇

一
頁
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