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奈
良

の
近
世
の
夜
明
け
は
、
永
禄
年
間
(一五
伍
厭
○
)で
あ

っ
た
。
戦
国
動
乱
の
な
か
で
寺
社
王
国
の
伝

統

が

保

た

多
聞
城
の
造
営

れ
、
郷
民

の
成
長
に
よ

っ
て
商
工
業
が
発
達
し
て
い
た
奈
良
は
、
こ
の
こ
ろ
に
な

っ
て
新
し
い
封
建
的
な
武
士
の

権
力
を
迎
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
松
永
久
秀
に
よ
る
多
聞
城
の
造
営
は
、
ま
さ
に
こ
れ
を
象
徴
す
る
事
件
で
あ

っ
た
。

戦
国
時
代
と
い

っ
て
も
天
文
の
初
年

(藝
δ
代
)
ご

ろ
の
奈
良
は
比
較
的
静
穏
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
ろ
は
、
な
お
全
国
的
に

は
戦

乱

が

つ
づ
き
、
室
町
幕
府

の
権
力
も
全
く
衰
え
て
典
型
的
な
下
剋
上
の
風
潮
が
支
配
し
て
い
た
。
河
内
で
は
畠
山
氏

の
家
臣
木
沢
長
政
が

勢
力
を
も
ち
、

信
貴
山
城
を
か
た
め
て
大
和

へ
進
出
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、

天
文
十

一
年

(
一五
四二)
に
長
政
が
細
川
晴
元
ら
の
討
伐

に
あ

っ
て
河
内
で
敗
死
し
た
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
木
沢
勢
の
圧
迫

の
も
と
に
あ

っ
た
筒
井
順
昭
ら
の
大
和
の
国
衆
が
勢
い
を
も
り
か
え

し
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
や
が
て
晴
元
の
家
臣
三
好
長
慶
が
急

に
勢
力
を
の
ば
し
、
三
好
氏

の
家
臣
の
松
永
久
秀
も
ま
た
活
動
を
は

じ
め
た
た
め
に
、
大
和
は
争
乱
の
な
か
に
ま
き
こ
ま
れ
、
大
和
武
士
も
奈
良

の
諸
郷
も
、
と
も
に
大
き
な
試
練
に
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な

っ
た
。
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松
永
久
秀
は
、

ま
ず
大
和
を
自
己
の
勢
力
下
に
収
め
よ
う
と
し
て
信
貴
山
城
に
拠

っ
て
い
た
が
、

永
禄

二
年

(蓋
五九)
に
な

っ
て
三

好
長
慶
が
河
内
を
抑
え
よ
う
と
し
た
の
を
機
会
に
、
久
秀
も
活
発
な
行
動
を
開
始
し
た
。
す
な
わ
ち
久
秀
は
、
信
貴
山
城
を
根
拠
地
と

し
て
大
和
に
侵
入
し
、
勢
い
に
乗
じ
て
村

々
や
寺
社
を
焼
き
払
い
つ
っ
筒
井
軍
を
う
ち
破
り
、

っ
い
に
奈
良
を
占
領
し
た
。
当
時
の
記

録
に
も

「
三
好
殿
之
内
松
永
弾
正
少
弼
入
国
ア
リ
テ
、
諸
堂
諸
社
ヲ
焼
失
、
不
レ知
レ数
事
也
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
簡
単

に
奈
良
が
占
領
さ
れ
た
の
は
、

大
和
武
士
団
の
代
表
格
で
あ

っ
た
筒
井
順
昭
が
天
文
二
十
年

(一五五
一)
に
す
で
に
没
し
て
い
た
の
で
、

自
然
戦
力
が
衰
え
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
久
秀
は
、
た
ち
ま
ち
大
和
北
部
の
中
枢
部
を
そ
の
手
中
に
収
め
た
の
で
あ

る
。
彼
は
す
で
に
主
人
の
長
慶
の
も
と
で
、
京
都
お
よ
び
堺

の
代
官
と
な

っ
て
い
た
か
ら
、
こ
こ
に
奈
良
を
も
手
に
入
れ
て
、
当
時
の

い
わ
ゆ
る
三
都

の
富
力
を

一
手
に
掌
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

翌
永
禄
111
1-
C
蓋
六〇
)
、

久
秀
は
い
よ
い
よ
聖
武
天
皇
陵

の
東
に
あ
た
る
眉
間
寺
山
に
城
を
築
き
は
じ
め
た
。
、久
秀
が
こ
の
地
に
拠

ろ
う
と
し
た
の
は
、
こ
こ
が
東
大
寺
大
仏
殿
と
相
対
し
、
大
和

の
守
護
と
し
て
威
力
を
誇

っ
た
興
福
寺
を
脚
下
に
見
下
ろ
し
、
さ
ら
に

は
る
か
に
大
和
の
盆
地
を

一
望
で
き
る
地
で
あ
り
、
ま
た
佐
保
川
を
前
に
し
て
守
る
に
堅
い
場
所
で
も
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の

と
き
眉
間
寺
の
寺
地
は
接
収
さ
れ
て
、
寺
は
聖
武
天
皇
陵

の
西
に
移
り
、
光
明
皇
后
の
陵
の

一
部
も
ま
た
城
地
と
な

っ
た
。
そ
し
て
そ

の
ふ
も
と
に
侍
屋
敷
を
つ
く
る
な
ど
城
下
町
の
経
営
に
着
手
し
た
。
こ
の
城
は
信
貴
山
多
聞
天
に
ち
な
ん
で
多
聞
城
と
名
付
け
た
と
い

う
。
あ
る
い
は
奈
良
の
北
方
に
あ
た
る
と
こ
ろ
か
ら
も
こ
の
名
は
ふ
さ
わ
し
か

っ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
に
久
秀
は
、
信
貴
山
と
多
聞
山

と
を
根
城
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
京
都
と
奈
良
と
堺
の
三
都
を
つ
な
ぐ
交
通
路
を
確
保
し
た
こ
と
に
な
り
、
奈
良
は
城
下
町

へ
姿
を

変
え
る
か
に
み
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
久
秀

の
築
い
た
多
聞
城
は
、

四
層
の
櫓
が
そ
び
え
る
壮
観
を
極
め
た
も
の
で
あ

っ
た
。

永
禄
入
年

(袤
ハ五)
に
奈
良
を
訪
れ
た

キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
ル
イ
ス

・
デ

・
ア
ル
メ
イ
ダ
の
報
告
に
よ
る
と
、
か
れ
は
こ
の
城
の
窓
格
子
や
白
壁
や
瓦
に
感
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多 聞 城 跡 を 望 む(昭 稲 孵 ごろ)

中央の小高い丘の上に築かれていた

心
し
て
、

「此
別
荘
地
に
入
り
て
街
路
を
歩
行
す
れ
ば
、
其

の
清
潔

に
し
て
白
き
こ
と
恰
も
当
日
落
成
せ
し
も
の
の
如
く
、
天
国
に
入
り

た
る
の
感
あ
り
、
外
よ
り
此
城
を
見
れ
ば
、
甚
だ
心
地
好
く
、
世
界

の
大
部
分
に
此
の
如
ぎ
美
麗
な
る
物
あ
り
と
思

は
れ
ず
」
と
述
べ
、

さ
ら
に
居
館
内
に
つ
い
て
は
、
そ
の
杉
板
や
壁
画
や
庭
園
な
ど
に
驚

き
、

「
人
の
造
り
た
る
物
と
思
は
れ
ず
」
と
か
、

「
世
界
中
此
城
の

如
く
善
且
美
な
る
も
の
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
と
考

ふ
」
な
ど
と
言
葉
を

尽
く
し
て
絶
賛
し
て
い
る
(険
邸
驫
駘
触
)。
こ
の
報
告
は
、

ル
イ
ス

・
フ

ロ
イ
ス
が

『
日
本
史
」
に
採
録
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
世
間
で
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

い
わ
ば
外
国
人
の
賛

辞
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
豪
華
目

を
奪
う
も
の
で
あ

っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
よ
う
で
、
京
都
か
ら
下
向

し
た
神
道
家
の
吉
田

兼
右
も

「
華
麗
目
を
驚
か
し
了
ん
ぬ
」
と
い

っ
て
い
る
。
柱
や
壁

・

戸

・
襖
な
ど
に
は
優
れ
た
障
壁
画
が
描
か
れ
、
茶
道
具
な
ど
の
調
度

品
が
集
蔵
さ
れ
、
数
寄
屋
建
築
も
付
属
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
町
人

ら
を
招
い
て
茶
会
な
ど
を
し
ば
し
ば
催
し
た
こ
と
も
記

録

に
み

え

る
。
の
ち
の
記
録
で
は
あ
る
が
、
本
城
の
大
き

さ
は
百

間

四

方

で

「
大
手

ハ
東

ニ
ア
リ
、
善
鐘
寺
ロ
ト
イ
フ
」
と
あ
り
、
ま
た
別
の
説
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に
本
城
の
周
囲
は
四
六
〇
間
で
そ
の
高
さ
は

一
五
間
と
記
し
て
い
る
(
「雑
聞
雑
記

橋
本
家
文
書
」
)。

近
世
初
期
に
造
営
さ
れ
た
城
郭
に
多
聞
櫓
が
築
か
れ
る
が
、
そ
の
名
が
こ
の
城
に
起
因
す
る
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み

て
も
、
こ
れ
が
城
郭
の
模
範
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
察
し
ら
れ
る
。
多
聞
城
は
独
立
丘
上
に
立
地
し
た
山
城
の
堅
固
さ
と
平
城
の
発
展

性
と
を
兼
ね
備
え
た
も
の
と
し
て
、
近
世
城
郭

の
先
駆
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

久
秀
の
奈
良
支
配
は
、
そ
の
資
力
を
蓄
え
る
た
め
に
奈
良
と
の
共
存
共
栄
を
は
か
ろ
う
と
し
た
か
ら

で
あ

ろ

う

か
、
そ
の
政
策

は
比
較
的
お
だ
や
か
で
も
あ
り
、
ま
た
不
徹
底
で
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
寺
社
の
領
主
権
は
没

収
せ
ず
、
そ
の
徴
税
権
も
認
め
て
い
た
し
、
奈
良

の
警
察
権
を
も

っ
て
い
た
興
福
寺
衆
中
の
代
表
者
で
あ
る
中
坊

氏
も
追
放
さ
れ
る
こ

と
は
な
か

っ
た
。
な
お
中
坊
氏
は
筒
井
氏

の
代
官
と
し
て
興
福
寺
衆
中
を
率
い
て
奈
良
で
力
を
持
ち
、
ま
た
堺

の
豪
商
で
茶
人
と
し
て

も
有
名
な
武
野
紹
鴎
や
今
井
宗
久
と
縁
続
き
で
あ
り
、
本
願
寺
門
徒
と
も
な

っ
て
い
た
者
で
あ
る
。
久
秀
と
中
坊
氏
と

の
関
係
に
は
、

こ
う
し
た
事
情
も
作
用
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
久
秀
の
多
聞
山
築
城
に
当
た

っ
て
高
坊

(離
概
荊
.)
か
ら
中
将
姫
供
養
塔
を
徴
発
し

た
が
、

連
歌
師
が
こ
れ
を
愛
惜
す
る
句
を
詠
ん
だ

の
で
返
却
し
た
と
い
う
話
が
伝
え
ら
れ
、

ま
た
永
禄
五
年

(
一五
六二)
に

一
揆
が
起
こ

っ
て
奈
良
と
国
中
と
の
徳
政
を
要
求
し
た
の
に
対
し
、
即
答
を
さ
け
て
春
日
社
の
神
籤

に
よ

っ
て
決
定
す
る
と
き

め
た
こ
と
な
ど
も
、

久
秀

の
奈
良
に
対
す
る
心
遣

い
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

一
方
で
軍
費
な
ど

の
徴
発
は
行
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
奈
良

の
郷
民
た
ち
は
、
徴
税
に
応
じ
献
金
な
ど
を
し
て
表
だ

っ
て
の
抵
抗
は
し
な
か

っ
た
も
の
の
、
久
秀

へ
の
協
力

は
ほ
ど
ほ
ど
に
と
ど
ま

っ
て
不
離
不
即
の
関
係
に
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
奈
良
の
郷
民
が
筒
井
氏
ら
大
和
武
士
団
と
の
な
、じ
み

