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《修
士
論
文
要
旨
》

十
六
世
紀
中
期
に
お
け
る
備
後
の
在
地
領
主
と
大
名
勢
力
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て

ー
山
内
首
藤
氏
を
主
題
と
し
て
ー

*

竹

岡

健

次

元
来
、
戦
国
時
代
を
取
り
上
げ
た
論
文
や
論
考
は
多
数
存
在
し
て
い
る
。
そ
の

中
で
も
、
西
日
本
を
代
表
す
る
戦
国
大
名
で
あ
る
毛
利
氏
は
、
戦
国
大
名
の
中
で

も
特
異
な
例
と
し
て
注
目
さ
れ
て
お
り

、
多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
ほ
と
ん
ど
が
毛
利
氏
に
そ
の
主
眼
を
置

い
た
も
の
で
あ
り
、

在
地
領
主
側
に
主
眼
を
置
い
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
さ
ら
に
は
、
多
層
的
で

　
　

　

あ
る
、
と
い
わ
れ
る
毛
利
氏
の
領
国
に
内
包
さ
れ
て
い
た
在
地
領
主
を
取
り
上
げ

た
論
文
は
少
数
で
あ
り
、
研
究
の
余
地
が
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
在
地
領
主
に
主
眼
を
置

い
て
研
究
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の

中
で
も
代
表
的
な
勢
力
で
あ
る
山
内
首
藤
氏
を
題
材
と
し
て
、
毛
利
氏
が
拡
大
し

て
い
く
中
で
そ
こ
に
内
包
さ
れ
て
い
っ
た
在
地
領
主
の
動
向
に
つ
い
て
、
そ
の
内

面
と
外
面
の
双
方
か
ら
検
討
す
る
こ
と

に
し
た
。
そ
し
て
、
毛
利
氏
に
従
属
し
て

い
っ
た
在
地
領
主
に
つ
い
て
、
山
内
氏
を
題
材
と
し
て
研
究
を
行
う
こ
と
で
、
毛

利
氏
と
そ
の
他
の
在
地
領
主
と
の
差
異
を
明
確
化
し
、
毛
利
氏
に
よ
る
領
国
形
成

と
そ
れ
に
内
包
さ
れ
た
在
地
領
主
と

の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
見
て
い
る
。
ま
た
、
「
自
力
論
」
を
用

い
る
こ
と
で
、
山
内
氏

に
代
表
さ
れ
る

毛
利
氏
旗
下
の
独
立
軍
団
、
旧
来
の
在
地
勢
力
が
い
か
な
る
動
き
に
よ

っ
て
毛
利

家
臣
団
、
最
終
的
に
は
長
州
藩

へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
き
た

い
。

そ
の
う
え
で
、
山
内
氏
は
尼
子
氏
に
よ
る
攻
撃
の
後
、
そ
の
惣
領

(山
内
家
当

主
)
の
権
限
を
復
活
す
べ
く
外
圧
を
利
用
し
て
内
部
組
織
を
建
て
直
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
流
れ
を
も

っ
て
毛
利
氏

の
旗
下
に
入
り
、
織
豊

・
幕
藩
体
制
の
内
部

へ

取
り
込
ま
れ
た
、
と
い
う
仮
説
を
た
て
、
そ
れ
を
内
外
双
方
と
地
理
的
要
因
と

い

う
三
面
か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
い
き
た
い
。

年
代
と
し
て
は
、
『山
内
首
藤
家
文
書
』
に
お
い
て
備
後
守
護

・
山
名
氏
に
代

わ
り
尼
子
氏
に
関
す
る
文
書
が
発
現
す
る
天
文
元
年

(
一
五
三
二
年
)
を
上
限
と

し
、
毛
利
氏
に
知
行
目
録
を
提
出
し
て
完
全
な
主
従
関
係
に
は
い
っ
た
と

い
え
る

天
性
十
四
年

(
一
五
八
六
年
)
を
下
限
と
す
る
。

序
章

山
内
氏
と
そ
の
本
拠
地

・
地
毘
庄

　
　
　

山
内
氏
は
、
地
毘
庄
を
承
久
の
乱
に
よ

っ
て
獲
得
し
た
。
そ
し
て
、
南
北
朝
以

後
、
西
国
へ
と
下
向
し
た
山
内
氏
は
、
地
毘
庄
を
本
拠
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
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所
領
を
分
割
し
て
統
治
す
る
方
式
を
と