が

深
く
、
外
来
権
力
に
は
簡
単
に
心
服
し
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
多
聞
城
内
で
の
豪
商
鉢
屋
紹
佐
の
頓
死
が
、
軍
資
金
調
達
の
命

を
拒
否
し
た
か
ら
だ
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
奈
良
郷
民
の
こ
う
し
た
心
情
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
む

し
ろ
郷
民
は
と
き
に

興
福
寺
側

の
不
法
を
松
永
氏
に
訴
え
る
な
ど
し
て
、
こ
の
古
く
か
ら
の
寺
社
領
主
と
新
し
い
武
家
権
力
の
問
に
あ

っ
て
、
自
ら
の
郷
を

松

永

久

秀

の

奈

良

支

配
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守
り
、
災
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
に
努
力
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
時
代
に
奈
良
惣
中
と
い
う
名
称
が
は
じ
め
て
み
え
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
郷
民
の
自
治
活
動
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

は
、
久
秀
の
奈
良
進
出
に
よ

っ
て
寺
社
領
主
権
が
後
退
し
た
気
運
の
も
と
に
お
い
て
可
能
で
あ

っ
た
わ
け
で
、
郷
民
が
よ
う
や
く
自
立

す
る
町
民

へ
成
長
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
奈
良
に
対
す
る
久
秀

の
果
た
し
た
役
割

の
一
面
を
示

す
も
の
で
あ
る
が
、
他
面
奈
良

の
城
下
町
化
が
順
調
に
進
ま
な
か

っ
た
こ
と
と
相
表
裏
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
大
和

一
国

の
支
配
に

つ
い
て
は
、
高
山
氏
を
宇
陀
郡
沢
城
に
配
置
し
、
筒
井
氏
の
筒
井
城
を
み
と
め
た
ほ
か
は
、
別
に
家
臣
を
要
地
に
配
置
す
る
こ
と
も
な

く
、
大
和
北
部
山
中
の
柳
生
氏
や
西
北
地
域
の
鷹
山

・
和
田
氏
ら
少
数
の
地
侍
を
従
え
た
程
度

で
、
そ
の
支
配
権

力
を
広
く
浸
透
さ
せ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ま
た
や
が
て
松
永
氏
の
没
落
に
つ
な
が

っ
た
と
も
い
え
る
。

多
聞
城
築
城
の
の
ち
、
松
永
久
秀
の
勢
力
は
ま
す
ま
す
強
く
な

っ
て
、
そ
の
主
家
の
三
好
長
慶
を
し
の
ぐ
も

の
が

大
仏
殿
の
炎
上

あ
り
、
近
隣
に
そ
の
威
力
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
そ
し
て
永
禄
七
年

(一五六四)
に
長
慶
が
病
死
す

る
と
、
そ
の
翌
年
、

し

ゆ
う

こ
う

久
秀
は
長
慶

の
養
子
義
継
と
と
も
に
将
軍
足
利
義
輝
を
暗
殺
し
、
さ
ら
に
そ
の
末
弟
鹿
苑
院
門
主
周
嵩
を
も
殺
し
、
次
弟

の
一
乗
院
覚

慶
を
幽
閉
し
た
。
久
秀
は
新
将
軍
と
し
て
義
輝
の
従
弟
で
阿
波
に
流
さ
れ
て
い
た
義
栄
を
た
て
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
久
秀
が
こ

の
よ
う
に
権
勢
を
強
め
て
く
る
に
つ
れ
て
、
も
と
も
と
同
志
で
あ

っ
た
三
好
三
人
衆

(三
好
長
逸
.
三
好
政
康

.
石
成
友
通
)
と
対
立
し
は

じ
め
、

つ
い
に
永
禄
九
年

(蓋
六六)
に
は
河
内
で
戦
闘
が
開
か
れ
て
、
三
好
勢
は
久
秀
の
軍
を
破

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
三
好

・
松
永
の
戦

い
の
あ
い
だ
、
大
和
武
士
は
多
く
久
秀
の
圧
力
の
ま
え
に
屈
し
て
い
た
。
筒
井
氏
は
、
順
昭

の
没
後
そ
の
弟

順
政
が
堺
に
亡
命
し
て
永
禄
七
年

(一奕
七)
に
か
の
地
に
没
し
、
順
昭
の
子
藤
勝
丸
は
東
山
中
福
住
に
逃
れ
さ
ら
に
秋
山
氏
に
た
よ
り
、

ま
た
河
内
に
ひ
そ
ん
で
い
た
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
こ
で
筒
井
氏
ら
は
、
こ
の
久
秀
敗
軍
の
機
を
と
ら
え
、
三
好
三
人
衆
に
呼
応
し
て
立

ち
あ
が

っ
た
。
ま
た
奈
良
か
ら
近
江
に
逃
れ
た
覚
慶
は
、
還
俗
し
て
足
利
義
秋
と
称
し
、
さ
ら
に
同
九
年
に
は
越
前

の
朝
倉
氏
を
た
よ

5



っ
て
義
昭
と
改
名
し
て
い
た
が
、
こ
の
地
か
ら
彼
は
大
和
衆
に
対
し
て
久
秀
に
対
抗
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
た
。
こ
の
状
況

の
も
と
で

南
方
の
越
智
軍
は
兵
を
起

こ
し
、
筒
井
藤
勝
は
同
九
年
九
月
二
十
五
日
に
奈
良
に
侵
攻
し
た
。
藤
勝
は
こ
の
と
き
興
福
寺
成
身
院
で
出

家
し
て
陽
舜
坊
順
慶
と
名
乗

っ
て
い
る
。

久
秀
は
や
む
を
得
ず
多
聞
城
を
そ
の
子
久
通
に
守
ら
せ
、
み
ず
か
ら
は
摂
津

・
河
内
方
面

で
三
好
勢
と
戦

っ
た
が
形
勢
は
や
は
り
不

利
で
あ

っ
た
。
し
か
も
そ
の
こ
ろ
阿
波
に
亡
命
し
て
い
た
足
利
義
栄
が
三
好
三
人
衆
に
迎
え
ら
れ
て
兵
庫
に
帰

っ
て
き
た
た
め
に
、
四

国
衆
や
播
磨
三
木

の
別
所
氏
ら
も
久
秀
攻
撃
の
軍
に
加
わ

っ
た
。
久
秀
は
、
根
来
寺
の
衆
徒
や
畠
山
高
政
ら
と
同
盟
し
な
が
ら
こ
れ
に

対
抗
し
た
が
、
翌
十
年

(重
ハ七)
に
は
つ
い
に
支
え
き
れ
な
く
な
り
、
四
月
に
堺
か
ら
逃
れ
て
多
聞
城
に
退
却
し
た
。

6

足
利
将
軍
家

(数
字
は
将
軍
の
代
)

ユ

リ
ね

義
澄
i

義
晴
ー

1
義
輝

ー
義
昭

(覚
慶

・
義
秋
)

ー

周
嵩

1
義
維
ー

義
栄

i順

昭
i
順

筒
井氏

 

1
順

政

慶

(藤
勝
丸
)
1

定

次
-

順

(小
泉
四
郎
)

定

こ
の
情
勢
に
乗
じ
て
、
三
好
三
人
衆
と
筒
井
勢

お
よ
び
摂
津

・
播
磨

の
軍
勢
は
、
こ
の
年
五
月
久
秀
を
追

っ
て
奈
良

の
南
郊
広
芝

・

大
安
寺

・
白
毫
寺
の
あ
た
り
に
陣
を
し
い
た
が
、
そ
の
勢
力
は
二
万
ば
か
り
と
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
松
永
方
は
、
こ
の
機
に

興
福
寺
や
奈
良
町
の
富
裕
商
人
に
巨
額
の
米
銭
を
課
し
た
の
で
、
彼
ら
は
、
筒
井
軍
の
陣
内
に
逃
げ
込
ん
だ
。
こ
こ
で
両
軍
の
対
立
が

し
ば
ら
く

つ
づ
い
た
が
、
そ
の
う
ち
松
永
方
は
興
福
寺
や
東
大
寺
の
戒
壇
院

・
転
害
門
な
ど
に
出
陣
し
、
こ
れ
に
対
抗
し
て
三
好
三
人

衆
や
筒
井
勢
ら
は
大
乗
院
山

・
天
満
山
に
陣
を
と
り
、
さ
ら
に
東
大
寺
大
仏
殿
に
ま
で
進
出
し
た
。
こ
こ
に
奈
良

の
諸
寺
諸
社
は
ほ
と
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ん
ど
軍
勢
の
陣
所
と
な
り
、
奈
良
が
決
戦
場
と
な

っ
た
わ
け
で
、

『
寺
辺
之
記
』
に

「
両
寺
之
滅
亡
此
時
也
」
と
記
し
て
い
る
の
も
、

そ

の
切
迫
し
た
さ
ま
を
物
語

っ
て
い
る
。
こ
の
情
況

の
も
と
で
、
奈
良
は
い
よ
い
よ
戦
火
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
が
、
興
福
寺
や
東
大

寺

は
戦
乱
の
防
止
を
懇
請
し
、
奈
良
惣
中
の
努
力
に
よ

っ
て
治
安
は
ど
う
に
か
保
た
れ
、
両
軍
小
競
り
合

い
の
う
ち
に
も
大
き
な
戦
災

は
免
れ
る
よ
う
に
み
え
た
。

し
か
し
七
月

に
入

っ
て
今
御
門

・
餅
飯
殿

・
橋
本

・
角
振

・
小
西
と
い
う
南
都
七
郷

の
中
心
地
が
放
火
に
よ

っ
て
焼
亡
し
た
。
そ
の

う
ち
十
月
十
日
の
夜
に
な

っ
て
、
松
永
勢
は
大
仏
殿
の
三
好

・
摂
津
勢
に
夜
討
ち
を
か
け
た
た
め
に
、
そ
の
火
矢

に
よ

っ
て
大
仏
殿
は

つ
い
に
炎
上
し
、
大
仏
の
仏
頭
が
焼
け
お
ち
る
と
い
う
大
事
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ

の
結
果
三
好
方
は
敗
走
し
、
多
聞
城
攻
略
戦
は

つ
い
に
失
敗
に
終
わ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
大
仏
炎
上
の
さ
ま
を
多
聞
院
の
英
俊
が
感
慨
を
こ
め
て
つ
ぎ

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「今
夜
子
之
初
黙
よ
り
、

大
仏

ノ
陣

へ
多
聞
山
よ
り
打
入
合
戦
及
二数
度
「
兵
火
の
余
煙

二
穀
屋

ヨ
リ
法
花
堂

へ
火
付
、

ソ
レ
ヨ

リ
大
仏

ノ
廻
廊

へ
次
第

二
火
付
テ
、
丑
剋

二
大
仏
殿
忽
焼
了
、
猛
火
天

二
満
、

サ
ナ
カ
ラ
如
二
雷
電
「
一
時

二
頓
滅
了
、
尺
迦
像
モ

湯

ニ
ナ

ラ

セ
給

了

、

言
語

道

断

、

浅

猿

く

ト

モ
不

レ
及

二
思

慮

一
処
也

、

(中
略
)
治

承

ノ
炎

上

ニ

ハ
十

五

ケ
年

ノ
間

二
周

備

ト
見

タ
リ
、
今

ハ
雖
レ経
ゴ
百
年
一中

々
修
造
不
レ
可
レ成
哉
、
此
剋

二
生
逢
事
、
歎
之
中
ノ
歎
也
、
罪
業
之
程
可
レ
悲

ミ
ミ
」
(覈
鷸
院
)

同
日
記
は
さ
ら
に
こ
れ
に
つ
づ
け
て
、
大
仏
殿
に
陣
し
た
軍
が
敗
れ
去

っ
た
こ
と
、
槍
の
中
村
が
討
死
し
た
こ
と
、
そ
の
ほ
か
二
～

1110
0
人
も
切
死
焼
死
し
た
こ
と
、
念
仏
堂

・
塔
(唐
)
禅
院

・
四
聖
坊

・
安
楽
坊

・
深
井
坊
も
焼
失
し
た
こ
と
、
氷
室
山
に
陣
し
た
播

州
別
所
勢
と
郡
山
辰
巳
勢
が
敗
退
し
た
こ
と
、
十
三
日
に
は
高
畑
口
で
な
お
合
戦
が
あ

っ
た
こ
と
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
戦
乱
の

た
め
、
こ
の
年

の
春
日
若
宮
祭
は
中
止
さ
れ
、
翌
年
二
月
の
薪
能
は
延
期
さ
れ
た
。

大
仏
殿
を
焼
き
な
が
ら
も
、
こ
れ
に
よ

っ
て
三
好
勢
を
撃
退
し
た
久
秀
は
、
こ
こ
に

一
時
苦
境
を
脱
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
し
か
し
、

7



丶

な
お
三
好
三
人
衆
は
大
豆
山
に
陣
し
、
筒
井
順
慶
は
高
畑
に
進
出
す
る
な
ど
し
て
多
聞
山
と
相
対
峙
す
る
形
勢
は

つ
づ
い
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
こ
の
局
面
は
、
織
田
信
長

の
台
頭
に
よ

っ
て
大
き
く
転
回
し
た
。
久
秀
は
ま
ず
岐
阜
の
信
長
と
よ
し
み
を
通
じ
、
そ
の
後
援
を

得
る
こ
と
に
成
功
し
た
ら
し
く
、
大
和

の
戦
線
で
攻
勢
に
出
て
111好

fiを

一
掃
し
、
大
和
の
国
衆
を
攻
撃
し
た
。
そ
し
て
永
禄
十

一
年

(茎
ハ八)
三
月
に
は
興
福
寺

・
氷
室
社

・
転
害
門
も
開
か
れ
、
奈
良
中
は
よ
う
や
く
安
堵

の
思
い
を
し
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
年
九
月
、
織
田
信
長
は
岐
阜
を
た
ち
、
足
利
義
昭
を
奉
じ
て
入
京
し
、
か
れ
を
将
軍
職

に
つ
け
よ
う
と
し
た

久

秀

の
没

落

が
、
す
で
に
三
好
三
人
衆
が
足
利
義
栄
を
将
軍
に
つ
か
せ
て
い
た
の
で
、
こ
こ
に
信
長
と
三
好
勢
と
が
対
決
す
る

こ
と
と
な

っ
た
。
こ
の
状
況

の
も
と
で
、
十
月
に
松
永
久
秀
は
信
長
か
ら
降
伏
を
正
式
に
許
さ
れ
、
奈
良
の
代
官
と
し
て
大
和
の
平
定

を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
か
つ
て
義
昭
を
幽
閉
し
そ
の
兄
の
将
軍
義
輝
を
殺
し
た
久
秀
で
は
あ
る
が
、
信
長
に
と
っ
て
は
義
栄

と

三
好
勢
に
対
抗
す
る
必
要
も
あ

っ
て
、

久
秀
を
赦
免
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
と
き
、

両
者
の
間
に
は
堺

の
今
井
宗
久
が
た

つ

く

も

ち
、
久
秀
が
名
物

の
九
十
九
髪
茄
子
茶
入
を
信
長
に
呈
し
た
こ
と
も
語
り
草
に
な

っ
て
い
る
。

京
都
で
は
十
月
、
将
軍
義
栄
が
信
長
に
よ
っ
て
都
か
ら
追
放
さ
れ
て
摂
津
の
富
田
に
逃
れ
、
義
昭
が
新
た
に
幕
府
十
五
代
の
将
軍
と

な

っ
た
。
そ
し
て
奈
良
に
は
将
軍
の
部
下
の
細
川
藤
孝

・
和
田
惟
政
と
信
長

の
部
将
佐
久
間
信
盛
が
派
遣
さ
れ
、
久
秀
を
援
護
す
る
姿

勢

が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
両
軍
は
西
の
京
の
唐
招
提
寺
辺
を
南
下
し
て
奈
良
に
は
進
駐
し
な
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
久
秀

に
た
い
す
る
督
戦
と
奈
良
町
に
威
圧
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

や
が
て
信
長
は
、
奈
良
に
部
隊
の
乱
入
禁
止
の
制
札
を
下
す
と
と
も
に
、
そ
の
礼
銭
と
し
て
巨
額
の
屋
銭

(矢
銭
)
を
町
に
要
求
し

た
。
こ
れ
は
、
町
屋
・僧
坊
を
問
わ
ず
、上
は
三
貫
ご
○
○
文
か
ら
下
は
五
〇
文
に
お
よ
ぶ

一
四
～
五
級
の
賦
課
率

で
総
額

一
〇
〇
〇
貫

余

の
い
わ
ぽ
軍
費

の
徴
発
を
命
じ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
奈
良
町
で
は
久
秀
に
そ
の
減
免
を
嘆
願
し
た
が
ど
う
に
も

で
き
な
か

っ
た
と
い

わ
れ
る
。
そ
の
後
は
信
長
か
ら
、
と
く
に
新
し
い
指
令
が
出
る
こ
と
も
な
く
、
久
秀
は
大
和

・
摂
津

・
河
内
な
ど

で
信
長
の
た
め
に
戦

0
0
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い
、
ま
た
筒
井
勢
を
圧
迫
し
て
大
和
国
中
の
平
定
に
つ
と
め
た
。
奈
良
周
辺
で
は
大
し
た
合
戦
も
な
く
、
法
蓮
郷

(南
法
蓮
町
)
に
市
場

が
開
か
れ
た
り
し
て
、
し
ば
ら
く
は
小
康
を
保

っ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

上
洛
を
達
成
し
た
信
長
は
、
姉
川
で
戦
い
、
長
島
の

一
向

一
揆
を
討
ち
、
比
叡
山
を
焼
い
て
近
畿
の
平
定
に
専
心
し
た
が
、
反
信
長

勢
力
の
大
同
団
結
も
ま
た
進
ん
で
い
た
。
こ
の
な
か
で
信
長
と
将
軍
義
昭
の
不
和
が
表
面
化
し
、
信
長
の
権
力
の
安
定
に
疑
問
が
出
て

き
た
段
階
で
、
元
亀
二
年

(
藝

一)
に
な
る
と
、
松
永
久
秀
は
反
信
長
派

の
甲
斐

の
武
田
信
玄
に
呼
応
す
る
態
度
に
出
た
。
実
は
久
秀
は

信
長

の
配
下
に
あ
り
な
が
ら
心
服
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
奈
良
町
の
人
々
を
完
全
に
掌
握
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か

っ
た
と

い
う
事
情
が
、

こ
の
間
に
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
大
和
で
は
筒
井
順
慶
ら
が
勢
い
づ
く
こ
と
と
な

る
が
、
こ
の
こ
ろ
摂
家
九
条
家

の
娘
を
将
軍
家
の
養
女
に
し
て
順
慶
に
下
さ
れ
、
こ
の
間
ま
た
明
智
光
秀
の
斡
旋
も
あ

っ
た
ら
し
く
、

順
慶
は
こ
こ
に
信
長
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

こ
の
久
秀
の
信
長
か
ら
の
離
反
と
、
順
慶

の
信
長

へ
の
帰
属
と
い
う
状
況
の
も
と
で
、
奈
良
近
辺
は
ま
た
ま
た
松
永
氏
と
筒
井
氏
と

の
戦
場
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
形
勢

の
不
利
を
さ
と

っ
た
久
秀
は
、
み
ず
か
ら
は
信
貴
山
城
に
た
て
こ
も
り
、
多
聞
城
に
は
そ

の
子
久
通
を
帰
城
さ
せ
て
、
信
長
と
筒
井
勢

に
備
え
る
態
勢
を
と

っ
た
。

や
が
て
元
亀
二
年

(蓋
竺
)
八
月
、

久
秀
は
大
安
寺
に
出
陣
し
て
順
慶
の
辰
市
の
陣
を
攻
め
た
が
、

激
戦

の
の
ち
久
秀
方
の
敗
北
に

終
わ

っ
た
。
こ
の
戦
い
こ
そ
松
永

・
筒
井
両
軍

の
決
戦
で
あ

っ
て
、
こ
れ
に
勝

っ
た
筒
井
方
の
声
望
は
と
み
に
高

ま
り
、
久
秀
の
立
場

は
よ
う
や
く
苦
し
く
な

っ
た
。
さ
ら
に
翌
元
亀
三
年
に
は
久
秀

の
信
長
に
た
い
す
る
謀
反
が
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
た
め
、

こ
の
年
五
月
、

つ
い
に
信
長
の
大
軍
が
奈
良

に
来
攻
し
て
若
草
山
か
ら
多
聞
山
の
北
を
包
囲
し
た
。
こ
れ
に
呼
応
し
た
順
慶
軍
は
興
福

寺
南
大
門
を
本
陣
と
し
て
、
と
も
に
多
聞
城
を
圧
迫
し
た
。
こ
の
と
き
、
奈
良
惣
中
か
ら
銀
子
三
二
〇
枚
、
興
福
寺
か
ら

一
〇
〇
枚
、

東
大
寺
か
ら
五
〇
枚
を
信
長
に
差
し
出
し
て
奈
良
街
地
で
の
陣
取
り
は
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
反
信
長
陣
営
の
活
発
な
動
き

9



の
た
め
も
あ

っ
て
、
い
っ
た
ん
は
決
戦
は
避
け
ら
れ
た
。
前
年
の
大
安
寺

・
辰
市
合
戦
の
戦
死
者
を
弔
う
大
念
仏
会
が
こ
の
年
八
月
、

敵
味
方
に
よ

っ
て
営
み
得
た
の
も
、
こ
の
和
議
の
気
運
と
無
関
係
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
翌
天
正
元
年

(
一五
七三
)
に
な
る
と
、

将
軍
義
昭
は
石
山
本
願
寺
と
連
絡
を
と
り
つ
つ
信
長
に
挑
戦
し
、

久
秀
に
も
決
起
を

求
め
た
。
し
か
し
義
昭
は
逆
に
信
長
に
宇
治
槙
島
で
捕
え
ら
れ
、
河
内
の
若
江
城
に
放
逐
さ
れ
て
室
町
幕
府
は
つ
い
に
滅
び
、
や
が
て

信
長
軍
は
同
年
末
多
聞
城
に
迫

っ
た
。
こ
う
な
る
と
松
永
方
も
信
長
に
抵
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ず

つ
い
に
降
伏
し
、
久
秀

の
子
久
通
は

十
二
月

二
十
六
日
多
聞
城
を
佐
久
間
信
盛
に
あ
け
渡
し
て
信
貴
山
城
に
退
い
た
。
こ
こ
に
松
永
氏
の
奈
良
支
配
は
終
わ

っ
た
が
、
同
時

に
奈
良
に
お
け
る
大
き
な
争
乱
も
終
わ
り
を

つ
げ
た
の
で
あ
る
。

松
永
久
秀

の
大
和
侵
入
以
来
、
奈
良
と
そ
の
周
辺
は
幾
度
か
の
戦
禍
を
受
け
、
大
仏
を
は
じ
め
焼
亡
し
た
町
や
寺
院
も
あ

っ
た
。
し

か
し
奈
良
は
、
こ
の
戦
国
終
末
期
の
争
乱
の
本
舞
台
と
な
り
な
が
ら
も
、
こ
の
間
に
商
工
業
を
発
展
さ
せ
、
郷
民
は
町
民