っ
た
。
そ
し
て
、
庶
家
を
処

々
に
配
置
す

る
と
と
も
に
、
の
ち
の

「家
中
」
組
織

の
基
本
と
な
る

一
族

一
揆
を
も

っ
て
、

一

　ヨ
　

元
的
な
支
配
を
も
く
ろ
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
荘
園
領
主
と
の
争
論
も
あ

っ
た
が
、

そ
れ
を
解
決
し
た
上
で
、
守
護
で
あ
る
山
名
氏
と
関
係
を
持
ち
、
備
後
を
代
表
す

る
在
地
領
主
と
し
て
そ
の
実
力
を
蓄
え

て
い
っ
た
。
ま
た
、
山
名
氏
の
衰
退
後
は

大
内
氏
と
関
係
を
持
ち
、
大
内
方
の
備
後
に
お
け
る
有
力
な
勢
力
と
し
て
活
躍
し

て
い
る
。

一
方
、
そ
の
本
拠
と
な
る
地
毘
庄
は
、
山
岳
を
中
心
と
し
た
庄
園
で
あ
り
、

一

元
的
な
統
治
が
難
し

い
入
り
組
ん
だ
地
形
を
持

っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
庶
家
配

置
に
よ
る

一
族

一
揆
を
も

っ
て
、
そ
の
統
治
を
お
こ
な

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

第

章

遷 山
内
氏
と
そ
の

「家
中
」
の
天
文
期
以
後
に
お
け
る
変

山
内
氏
は
、
当
初
は
そ
れ
以
前
の
体
制
を
維
持
し
、
大
内
方
と
し
て
機
能
し
て

い
る
。
し
か
し
、
尼
子
氏
の
攻
撃
に
よ

っ
て
そ
の
内
部
構
造
は
壊
滅
的
に
な
り
、

　
　
　

当
主
交
代
も
迫
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
山
内
氏
は
自
力
を
大
き
く
そ
が
れ
、

そ
れ
ま
で
維
持
し
て
い
た
勢
力
の
自
力
保
持
が
難
し
く
な
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
山
内
氏
は
早
期

の
体
制
復
興
を
は
か

っ
た
。
そ
し
て
、
自
力
で
は

不
可
能
な
部
分
に
つ
い
て
、
大
内
氏
や
尼
子
氏
、
そ
し
て
毛
利
氏
の
力
を
借
り
る

形
で
、
内
部
構
造
の
再
建
と
惣
領

・
隆

通
の
権
威
復
活
を
、
山
内
氏
中
枢
部
は
図

る
こ
と
に
な

っ
た
。

最
初
、
中
枢
部
は
そ
の
力
量
が
弱
く
、
強
力
な
統
治
能
力
を
持
ち
え
な
か

っ
た

が
、
大
勢
力
の
力
を
借
り
る
こ
と
で
勢
力
を
復
権
し
、
同
時
に
毛
利
氏
が
も

っ
て

い
た
調
停
権
を
も
利
用
し
て
そ
の
勢
力
確
保
を
は
か

っ
た
。'

山
内
氏
は
、
こ
う
し

て
自
己
の
内
部
組
織
を
再
建
で
き
た
が
、
一
方

で
そ
の
自
力

の
回
復
に
は
至
ら
ず
、

外
部
保
証
の
元
で
の
惣
領
権
威
復
活
に
と
ど
ま

っ
た
。
そ
し
て
、
内
部
に
お
け
る

締
め
付
け
も
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
く
、
毛
利
氏

へ
の
依
存
度
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
本

来
の
形
態
は
壊
れ
て
い
っ
た
。

第
二
章

天
文
期
以
後
の
山
内
氏
と
大
内

・
尼
子

・
毛
利
氏
と
の

関
係
に
つ
い
て

山
内
氏
は
、
初
期
に
お

い
て
大
内
氏
と
関
係
を
持
ち
、
備
後
を
代
表
す
る
勢
力

と
し
て
の
地
位
を
持

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
尼
子
氏
に
よ
る
攻
撃
に
よ

っ
て
そ
れ

　　
　