へ
と
大
き
く

成
長
し
て
自
治
組
織
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
久
秀
に
し
て
も
信
長

に
し
て
も
、
奈
良
と
い

う
都
市
の
富
力
を
あ
ま
り
傷

つ
け
る
こ
と
な
く
自
ら
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
政
策
と
、
奈
良
の
寺
社
や
郷

の
人
た
ち
の
自
衛

の
た
め

の
努
力
に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

戦
国
時
代
の
末
期
天
文
十
八
年

(一五四九)
、

耶
蘇
会
宣
教
師
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ

エ
ル
が
鹿
児
島
に
き
て
、

日

本
に
は
じ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
た
。
こ
の
キ
リ
シ
タ
ソ
と
奈
良
と
の
関
係
は
、
松
永
久
秀

の
奈
良
進
出
に
よ

っ
て
生
じ
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
ザ
ビ

エ
ル
は
足
利
将
軍
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
伝
道

の
許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、

主
と
し
て
九
州
に
あ

っ
て
布
教
に
し
た
が
い
、
滞
在
二
年
で
日
本
を
去

っ
た
が
、

フ
ロ
イ
ス
や
ビ
レ
ラ
ら
宣
教
師
が
相
つ
い
で
来
航
し
、
京
都
や
堺
を
中
心

に
近
畿
地
区
の
布
教
に
つ
と
め
た
。

す
な
わ
ち
永
禄

二
年

(一五亮
)
、

ビ
レ
ラ
は
上
洛
し
て
将
軍
足
利
義
輝
か
ら
伝
道

の
許
可
を
得
、

ま
た
将
軍
を
と
り
ま
く
三
好
長
慶
や
松
永
久
秀
も
こ
れ
に
好
意
を
示
し
て
い
た
の
で
、
京
都
で
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
活
動
は
活
発
と
な

っ

奈

良

と

キ

リ

シ

タ

ン
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た
が
、
仏
教
徒
側
の
反
対
運
動
も
あ

っ
た
の
で
、
ビ
レ
ラ
は
い
っ
た
ん
堺
に
退
き
、
こ
こ
で
伝
道
を
開
始
し
た
。

ビ
レ
ラ
が
奈
良
か
ら
招
待
を
受
け
た
の
は
、
こ
の
堺
滞
在
中
で
あ

っ
た
。
松
永
久
秀
の
重
臣
に
結
城
山
城
守
忠
正
と
い
う
文
武
両
道

に
達
し
た
老
人
が
い
て
、
久
秀
に
従

っ
て
奈
良
に
い
た
が
、
キ
リ
シ
タ
ソ
の
実
体
を
見
き
わ
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ビ
レ
ラ

を
招
く
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
永
禄
六
年

(蓋
六室
)
五
月
の
こ
と
で
、

多
聞
城
の
造
営
が
始
め
ら
れ
て
三
年
目
で
あ

っ
た
。

ビ
レ
ラ

は
ま
ず
伴

っ
て
い
た
ロ
レ
ソ
ソ
を
奈
良
に
送

っ
た
。

ロ
レ
ン
ソ
は
日
本
人
で
そ
の
前
身
は
琵
琶
法
師
で
あ

っ
た
と

い
い
、
キ
リ
シ
タ
ン

に
改
宗
後
イ
ル
マ
ン

(修
道
士
)
に
挙
げ
ら
れ
、

こ
の
伝
道
布
教
に
は
最
後

ま
で
大
き
な
働
き
を
し
た
人
で
あ

っ
た
。

ロ
レ
ン
ソ
は
奈

良
に
来
て
、
久
秀

の
内
意
を
受
け
て
キ
リ
シ
タ
ン
を
説
破
し
よ
う
と
し
て
い
た
明
経
博
士
家

の
清
原
外
記
枝
賢
と
結
城
山
城
守
と
に
あ

っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
説
き
、

つ
い
に
完
全
に
か
れ
ら
を
理
解
さ
せ
た
。
こ
の
報
告

に
も
と
つ

い
て
ビ
レ
ラ
は
奈
良

に
き
て
、
結
城
父
子

や
清
原
外
記
ほ
か
数
人
の
身
分
あ
る
武
士
に
洗
礼
を
与
え
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
宇
陀
の
沢
城
主
高
山
図
書
も
奈
良

に
き
て
洗
礼
を
受
け

ダ
リ
オ
の
名
を
も
ら

っ
て
い
る
。
高
山
図
書
は
飛
騨
守
と
称
し
松
永
久
秀
に
従

っ
て
い
た
人
で
、
そ
の
後

ロ
レ
ン
ソ
を
招
い
て
談
義
を

開
き
、
そ
の
結
果
家
族
を
は
じ
め
家
臣
ら

一
五
〇
人
が
洗
礼
を
受
け
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
し
て
有
名
な
高
山
右
近
長
房
は
図
書
の

子
で
あ

っ
た
。
右
近
は
ジ

ュ
ス
ト
と
名
乗
り
、
や
が
て
父
と
と
も
に
摂
津
高
槻
城
に
移
り
、
終
生
そ
の
信
仰
を
捨

て
ず
、
禁
教
後

マ
ニ

ラ
に
追
放
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
十
市
城
の
イ
シ
バ

シ
殿
も
高
山
図
書
の
紹
介
に
よ

っ
て
キ
リ
ス
ト
教

に
入
信
し
た

こ
と
が
伝
え
ら
れ
て

い
る

(フ
ロ
イ
ス
『日
本
史
』
・

『耶
蘇
会
士
日
本
通
信
』
)
。

こ
の
ビ
レ
ラ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
奈
良
に
足
跡
を
印
し
た
最
初
の
人
で
あ

っ
て
、
ビ
レ
ラ
と

ロ
レ
ン
ソ
に
よ
る
奈
良
で
の
布
教
の
成

功
は
、
フ
ロ
イ
ス
も
特
記
す
る
よ
う
に
、
以
後
畿
内
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
地
歩
を
固
め
る
基
礎
を
な
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
奈
良
が
キ
リ

シ
タ
ソ
史
上
こ
の
重
要
な
役
割
り
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
久
秀
の
奈
良
支
配
を
契
機
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
点
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
奈
良
町
の
人
々
へ
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
浸
透
、
あ
る
い
は
こ
の
と
き
以
後

の
弘
通
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
語
る
こ
と
が
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で
き
な
い
。
フ
ロ
イ
ス
も
大
和
に
つ
い
て

「
蒔
き
た
る
種
は
土
薄
き
焼
地
に
お
ち
て
実
ら
ざ
り
き
」
と
い

っ
て
い
る
よ
う
に
、
禁
教
を

ま
つ
ま
で
も
な
く
、
町
に
は
キ
リ
シ
タ
ソ
は
根
を
下
ろ
さ
な
か

っ
た
よ
う
で
、
ア
ル
メ
イ
ダ
が
き
た
と
き
に
奈
良

か
ら
迎
え
に
き
た
信

者
が
あ

っ
た
ぐ
ら
い
の
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。
さ
す
が
に
中
世
以
来
の
寺
社
の
都
で
あ

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
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織
田
信
長
と
奈
良

多
聞
城
の
開
城
後
、
信
長
は
同
城

へ
は
城
番
と
し
て
明
智
光
秀

・
柴
田
勝
家

・
細
川
藤
孝
ら
を
相
次
い
で
入
城
さ

せ
、
奈
良
に
た
い
し
て
は
鰯
札
銭
を
課
し
、
大
和
の
国
衆
に
対
し
て
は
威
圧
を
加
え
て
か
れ
ら
を
家
臣
化
し
よ
う

と
し
た
。

そ
し
て
天
正
二
年

(
一五
茜
)
三
月
、
信
長
は
奈
良
に
下
向
し
た
。

こ
れ
は
多
聞
城
を
検
分
し
、
あ
わ
せ
て
大
和
に
君
臨
す
る

王
者
の
権
威
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
と
き
、
大
乗
院
門
主
の
尋
円
は
宇
治
ま
で
迎
え
に
行
き
、
大
和
の
国
衆
も
奉
迎
の
た
め
に
上
洛
し
、
奈
良

の
郷
民
も

一
郷
か
ら

一
〇
人
ず

つ
肩
衣

・
袴
で
木
津
ま
で
出
て
迎
え
、
六
方
衆
も
般
若
寺
ま
で
出
て
信
長
を
迎
え
た
。
信
長
は
こ
の
月

二
十
七
日
、
軍
勢
三

〇
〇
〇
余
を
引
き

つ
れ
て
多
聞
城
に
入

っ
た
が
、
僧
坊

へ
の
寄
宿
を
堅
く
禁
止
し
、
柴
田
勝
家
の
奈
良
安
寧
を
目
的
と
し
た
禁
制
も
出

さ
れ
て
い
た
の
で
、

一
段
の
善
政
で
あ
る
と
し
て
上
下
み
な
安
堵
し
た
と
い
う
。
つ
い
で
信
長
は
勅
使
を
奏
請
し
て
正
倉
院

の
香
木
蘭

奢
待
を
多
聞
城
に
運
ぽ
せ
て
切
り
と

っ
た
。
こ
れ
は
将
軍
足
利
義
政
の
例
に
な
ら

っ
た
も
の
で
あ
る
。
信
長
は
こ
の
日
の
夕
方
八
幡
宮

・
東
大
寺

・
春
日
社

・
興
福
寺
な
ど
を
巡
拝
し
た
が
、
松

の
下
で
こ
の

一
行
を
見
物
し
た
多
聞
院
の
英
俊
は
、
「
四
十

一
才
ト
云
々
、
一

段
慇
懃
也
」
と
書
き
と
め
て
い
る
。
ま
た
信
長
は
こ
の
年
の
春
日
祭
礼
に
際
し
、
し
ば
ら
く
中
絶
し
て
い
た
勅
使

下
向
を
復
興
し
、
同

八
年

(
蓋
八〇)
に
は
春
日
社
造
替
が
開
始
さ
れ
た
。

し
か
し
他
方
で
は
春
日
の
神
鹿
を
二
頭
京
都

へ
連
れ
去

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
信

信

長

の

奈

良

制

圧
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長

の
奈
良

へ
の
配
慮
で
あ
る
と
同
時
に
武
威
を
示
す
も
の
で
も
あ

っ
た
。
や
が
て
四
月
十

一
目
に
は
筒
井
勢
が
、

っ
い
で
翌
十
二
～
三

日
に
か
け
て
は
信
長
勢
が
河
内
に
出
陣
し
た
の
で
、
奈
良
で
は
万
端
無
事
で
あ

っ
た
こ
と
を
喜
ん
だ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
和
は
信
長
の
領
国
と
な
り
奈
良
は
そ
の
直
轄
領
と
な

っ
た
。
こ
こ
に
中
世
以
来
の
興
福
寺
の
大
和
守
護
職
は

終

わ
り
を
告
げ
た
。
ま
た
越
智

・
十
市

・
古
市
な
ど
の
大
和
国
衆
は
松
永
動
乱
の
う
ち
に
没
落
し
て
い
き
、
筒
井
氏
ひ
と
り
が
国
衆
を

代
表
す
る
形
で
信
長
に
属
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
信
長
の
奈
良
入
り
の
翌
年

我
罍

珍

に
、
城
番
で
あ

っ
た
塙
九
郎
左
衛
門

(原
田
直
政
)
が
多
聞
城
を
与
え
ら
れ
大
和
守
護
職
に
補
さ
れ
て
い
る
の
で
、
筒
井
順
慶
が
た
だ
ち
に
大
和
の
大
名
に
な
り
得
た
の
で
は

な

か

っ
た
。
そ

の
う
ち
同
四
年

(
蓋
七六)
に
な

っ
て
原
田
直
政
が
大
坂
で
戦
死
し
た
の
で
、

信
長
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
順
慶
に
大
和
守

護
職
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
筒
井
氏
と
し
て
は
年
来

の
宿
望
を
達
し
た
わ
け
で
あ
り
、
寺
社
も
奈
良
の
郷
民
も
こ
れ
を
喜
び
、
奈
良

の

戦
国
時
代
は
こ
こ
に
終
わ

っ
た
。
順
慶

は
戦
陣

の
余
暇
に
は
奈
良
町
で
茶
会
を
た
の
し
み
、
極
楽
坊
で
女
曲
舞
を
興
行
さ
せ
る
な
ど

の

余
裕
を
み
せ
て
お
り
、
そ
の
翌
年
に
は
郡
山
に
土
豪

の
塁
を
利
用
し
て
築
城
を
は
じ
め
て
い
る
。

信
長
の
大
和
に
た
い
す
る
支
配
権
は
、
こ
の
過
程
で
つ
ぎ
つ
ぎ
に
確
立
し
て
い

っ
た
。
筒
井
順
慶
が
大
和
を
与
え
ら
れ
た
と
い
っ
て

も
、
か
れ
は
信
長

の
部
将
明
智
光
秀
に
配
属
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
重
要
な
こ
と
は
な
お
近
江
の
安
土
に
連
絡

し
て
そ
の
指
揮
を
ま

た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
す
な
わ
ち
信
長
は
、
興
福
寺
の
寺
領
を
認
め
な
が
ら
も
こ
れ
に
対
す
る
監
視
を

つ
づ
け
、
衆
徒

・
国
民
出
身

の
国
衆

に
も
な
お
警
戒
を
怠
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

天
正
五
年

(一蕚
七)
に
な

っ
て
信
長
は
、

順
慶
に
命
じ
て
多
聞
城
を
破
却
さ
せ
た
。

こ
こ
で
、
さ
す
が
豪
華
と
い

わ
れ
た
多
聞
城
も
二
〇
年
に
満
た
な
い
運
命
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
。

『多
聞
院
日
記
』
か
ら
こ
の
間
の
記
事
を
引

用
し
て
み
る
と
、
こ
の
年
六
月
五
日

「多
聞
山
四
階
ヤ
ク
ラ
壊
了
、
ナ
ラ
中
人
夫
出
、
珍
重

ミ
<
」
、
閏
七
月
二
十
二
日

「
多
聞
山
大

旨
崩
了
、
尤
珍
重

≧
ミ
」
と
あ

っ
て
、
そ
の
破
壊
の
進
行
ぶ
り
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
そ
の
殿
舎
は
信
長
の
二
条
城

多

聞

城

の

破

却
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に
送
ら
れ
、
城
の
石
は
郡
山
に
運
ば
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
奈
良
の
城
下
町
化
も

つ
い
に
見
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
終
わ

っ
た
。
実
は
こ
の
よ
う
に
、
奈
良
が
城
下
町
と

な
ら
な
か

っ
た
こ
と
こ
そ
、
奈
良

の
も
つ
歴
史
の
重
み
に
よ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る

と
と
も
に
、
近
世
奈
良

の
あ
り
方
を
決
定
し
た
も
の
で
も
あ

っ
た
。
多
聞
城
跡
に
つ
い

て
は
、
こ
の
後
、
こ
こ
に
あ

っ
た
石
灯
ろ
う
が
伏
見
城
の
豊
臣
秀
吉
に
召
さ
れ
た
記
録

も
あ
り
、
廃
城
の
ま
ま
近
代
に
お
よ
ん
だ
よ
う
で
、
そ
の
地
形
は
近
年
ま
で
残

っ
て
い

た
。
そ
の
山
麓

の
侍
屋
敷
の
跡
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
江
戸
時
代
奉
行
所
の
与
力

・

同
心
屋
敷
と
な

っ
て
、
い
ま
の
多
門
町
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
城
地
は
、
昭
和
二
十
三
年

(充
哭
)
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
奈
良
市
が
若
草
中
学
校

を
建
築
し
た
た
め
に
、
そ
の
城
跡
ら
し
い
姿
は
い
ま
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
と
き
行
な
わ
れ

た
調
査
の
結
果
は

『奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
抄
報
第
十
輯
』
に
収
載
さ
れ
て
い

る
。同

書
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
多
聞
山
は
光
明
皇
后
の
陵
を
含
ん
だ
山
で
あ
る
か
ら
、
同
陵
は

自
然
城
郭
の
中
に
含
ま
れ
、
聖
武
天
皇
陵
は
濠
外
で
は
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
外
堤
よ
り
小

高
い
小
丘
を
ひ
か
え
て
い
る
か
ら
、
そ
の
小
丘
は
一
つ
の
出
丸
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て

い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
頂
上
低
平
部
の
周
囲
に
は
土
塁
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
が
、
天

主
閣
を
は
じ
め
建
造
物
の
遣
構
は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
出
土
遺
物
に
は
、
ほ
ぼ
室
町
時
代

と
思
わ
れ
る
瓦
の
ほ
か
に
、
多
数
の
五
輪
塔
や
骨
壷
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
が
も
と
中

世
の
庶
民
の
墳
墓
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
昭
和
五
十
三
年

(一九七八)
に
若
草

中
学
校
校
舎
新
築
工
事
に
伴
う
再
度
の
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
主
に
校
舎
の
北
側
の
平
坦
部
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が
発

掘
さ
れ
、
城
と
し
て
重
要

な
石
組
排
水
溝

・
土
塁
基
礎
部

・
円
形
素
掘
り
井
戸

・
建
物
基
礎
部
な
ど

の
跡

の
ほ
か
、

石
材
集
積
遺
構
や
中
世

墓
拡
も
み

つ
か

っ
た
。

こ
れ
ら
遺
跡

か
ら
多
数

の
石
材
や
瓦
も
発
掘

さ
れ
た
が
、
墓
塔

の
石
や
寺
院
の
瓦
を
転
用
し
た
も
の
も
あ
り
、
石
材

を
抜

き
と

っ
た
跡
も
あ

っ
て
、
築
城

・
廃
城

の
よ
う
す
が
う

か
が
わ
れ
た
(撫
瀞
蝋
臓
蠍
黝
醗
』
)。

第一章 奈良町の成立

多
聞
城
の
破
却
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
、
こ
の
城
を
築
い
た
松
永
久
秀
は
信
長
に
対
し
て
最
後
の
抵
抗
を
試
み
、
信
貴
山
城
に
反
旗
を

ひ
る
が
え
し
た
。
信
長
は
嫡
子
信
忠
を
将
と
し
て
大
軍
を
大
和
に
さ
し
向
け
た
が
、
奈
良

の
街
地
に
は
陣
を
と
ら
ず
、
十
月
に
は
西
郊

の
薬
師
寺
を
本
陣
と
し
た
。
信
忠
は
こ
の
間
悠
々
奈
良
を
見
物
し
な
が
ら
久
秀
を
威
圧
し
、
筒
井

・
明
智
勢
な
ど
を
向
け
て
攻
撃
を
加

え
た
の
で
、
同
月
十
日
夜

つ
い
に
久
秀
父
子
は
城
に
火
を
放

っ
て
自
刃
し
た
。
そ
れ
は
奇
し
く
も
か
つ
て
の
大
仏
炎
上
の
日
時
と
同
じ

で
あ

っ
た
の
で
、
仏
罰

の
う
わ
さ
の
生
ま
れ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
松
永
氏
の
興
亡
は
、
近
世
奈
良

の
開
幕
を
告
げ
る

一

陣
の
嵐
で
あ

っ
た
。

そ
の
の
ち
国
衆
の
諸
城
が
破
却
を
命
じ
ら
れ
た
な
か
で
、
郡
山
城
は
ひ
と
り
城
と
し
て
整
備
さ
れ
、
順
慶
は
こ
こ
に
あ

っ
て
ほ
ぼ
大

和
全
域
に
威
勢
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
ろ
順
慶
は
十
市
氏
の
竜
王
山
城
を
壊
し
、
下
市

.
飯
貝
の
本
願
寺
勢
力

を
討

っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
は
信
長
に
よ
る
大
規
模
な
討
伐
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
が
な
か

っ
た
の
は
、
当
時
す

で
に
大
和
の
国
衆
の

う
ち
で
筒
井
氏
の
ほ
か
に
は
も
は
や
強
力
な
も
の
が
な
く
な

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

織
田
信
長
の
対
都
市
政
策
は
、

一
般

に
必
ず
し
も
過
酷
で
は
な
か

っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
都
市
の
富
力
の
温
存

指

出

を
は
か
り
、
こ
れ
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ

っ
た
が
、
ま
た
特
別
な
反
抗
の
な
い
限
り
、
公
家
や
寺
社
と

の
摩
擦
は
避
け
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
奈
良
に
対
し
て
も
、
松
永
久
秀
の
場
合
と
同
様
に
手
や
わ
ら
か
な
方
で
あ

っ
た
と
い

え
よ
う
。
し
か
し
他
面
で
は
適
当
に
威
圧
を
加
え
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
松
永
争
乱
の
過
程
で
も
、
多
聞
城
に
奉
行
を
お
い
て
奈
良
を

支
配
し
、
奈
良
惣
中
の
地
子
や
夫
役
は
旧
領
主
の
興
福
寺
や
東
大
寺
の
徴
集
を
認
め
な
が
ら
、
屋
銭
ま
た
は
制
札
銭
と
い
う
名
で
戦
時
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税
は
徴
発
し
て
い
た
。

さ
て
、
信
長
の
支
配
権
確
立
の
た
め
の
中
心
と
な

っ
た
政
策
は

「指
出
」
提
出
の
命
令
で
あ
る
。
指
出
と
は
、

土
地
面
積
や
収
穫
量

な
ど
を
記
録
し
て
申
告
さ
せ
る
も
σ
で
、
支
配
者
側
が
検
地
し
て
土
地
台
帳
を
つ
く
る
労
を
省
く
検
地
の

一
種
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

こ
れ
は
、
政
権
の
経
済
的
基
礎
を
安
定
さ
せ
、
支
配
を
全
う
す
る
た
め
の
基
本
的
工
作
で
あ

っ
た
か
ら
、
そ
の
武
力
を
背
景
と
し
て
強

硬
な
態
度
で
臨
ん
だ
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

信
長
は
、
元
亀
二
年

(蓋
七
一)
以
後
、
伊
勢

・
山
城
・
大
和
な
ど
に
指
出
を
命
じ
て
い
る
が
、
大
和
に
対
し
て
本
格
的
に
こ
れ
を
命
じ

た
の
は
天
正
八
年

(蓋
八〇)
九
月
で
、

滝
川

一
益
と
明
智
光
秀
が
そ
の
奉
行
と
し
て
興
福
寺

の
子
院
に
入

っ
た
。

か
れ
ら
は

一
か
月
あ

ま
り
奈
良
に
滞
在
し
、
国
中
の
寺
社

・
本
所

.
国
衆
ら
全
部
に
指
出
を
出
す
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
の
と
き
興
福
寺

か
ら
提
出
し
た
起
請

文
は
つ
ぎ

の
形
式

の
も
の
で
あ
る

(
『多
聞
院

日
記
』
)
。

敬
白

霊
社
起
請
文
前
書
事

一
當
寺
領
并
私
領
買
得
分
皆

一
職
何
町
何
段
事

一
諸
談
義
唐
院
・
新
坊
何
町
何
段
事

一
名
主
拘
分
何
町
何
段
事

一
百
姓
得
分
何
町
何
段
事

一
当
寺
老
若

・
衆
中
・
被
官

・
家
来
私
領
并
買
得
分

・
扶
持
分
何
町
何
段
事

右
以
五
ヶ
条
書
付
申
入
、
田
畠
.
屋
敷

.
山
林
聊
も
隠
置
申
儀
無
之
候
、
為
其
何
も
本
帳
懸
御
目
候
、
若
此
旨
於
御
不
審

ハ
、
急
度
百
姓
前
直
可
被

成
御
糺
明
候
、
其
上
不
寄
多
少
出
来
分
至
有
之
者
、
為
曲
事
、
惣
寺
領
悉
以
可
有
御
勘
落
、
安
土
可
被
達

上
聞
、
為
証
文
飜
宝
印
居
血
判
申
上
者

也
、
仍
前
書
如
件

九
月

日

興
福
寺衆

徒
中

滝
川
左
近
殿

ユ6
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惟
任
日
向
守
殿

こ
の
指
出
は
相
当
き
び
し
い
も
の
で
、
在
地
の
寺
社
や
国
衆
は

「前
代
未
聞
無
二是
非
一次
第
」
と
観
念
し
、
恐
れ
を
抱
き
警
戒
し
な

が
ら
も
多
く
は
そ
の
命
令
に
服
従
し
た
。
実
際
に
事
実
を
ま
げ
て
記
載
し
た
り
、提
出
を
拒
否
し
た
者
は
処
罰
さ
れ
た
よ
う
で
、国
衆