ま
で
の
体
制
が
大
き
く
崩
壊
し
、
尼
子
方

へ
引
き
込
ま
れ
る
と
と
も
に
、
備
後
に

対
す
る
影
響
力
が
強
い
側

へ
と
何
度
も
移
行
を
繰
り
返
す
、
自
力
の
弱
い
勢
力

へ

　　
　

と
転
落
し
た
。

そ
の
中
で
、
大
内
方
と
し
て
尼
子
の
圧
力
を
排
す
る
と
と
も
に
、
独
自
の
人
脈

を
作
り

つ
つ
あ

っ
た
毛
利
氏
と
の
関
係
が
起
き
た
。
も
と
も
と
細
い
な
が
ら
山
内

氏
と
関
係
が
あ

っ
た
毛
利
氏
は
、
山
内
氏
に
対
し
て
条
件
付
き
で
の
関
係
構
築
を

　　
　

提
示
し
、
山
内
氏
は
周
辺
と
の
調
停
を
含
め
た
条
件
を
提
出
す
る
こ
と
で
毛
利
氏

に
接
近
し
た
。
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毛
利
氏
に
接
近
し
、
そ
の
関
係
が
強
化
さ
れ
た
と
は
い
え
、
初
期
段
階
で
は
毛

利
氏
と
ほ
ぼ
同
列
関
係
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
山
内
氏
は
そ
の
内
部
に
不
安
定
性

を
抱
え
て
お
り
、
毛
利
氏
の
保
証
な
し

で
は
そ
の
勢
力
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
山
内
氏
は
毛
利
氏
と
の
関
係
に
お
い
て
徐
々
に
従
属
的

　　
　

な
も
の
に
な

っ
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た

。

そ
し
て
、
毛
利
氏
に
そ
の
関
係
強
化
と
山
内
氏
の
勢
力
保
持
を
同
時
に
求
め
る

こ
と
で
、
山
内
氏
は
毛
利
氏
旗
下
の
独

立
軍
団
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し
、
同
時

に
毛
利
氏
と
し
て
も
足
利
将
軍
と
の
対

応
を
さ
せ
る
ほ
ど
の
重
要
な
地
位
を
占
め

　
　
　

る
勢
力
と
な

っ
た
。

た
だ
、
毛
利
氏
に
と

っ
て
山
内
氏
は
近
距
離
に
あ
る
た
め
脅
威
と
な
り
う
る
存

在
で
あ
り
、
毛
利
氏
を
脅
か
し
か
ね
な

い
存
在
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
毛
利
氏

内
部
を
構
成
し
、

一
族
と
し
て
毛
利
氏
を
支
え

て
い
た
吉
川
氏
が
山
内
氏
と
接
近

し
、
そ
の
重
臣
で
あ
る
熊
谷
氏
と
姻
戚

関
係
を
結
ぶ
と
と
も
に
、
次
期
当
主
同
士

　り
　

が
義
兄
弟
関
係
を
構
築
し
て
山
内
氏
勢
力
の
毛
利
氏
か
ら
の
離
脱
を
防
ぐ
方
策
を

と

っ
た
。

山
内
氏
と
し
て
は
、
毛
利
氏
と
の
関
係
の
強
化
に
よ

っ
て
さ
ら
に
強
い
後
ろ
楯

を
得
る
こ
と
に
な
り
、
勢
力
維
持
と
拡
大

に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

双
方
の
意
図
は
異
な
る
が
、
結
局
の
と

こ
ろ
毛
利
氏
に
よ
る
山
内
氏
従
属
化
が
進

行
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
山
内
氏
は
庶
家

で
あ
る
多
賀
山
氏
と
と
も
に

一
軍
団
を
形
成
し
、
毛
利
氏
方

の
強
力
な
戦
力
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
毛
利
氏
と

し
て
は
そ
の
離
反
が
直
接
本
拠

の
危
機

に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
完
全
に
従
属
化

さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
。
そ
し
て
、
毛
利
氏
が
豊
臣
政
権

へ
組
み
込
ま
れ
た
の

ち
、
豊
臣
氏
に
よ
る
引
き
抜
き
を
恐
れ
た
毛
利
氏
に
よ

っ
て
、
山
内
氏
は
人
質
と

　
け
　

知
行
目
録

の
提
出
を
求
め
ら
れ
、
こ
れ
を
も

っ
て
完
全
に
従
属
化
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
山
内
氏
と
し
て
は
、
現
状
を
維
持
す
る
だ
け
で
よ
い
と
し
て
い
た
が
、
毛