の

う
ち
戒
重

・
岡

・
高
田

・
大
仏
供

(大
福
)
の
四
氏
が
、

十
月
末
に
な

っ
て
奈
良
に
呼
び
出
さ
れ
て
処
刑
さ
れ
、

そ
の
所
領
は
没
収
さ

れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
指
出
の
命
令
に
忠
実
で
な
か

っ
た
か
、
あ
る
い
は
筒
井
氏
に
対
抗
す
る
国
衆
で
あ

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
に
、
こ
の
前
後
国
衆
で
討
伐
さ
れ
た
者
を
あ
げ
る
と
、
順
慶

の
郡
山
入
城
の
直
前
に
、
郡
山
辰
巳
氏
が
松
永
氏
を
大
和

へ
手

引
き
し
た
者
と
し
て
矢
田
で
殺
害
さ
れ
、
天
正
九
年

(一五益
)
六
月
に
は
、

吐
田
氏
が
郡
山
で
自
害
さ
せ
ら
れ
、

そ
の
所
領

一
〇
〇
〇

石
が
没
収
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
筒
井
順
慶
で
さ
え
も

一
時
は
京
都
で
切
腹

の
う
わ
さ
も
立

っ
た
く
ら
い
で
、
そ

の
身
の
上
も
案
じ
ら

れ
た
が
、
や
が
て

「国
中

一
円
筒
井
存
知
」
の
朱
印
状
に
よ

っ
て
大
和
守
護
職
を
与
え
ら
れ
、
郡
山
城
と
二
〇
万
石
を
認
め
ら
れ
た
の

で
あ

っ
た
。

天
正
八
年

(蓋
八〇)
の
指
出
に
よ
る
石
高

の
う
ち
現
奈
良
市
域
に
か
か
わ
る
部
分
は
、
『多
聞
院

日
記
』
(ヨ
朗
知
+
)
に

楽

良

惣

町

よ
る
と

つ
ぎ

の
よ
う
で
あ
る
。

九
〇
〇
石

菩
提
山

二
0
0
0
石

薬
師
寺

一
五
〇
〇
石

東
大
寺

一
九
〇
〇
〇
石

興
福
寺

(九
力
)

1
li10
0
石

一
乗
院

七
五
〇
石

大
乗
院

九
〇
〇
石

神

人

五
〇
〇
石

社

中

1x'0
0
0
石

奈
良
中
地
下
八
百
石
也

こ
の
tl+ia
録
は
主
要
な
も
の
だ
け
の
よ
う
で
、
詳
細
は
な
お
不
明
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
興
福
寺
の

一
万
九
〇
〇
〇
石
の
う
ち
に
は
、
大

和

一
国

の
寺
門
反
銭
五
八
〇
〇
余
石
の
ほ
か
に
棟
別
銭
と
土
打
銭
、
奈
良
中
の
棟
別
銭

・
地

口
銭
な
ど
あ
わ
せ
て
六
五
〇
〇
余
石
が
ふ
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く
ま
れ
る
が
、
こ
れ
は
興
福
寺
が
大
和
の
守
護
と
し
て
こ
れ
ま
で
も

っ
て
い
た
得
分
で
あ

っ
た
。
ま
た

「奈
良
中
地
下
三
〇
〇
〇
石

八

百
石
也
」
と
あ
る
の
は
、
奈
良
惣
中
の
区
域
が
八
〇
〇
石
と
い
う
意
味
で
、

惣
外
の
郷
を
あ
わ
せ
て
三
〇
〇
〇
石
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
こ
こ
に
寺
社
郷
内
に
芽
ば
え
、
そ
の
支
配
を
受
け
て
町
化
し
て
き
て
い
た
惣
中
が
、
信
長
の
支
配
地
と
し
て
公
認
さ
れ
て
奈
良

町
と
な

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
な
お
周
辺
農
村
部
と
と
も
に

一
括
し
て
掌
握
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
指
出
の
結
果
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
奈
良
中
の
惣
町
組
織
が
、
戦
国
時
代
の
末
期
に
は
す
で
に
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
奈

良
町
は
中
世
を
通
じ
て
、
興
福
寺
寺
門
郷

・
一
乗
院
門
跡
郷

・
元
興
寺
郷
を
含
む
大
乗
院
郷

・
東
大
寺
郷
な
ど
の
う
ち
の
町
場
が
成
長

発
達
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
郷
民
は
は
じ
め
労
役
を
主
と
し
て
寺
社
に
隷
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
だ

い
に
寺
社

へ
の
隷
属

度
が
希
薄
化
し
独
立
化
す
る
傾
向
が
生
じ
、
寺
社
は
か
れ
ら
郷
民
か
ら
地
子
を
微
集
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
寺
社
側

の
こ
の
支
配
の
姿

勢
に
対
応
し
て
、
郷
民
は
自
治
的
な
団
結
を
進
め
て
い
く
わ
け
で
、
こ
の
こ
と
は
郷
民
の
町
民
化
と
も
い
え
る
も

の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
間
、
北

・
南

・
中
の
三
市
が
衰
退
し
て
店
舗
商
人
が
多
く
な
り
、
座
衆
が
富
力
を
貯
え
自
立
性
を
強

め
て
き
た
。
天
文
元

年

(一吾
三
)
の
中
市
郷
に
発
生
し
た
天
文

一
揆
は
、

こ
の
こ
と
を
示
す
事
件
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

こ
の

一
揆
は
結
局
は
敗
北
に
終
わ

っ
た
が
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
高
天
市
や
猿
沢
池
の
近
く
に
で
き
た
南
市
を
中
心
に
、
商
業
地
域
化
が
す
す
み
、
中
に
は
と
く
に
富
を

蓄
積
し
た
も
の
は
問
屋
化
し
、
ま
た
遠
隔
地
行
商
を
始
め
る
も
の
も
で
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢

の
と
こ
ろ
に
、
松
永
久
秀
の
進
入

が
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
郷
民
側
と
し
て
は
、
こ
の
新
し
い
封
建
権
力
に
対
し
、

一
方
で
は
自
衛
体
制
を
固
め
る
と
と
も
に
、
他
方
で

は
こ
れ
に
対
し
て
は
む
だ
な
抵
抗
を
行
な
わ
ず
適
宜
接
触
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
間
に
商
業
郷
が
広
域
化
し
て
ゆ
き
、

や
が
て
そ
の
連
合
組
織
が
で
き
て

「奈
良
惣
中
」
と
称
す
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
信
長

の
指
出
に
対
し
て
、
こ
の
惣
中
が

一

組
織
体
を
な
し
て
対
応
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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豊
臣
政
権
の
奈
良
支
配

天
正
十
年

(
蓋
八二
)
六
月
二
日
、

織
田
信
長
は
京
都
本
能
寺
で
明
智
光
秀
の
謀
反
に
あ

っ
て
、

そ
の
劇
的
な
生
涯

秀
吉
と
筒
井
氏

を
閉
じ
た
。
筒
井
順
慶
は
こ
れ
ま
で
光
秀

の
恩
顧
を
う
け
て
い
た
し
、
そ
の
部
下
で
も
あ

っ
た
か
ら
、
光
秀
は
順

慶
を
味
方
と
し
て
頼
み
に
し
た
。
順
慶
は
そ
こ
で
大
安
寺

・
辰
市

・
東
九
条

.
法
華
寺
辺
に
陣
を
し
き
、
ま
た

一
た
ん
は
南
大
和
衆
を

山
城

・
摂
津

の
境
の
洞
ヶ
峠
に
出
陣
さ
せ
た
が
、
そ
の
去
就
を
決
し
か
ね
た
ら
し
く
、
や
が
て
郡
山
城
に
籠
城
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
後
世
、
日
和
見
主
義
を

「洞
ヶ
峠
を
き
め
こ
む
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
に
信
長
の
部
将
で
あ

っ
た
羽
柴

秀
吉
は
山
崎

の
戦
い
で
光
秀
を
打
ち
破
り
、
光
秀
は
小
栗
栖
の
里
で
殺
さ
れ
た
。
こ
の
急
変
に
あ

っ
て
順
慶
は
さ

っ
そ
く
近
江
の
陣
に

赴
き
、
秀
吉
に
戦
勝
を
祝

っ
て
、
大
和
の
守
護
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
こ
に
順
慶
は
秀
吉
に
従
う
大
和
の
大
名
と
な

っ
て
二
〇
万
石
を
領
す
る
こ
と
と
な
り
、
奈
良
に
は
中
坊
氏
を
代
官
と
し
て
置
き
、

南
方
で
は
越
智
氏
ら
に
対
し
て
い
た
。
ま
た
他
方
、
順
慶
は
、
秀
吉

の
近
江

・
伊
勢
な
ど
で
の
征
討
軍
に
加
わ
り
、
大
坂
築
城
に
協
力

す
る
た
め
宿
所
を
林
小
路
の
円
証
寺
か
ら
大
坂

へ
移
す
な
ど
秀
吉

に
助
力
し
た
。
い
ま
も
大
阪
東
区
に
順
慶
町
の
名
が
あ
る
の
は
そ
の

名
残
り
で
あ
る
。

し
か
し
天
正
十
二
年

(
蓋
八四
)
の
小
牧

・
長
久
手
の
戦
い
に
順
慶
は
秀
吉
に
従
軍
し
て

徳
川
家
康
と
対
戦
中
に
発
病

し
、
郡
山
に
帰
城
、
八
月
十

一
日
に
三
十
六
歳
で
没
し
た
。
遺
体
は
い

っ
た
ん
奈
良
の
円
証
寺
に
送
ら
れ
て
仮
埋
葬
さ
れ
、
十
月
に
な

っ
て
筒
井
古
城
近
く
の
寿
福
院
に
葬
ら
れ
、
郡
山
で
盛
大
な
葬
儀
が
営
ま
れ
た
。
ま
た
そ
の
生
母
は
、
奈
良
に
順
慶
の
位
牌
所
と
し
て

伝
香
寺
を
建
て
た
。

『多
聞
院
日
記
』
に
よ
る
と
、
そ
れ
が
完
成
し
た
の
は
同
十
三
年
で
、
こ
こ
で

一
周
忌
追
善

の
千
部
経
会
が
営
ま

れ
て
い
る
。

躔

の
獲

そ
の
庸

は
順
蹙

実
子
が
な
か

っ
た
の
で
、
養
子
小
泉
四
郎
に
憂

ら
れ
た
。
四
郎
は
壥

の
姉
の
子
で
、
.」
.」
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筒井順慶像(伝 香寺蔵)

に
筒
井
定
次
と
名
乗

っ
た
。
秀
吉
は
、
そ
の
の
ち
家
康
と
和
睦
し
、
四

国

を
平

ら

げ
、
つ
い
に
そ
の
政
権
を
確
立
し
て
関
白
と
な
り
豊
臣
の
姓
を
賜
わ

っ
た
。
そ
こ
で

こ
の
権
力
を
確
保
す
る
た
め
に
、
大
名
の
取
立
て
や
配
置
替
え
を
行
な

っ
た
が
、
定

次
は
天
正
十
三
年

(
一五八五)
に
大
和
か
ら
隣
国
伊
賀

の
上
野

へ
移

さ
れ
、

郡
山
に
は

秀
吉

の
異
母
弟
秀
長
が
姫
路
か
ら
入
城
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
秀
長
は
や
が
て
大
納

言
に
ま
で
昇
進
し
た
の
で
世
に
大
和
大
納
言
と
称
さ
れ
た
。

筒
井
氏

の
伊
賀
移
封
は
、
順
慶
が
も
と
も
と
興
福
寺
の
衆
徒

で
あ

っ
て
春
日
社
の

造
替
に
努
力
し
、
春
日
若
宮
祭
礼
の
田
楽
頭
役
を
つ
と
め
、
興
福
寺
か
ら
僧
都
に
叙

せ
ら
れ
る
な
ど
興
福
寺
と
密
着
し
て
い
た
た
め
に
、
寺
社
を
在

地
勢
力
か
ら
切
り
離

そ
う
と
す
る
秀
吉

の
政
策
か
ら
み
て
、
筒
井
氏
の
大
和
に
い
る
こ
と
が
好
ま
し
い
こ
と
で
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
土
着

武
士
団
の
整
理
と
い
う
方
針
か
ら
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ぽ
、
早
晩
筒
井
氏
は
秀
吉
か
ら
追
わ
れ
る
運
命
に
あ

っ
た
と
い
え
る
わ
け
で
、
順
慶

の
死
と
秀
吉
の
権
威
の
樹
立
と
い
う
こ
の
機
会
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
に
な

っ
た
。
い
ず
れ
に
し
ろ
大
和

武

士
は
、
筒
井
氏
に
従

っ
て
大
和
を
去
る
か
、
武
士
を
捨
て
て
農
民
と
し
て
こ
こ
に
留
ま
る
か
、
秀
長
に
仕
え
る
か
を
決
し
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
く
な

っ
た
。
事
実
そ
の
後
に
も
十
市
衆
は
侍
衆
払
い
を
命
じ
ら
れ
、
越
智
氏
も
所
領
問
題
に
か
ら
ん
で
滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
。
秀

吉

は
そ
の
土
地
生
え
ぬ
き
の
国
衆
を
そ
の
土
地
か
ら

一
掃
し
た
の
で
あ

っ
て
、
高
取
城
に
は
家
臣
の
脇
坂
安
治
を
置
い
た
。
全
く
新
た

な
領
国
支
配
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
秀
吉
の
政
策
が
、
こ
こ
大
和
に
も
実
現
し
た
の
で
あ

っ
た
。

豊
臣
秀
吉
が
秀
長
を
郡
山
に
入
城
さ
せ
た
こ
と
は
、
大
坂
の
東
方
を
固
め
る
意
味
を
も

っ
て
い
た
。
ま
た
寺
社
と

関
係
の
深
い
大
和

・
和
泉

・
紀
伊
の
三
国
が
秀
長
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
事
実
上
こ
れ
ら

の
諸
国
が
秀
吉
の
直

豊

臣

氏

の

寺

社

政

策
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接

の
支
配
地
と
な

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
興
福
寺

・
根
来
寺

・
高
野
山
な
ど
と
い
う
寺
院
勢
力
を
制
圧
し
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

秀
吉
は
、
秀
長
の
入
国
に
先
立

っ
て
、
早
く
も
大
和
の
寺
社

に
指
出
を
命
じ
た
。
こ
の
と
き
、
興
福
寺
は
二
万

五
六
〇
〇
余
石
、
大

乗
院
門
跡
は

一
七
〇
〇
余
石
を
書
き
あ
げ
た
が
、
そ
れ
は
信
長
の
と
き
の
指
出
を
は
る
か
に
上
ま
わ
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
た
ち
ま

ち
秀
吉
か
ら

一
万
石
の
削
減
が
命
じ
ら
れ
た
。
興
福
寺
の
こ
の
よ
う
な
過
大
な
申
告
は
、
筒
井
氏
の
治
政
下
で
甘
や
か
さ
れ
て
い
た
た

め
も
あ
ろ
う
し
、
宇
陀
郡
な
ど
か
ら
の
年
貢
の
到
来
に
気
を
よ
く
し
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
大
乗
院
門
跡
が
秀
吉
に
北
陸
の
荘
園
復

活
を
嘆
願
し
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
時
局
認
識
の
不
足
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。
秀
吉

は
翌
年
さ
ら
に
国
中

か
ら
指
出
を
徴
し
た
が
、
興
福
寺
に
対
し
て
は
ふ
た
た
び
七
〇
〇
〇
余
石
を
削

っ
て
い
た
の
で
、
結
局
そ
の
石
高

は
八
六
〇
〇
余
石
と

査
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
興
福
寺
は
財
政
的
に
徹
底
的
な
打
撃
を
う
け
た
わ
け
で
あ
る
。

秀
吉
が
、
中
世
領
主
的
な
力
と
性
格
を
も
つ
寺
社
勢
力
を
打
倒
し
よ
う
と
し
た
政
策
は
、

こ
の
興
福
寺
対
策
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
き

び
し
い
も
の
で
、
そ
れ
は
興
福
寺
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
大
和
に
つ
い
て
そ
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
多
武
峯
の
内
紛
を
機
会
に

郡
山
に
新
多
武
峯
を
建
立
さ
せ
て
こ
の
新
旧
両
山
か
ら
武
器
を
提
出
さ
せ
た
こ
と
、
長
谷
寺
を
興
福
寺
か
ら
独
立

さ
せ
て
新
義
真
言
宗

本
山
と
し
た
こ
と
、
ま
た
秀
長
の
郡
山
城
修
造
に
あ
た

っ
て
神
域
の
春
目
山
水
谷
川
か
ら
石
を
運
ば
せ
た
こ
と
な
ど
、
す
べ
て
こ
の
方

針
に
基
づ
く

一
連
の
政
策
で
あ

っ
た
。

秀
吉
の
寺
社
対
策
は
、
ま
ず
弾
圧
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
領
主
的
性
格
を
打
破
し
、
俗
勢
力
と
の
関
係
を
断

ち
切
り
、
そ

の
う
え

に
武
家
政
権
の
封
建
的
支
配
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
寺
社
自
体
を
つ
ぶ
す
の
が
本
来

の
目
的

で
は
な
く
、
政
教
の

分
離
が
果
た
さ
れ
て
寺
社
が
宗
教
活
動
に
専
念
す
る
限
り
、
か
え

っ
て
こ
れ
に
保
護
を
加
え
る
と
い
う
方
針
で
あ

っ
た
。
そ

の
た
め
、

興
福
寺
に
た
い
し
て
も
、
天
正
十
八
年

(一五九〇)
に
は
秀
長

の
病
気
祈
祷
料

の
名
目
で
第
二
回
目
に
没
収
し
た
七
〇
〇
〇
余
石
を
返
し
、

そ
の
翌
年
に
は
都
合

一
万
五
〇
〇
〇
余
石
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
秀
吉

の
二
大
政
策
ど
い
わ
れ
る
も
の
の

一
つ
が
刀
狩
り
で
、
こ
れ
は
兵
農
分
離

の
政
策
を
も

っ
と
も
端
的
に
あ
ら
わ
し
た
も

の
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

秀
吉
は
指
出
と
同
様
に
強
い
態
度
で
こ
れ
を
実
行
し
た
。
刀
狩
り
は
、

す
で
に
天
正
四
年

(蓋
七六)
に
柴
田

勝
家
が
越
前

の
一
揆
を
平
定
し
た
と
き
に
実
施
し
て
お
り
、
そ
れ
以
来
、
秀
吉
も
高
野
山

・
大
和
多
武
峯

・
鞍
馬
寺
な
ど
に
対
し
て
こ

れ
を
命
じ
て
い
る
。
多
武
峯
で
は
、

大
刀

・
刀

・
鑓

・
鉄
砲

・
具
足

・
甲
冑
の
提
出
が
命
じ
ら
れ
、

天
正
十
三
年

(一五八五)
閏
八
月
二

十
四
日
に
は

一
山
の
恐
怖
の
中
で
そ
の
引
渡
し
が
お
こ
な
わ
れ
た

(
『略
黼
號
)
。

そ
の
後
、
奈
良

の
諸
大
寺
に
も

つ
ぎ

つ
ぎ
と
武
器
の
提
出
が
命
じ
ら
れ
た
が
、
同
十
六
年
七
月
に
は
全
国
的
に
農
民
の
あ
ら
ゆ
る
武

器
所
有
を
禁
止
す
る
掟
書
が
布
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
京
都
方
広
寺
大
仏
建
立
の
た
め
と
う
た

っ
て
は
い
る
が
、
実
は
農
民
の
信

仰
心
を
巧
み
に
利
用
し
て
武
力
行
使
を
停
止
さ
せ
る
と
と
も
に
、
兵
農
を
明
確
に
分
離
し
て
生
産
増
強
を
企
て
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
寺
院
や
農
民
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
全
く
為
政
者

へ
の
反
抗

の
手
段
を
失
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
秀
吉
政
権
の
こ
の
き
び

し
い
態
度
は
、
そ
の
反
対
を
は
じ
め
か
ら
完
全
に
圧
殺
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ

っ
た
。

『多
聞
院
日
記
』
天
正
十

六
年
七
月
二
十
二
日

の
条
に
は

「諸
国
刀
ヤ
リ
以
下
金
具
の
分
悉
以
カ
ル
ト
テ
、
ナ
ラ
中
モ
サ
ワ
ク
、
大
仏

ノ
釘

ノ
用
ト
、
追
日
、
人

ノ
迷
惑
計
也
」
と
み

え
て
い
る
。
し
か
し
時
代
は
大
き
く
急
速
に
動
い
て
い
た
。
寺
院
も
農
民
も
、
所
詮
は
新
興
武
士
政
権

の
勢
力
に
屈
伏
し
て
武
器
を
提

出
し
た
の
で
あ

っ
て
、
結
局
寺
社
は
宗
教
活
動
に
、
農
民
は
農
業
に
専
念
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

秀
吉
は
、
小
田
原
攻
め
が
終
わ
る
と
、
国
内
統

一
の
成
果
を
よ
り
以
上
た
し
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
三
か
条
の
身
分
法
令
を
出

し
た
。一

奉
公
人
侍
中
間
小
者
荒
子
ま
で
、
す
べ
て
奥
州
攻
め
を
境
と
し
て
、
新
た
に
町
人
百
姓
に
な
ら
な
い
こ
と

一
百
姓
は
田
畠
を
捨

て
お
い
て
、
商
い
や
賃
仕
事
に
出
な
い
こ
と

一
侍
や
小
者
は
無
断
に
主
を
か
え
な
い
こ
と
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こ
れ
は
侍

・
中
間

・
小
者
が
新
規
に
町
人

・
農
民
に
な
る
こ
と
を
禁
じ
る
と
と
も
に
、
農
民
も
商
売
や
賃
仕
事

に
従
事
す
る
こ
と
を

禁
止
し
た
も
の
で
、
身
分
制
の
確
立
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

郡
山
城
主
秀
長
は
、
郡
山
入
城
後
た
だ
ち
に
奈
良
の
商
業
に
圧
力
を
加
え
た
。
こ
れ
は

一
般

に
城
下
町
郡
山
の
商

業
を
発
展
さ
せ
る
た
め
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
奈
良

の
郷
民
と
興
福
寺
な
ど
寺
社
と
の
結
び
つ
き

を
断

つ
の
が
目
的
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
商
業
禁
止
令

の
実
態
は
、
は
じ
め
は
奈
良
の
市
場
を
禁
止
し
、
他
国
の
酒
の
移
入

を
禁
じ
た
程
度
で
あ

っ
た
が
、

つ
ぎ
に
は
味
噌

・
酒

・
柴
木
な
ど
の
商
売
や
質
屋

の
営
業
も
禁
止
し
て
い
る
。
こ
と
に
市
の
禁
止
は
商

売

の
停
止
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で
、
町
の
人
た
ち
に
し
て
み
れ
ぽ