利
氏
は
体
制
を
よ
り
中
央
集
権
型
に
移
行
し
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
に
山
内
氏
を
始
め

と
す
る
毛
利
領
内

の
在
地
領
主
を
組
み
込
む
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
よ
り
強
固
な
体

制
を
構
築
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
、
と
言
え
る
。
山
内
氏
に
と

っ
て
も
、
こ

れ
に
よ
っ
て
毛
利
氏
の
強
固
な
保
証
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
山
内
氏
自
体
の
内
部

構
造
は
消
失
し
た
も
の
の
、
知
行
目
録
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
山
内
氏
と
し
て
生

き
残
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
三
章

山
内
氏
と
地
毘
庄
、

　の
　

て

そ
の
周
辺
の
地
理
的
要
因
に
つ
い

山
内
氏
が
本
拠
と
し
て
い
た
地
毘
庄
は
、
中
国
山
地
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か

ら
山
岳
が
主
た
る
面
積
を
占
め
て
お
り
、
川
沿

い
に
あ
る
平
野
と
小
盆
地
程
度
し

か
平
野
が
存
在
し
な
い
。
さ
ら
に
、
中
央
部
に

一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
山
地
が

聾
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
惣
領
家
の
所
領
で
あ
る
南
部
と
多
賀
山
氏
の
所
領
で
あ

る
北
部
と
は
大
き
く
分
断
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
北
部
は
出
雲
と
南
北
交
通
で

直
結
し
て
い
る
の
に
対
し
、
南
部
は
安
芸
や
備
中
と
の
東
西
交
通
や
備
後
南
部
と

の
交
通
が
発
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
か
ら
、
山
内
氏
が
尼
子
氏
の
圧
力
を

直
接
受
け
た
こ
と
も
、
ま
た
大
内
氏
や
毛
利
氏
と
関
係
を
持

つ
こ
と
が
で
き
た
の

も
、
そ
の
双
方
の
地
理
的
要
因
が
傍
証
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
。
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第
四
章

ま
と
め
と
結
論

以
上
か
ら
、
山
内
氏
は
、
尼
子
氏
の
攻
撃
に
よ

っ
て
失
わ
れ
た
自
力
に
よ
る
所

領
統
治
と
内
部
組
織
を
回
復
す

べ
く
、
大
内

・
尼
子
双
方

の
間
を
行
き
来
し
た
上

で
、
最
終
的
に
毛
利
氏

へ
と
従
属
す
る
道
を
選
ん
だ
。
山
内
氏
と
し
て
は
、
毛
利

氏
に
よ
る
従
属
化
の
道
筋
に
導
か
れ
た
、
と
い
え
る
状
況
で
あ
り
、
山
内
氏
が
自

力
で
の
勢
力
回
復
が
不
可
能

で
あ

っ
た
状
況
が
、
最
終
的
な
毛
利
氏
と
の
関
係
構

築
と
従
属
に
つ
な
が

っ
た
、
と

い
え
る
。

注
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書

』

(
8
)

『山
内
首
藤
家
文
書
』

(
9
)

『
山
内

首
藤
家
文

書
』

二
五
四
。

(10
)
『
山
内
首
藤
家
文
書
』

二
〇
七
、

二
〇
九

、
二

四
、
『
毛
利
家
文
書
』

二

二

一
六

。

二

二

一
一、

二

二
三

。

二

三

五

、

二
四

八

、

二

四

六

、

二

四

七

。

二

四

九

、

二

五

〇

、

二

五

一
、

二
五

二
、

(11
)
『
山
内
首
藤
家
文
書
』

二
八
七

、
二
八
八
、

二
九

〇
、

二
九

一
、

二
九

二
、

二
九
四
。

(12
)
本
章
は

『
広
島
県
中
世
城
館

調
査
報
告
書

第

四
集
』

(広
島
県
教
育
委

員
会

、

一
九

九

六
年

)
と
、
そ
れ

に
所
収
さ
れ
た
地
形
図

に
よ
る
。
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