こ
れ
は
大
き
な
打
撃
で
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
。
し
た
が

っ
て

一
時
諸
商
売
が
止
ま
り
、
他
国

へ
の
行
商
に
も
さ
し
つ
か
え
、
座
も
動
揺
を
免
れ
な
か

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
奈
良
に

と

っ
て
は
非
常
な
痛
手
で
あ

っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

秀
長
は
ま
た
奈
良
に
対
し
て
井
上
源
五
高
清
を
そ
の
代
官

に
任
命
し
た
。
中
世
に
お
い
て
は
、
奈
良
の
検
断
権
は
興
福
寺
の
衆
徒
が

握

っ
て
お
り
、
そ
の
沙
汰
衆
と
し
て
中
坊

・
竹
坊

・
水
坊
が
あ
り
、
中
坊
氏
は
屋
敷
を
椿
井
に
か
ま
え
、
筒
井
氏
と
結
ん
で
奈
良
町
で

と
く
に
勢
力
を
も

っ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
松
永
氏
に
代
わ

っ
て
筒
井
順
慶

の
勢
力
が
確
立
す
る
と
、
中
坊
氏
も
ま
た
勢
い
を
増
し
、

順
慶
も
こ
れ
を
代
官
と
し
て
起
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
坊
氏
が
筒
井
氏

の
国
替
え
で
奈
良
を
去

っ
て
い
た
の
で
、
代
官
に
任

じ
ら
れ
た
源
五
は
、
椿
井
の
中
坊
屋
敷
に
入

っ
て
こ
れ
を
代
官
屋
敷
と
し
、
豊
臣
氏
の
権
力
を
背
景
と
し
て
町
の
支
配
権
を
握
る
こ
と

に
な

っ
た
。
こ
の
こ
ろ
に
は
、
興
福
寺
な
ど
の
領
地
は
す
で
に
制
限
さ
れ
て
い
た
う
え
、
興
福
寺
が
町
に
課
し
て

い
た
地
口
銭

・
棟
別

銭

・
袈
裟
銭

・
高
山
八
講
銭
な
ど
も
豊
臣
氏
に
奪
わ
れ
た
と

い
う
か
ら
、
事
実
上
奈
良
は
豊
臣
氏
の
直
轄
地
と
な

っ
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
奈
良
代
官
と
な

っ
た
井
上
源
五
の
施
政
は
、
か
な
り
強
圧
的
な
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
城
下
町
郡
山
の
振
興

を
め
ざ
す
豊
臣
政
権
の
意
図
に
従

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
と
も
い
え
る
。
し
か
し
他
面
で
は
、
源
五
は
奈
良
町

の
富
裕
町
民
と
も
結

豊

臣

政

権

と

町

民
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託

し

た
ら

し

い

。

は

こ
も
と

豊
臣
氏
の
奈
良
惣
町
支
配
は
、
井
上
源
五
の
も
と
に
選
ぼ
れ
た
十
二
の
町
を
櫃
本
と
し
て
行
な
わ
れ
た
。

「庁

中
漫
録
」
(妊
翻
家
)
に

は
郡
山
の
箱
本
に
つ
い
て
、
適
当
な
町
を
選
び
、

一
町

一
か
月
ず

つ
回
し
て
町
中
の
公
私
の
用
事
を
さ
ば
か
せ
る
も
の
で
、
書
類
入
れ

の
箱
の
あ
る
家
の
表
に
箱
本
と
書
い
た
小
旗
を
立
て
さ
せ
た
、と
記
し
、
「奈
良
ノ
櫃
本
ト
云
モ
是

二
同
ジ
、
比
時
郡
山
ノ
箱
本
奈
良

ノ

櫃
本
ト
云

ヒ
ナ
ラ

バ
セ
リ
、
郡
山
ノ
箱
本

ハ
于
レ今
カ

ハ
ラ
ズ
ア
リ
、奈
良
ノ
櫃
本

ハ
何

レ
ノ
時

ヨ
リ
カ
取
ウ
シ
ナ
ヒ
、
老
人
七
八
十
歳

ニ
ナ
リ
タ
ル
者

二
尋
ヌ
レ
ド
モ
不
レ知
ナ
リ
」
と
み
え
る
。十
二
の
町
と
は
、
東
城
戸
町

・
椿
井
町

・
角
振
町

・
上

三
条
町

・
小
西
町

・

高
天
町

・
林
小
路
町

・
餅
飯
殿
町

・
南
市
町

・
下
御
門
町

・
脇
戸
町

・
中
院
町
で
あ

っ
た
。

奈
良
は
た
し
か
に
郡
山
の
繁
栄
策
の
た
め
に
犠
牲
に
な

っ
た
面
が
あ
る
。
し
か
し
、そ
の
た
め
直
ち
に
衰
運
を
た
ど

っ
た
と
か
、全
く

活
気
を
失
う
と
い
う
こ
と
が
な
か

っ
た
の
は
、
や
は
り
伝
統
の
力
で
あ
ろ
う
。
秀
吉
政
権

の
寺
社
弾
圧
の
ね
ら
い
も
、
寺
社
の
も
つ
領

主
的
性
格
を
除
く
た
め
で
あ

っ
た
か
ら
、
そ
の
目
的
が
達
し
ら
れ
た
と
き
に
は
あ
る
程
度

の
保
護
を
加
え
た
の
で
あ

っ
て
、
寺
社
の
存

在
が
な
お
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
奈
良
は
、
そ
の
点
で
も
没
落
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
こ
と
に
戦
乱
も

一
応
お
さ
ま

っ
て
平

和
が
き
た
の
で
、
奈
良

の
町
民
た
ち
は
そ
の
意
気
を
も
り
か
え
し
て
い
た
。

こ
と
に
富
裕
な
町
民
(町
衆
)
は
、

と
く
に
目
立

っ
た
活
動

を
し
た
の
で
あ

っ
て
、
支
配
者
と
し
て
乗
り
込
ん
で
き
た
武
士
と
、
な
お
文
化
の
担
い
手
と
し
て
力
の
あ

っ
た
僧
侶

・
社
家
と
と
も
に

社
交
界
を
形
成
し
て
い
た
と
い
え
る
。
天
正
十
五
年

(
蓋
八七)
の
有
名
な
北
野

の
大
茶
会
に
、

奈
良
衆
と
し
て
寺
社
人
と
町
民
ら
三
六

人
が
代
官
井
上
源
五
や
茶
匠
松
屋
久
政
ら
と
と
も
に
堂
々
と
参
会
し
た
こ
と
は
、
そ
の
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。
参
会
者
は
当
時
の
奈
良
の

有
力
者

で
あ
る
か
ら
、

つ
ぎ
に
そ
の
名
を
あ
げ
て
お
く
。

僧
侶

東
大
寺
四
聖
坊

・
同
観
音
院

・
興
福
寺
円
明
院

・
同
最
福
院

・
高
坊

(高
林
寺
)

・
称
名
寺

祢
宜

拝
殿
五
郎
左
衛
門
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第一章 奈良町の成立

武
士

奈
良
代
官
井
上
源
五

町
人

(商
人
)
大
鋸
屋
道
賀

・
絹
屋
寿
閑
・
鍋
屋
宗
立
・
坂
東
屋
常
閑

・薬
屋
宗
芳

・
大
東
等
旧
・
帯
屋
宗
栖
・
木
津
屋
観
照

・
大
紅
屋
紹
斗

.

南
市
道
寿
・
南
市
弥
五
郎
・
関
才
次
郎
・
紺
屋
宗
有

・
薩
摩
屋
有
俊

・
清
水
宗
仙

(工
人
)
後
藤
与
太
郎

・
鋳
物
屋
久
怡

・
仏
師
源
次
・
畳
屋
善
四
郎
・
表
具
屋
慶
俊

医
師
・
隠
逸
者
・
茶
匠

・
竹
田
宗
貞

・
大
乗
院
殿
ノ
杢

・
北
ノ
端
ノ
御
佐

・
鵲
ノ
福
寿
軒
・
柳
生
小
全
庵

・
子
守
ノ
道
六

.
松
屋
久
政

.
久
好

(東
大
寺
八
幡
若
宮
祢
宜
)

天
正
十
九
年

(
蓋
空
)
正
月
に
な

っ
て
郡
山
城
主
豊
臣
秀
長
が
病
没
し
、
養
嗣
子
秀
保
が
そ
の
あ
と
を
つ
い
だ
。

こ
の
動
揺

の
中
で

い
わ
ゆ
る
金
商
人
事
件
が
お
こ

っ
た
。
金
商
人
と
は
高
利
貸
を
営
み
金
札
を
発
行
し
、
銀
の
吹
替
え
を
行
な

っ
て
利
益
を
貪

っ
て
い
た

富
裕
な
町
民
の
こ
と
で
あ
る
。

『
多
聞
院
日
記
』
な
ど
に
よ

っ
て
事
の
次
第
を
み
る
と
、
こ
の
年
六
月
に
角
振
町

の
金
商
人
が
香

ノ
池

(鴻
ノ
池
)
に
入
水
自
殺
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、

つ
い
で
借
金

の
催
促
を
苦
に
し
て

妻
子
を
殺
し
家
に
放
火
し
て
自
殺
す
る
も
の
が

あ
ら
わ
れ
、
土

一
揆
の
う
わ
さ
竜
た

っ
た
。
秀
吉

は
八
月
に
な

っ
て
奈
良
中
に
徳
政
令
を
発
布
し
、
地
利
付
の
金
銀
米
銭
の
貸
借

の
破

棄
を
認
め
、
金
商
人
九
人
を
逮
捕
し
た
。
そ
の
う
ち
三
人
は
間
も
な
く
許
さ
れ
た
が
、
六
人
は
留
置
さ
れ
極
楽
坊

で
拷
問
に
あ

っ
た
と

い
わ
れ
る
。
高
利
貸
に
苦
し
ん
だ
町
民
た
ち
は
こ
れ
に
勢

い
を
得
て
、
翌
二
十
年
四
月
、
秀
保
が
秀
吉
に
従

っ
て
朝
鮮
出
兵
の
た
め
肥

前
名
護
屋

へ
行

っ
た
留
守
に
春
日
山
の
高
山
で
寄
合
い
、
.代
官
井
上
源
五
か
ら

押
付
け
ら
れ
た
貸
付
け
を
拒
否

す
る
こ
と
を
決
議
し

た
。
つ
い
で
秀
吉
が
帰
坂
し
、
伏
見
築
城
を
は
じ
め
た
こ
ろ
、
秀
吉
に
対
し
て
代
官

の
不
正
三
か
条
を
あ
げ
て
直
訴
す
る
こ
と
に
ま
で

発
展
し
た
。

こ
の
訴
状
に
よ
る
と
、
提
訴
者
は
町
人
ま
た
は
蔵
方

の
者
で
あ

っ
て
、
事
態
は
ほ
ぼ

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ

っ
た
。
郡
山
城
主
豊
臣
秀
長

は
、
蓄
財
の
た
め
金
貸
し
を
行
な
い
、
代
官
が
こ
れ
に
便
乗
し
た
り
、
金
商
人
の
金
子

の
吹
替
え
を
黙
認
し
、
代
官
の
そ
の
他
の
不
正

も
多
い
、
と
訴
え
て
い
る
。
井
上
源
五
が
奈
良

の
富
力
を
ね
ら
い
、
秀
長
が
こ
れ
を
黙
認
し
、
奈
良
の
金
商
人
が

こ
れ
に
結
託
し
た
と
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い
う
の
が
実
情

の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
秀
長
が
没
し
て
領
主
が
代
わ
り
秀
吉
も
徳
政
令
を
発
布
し
た
機
会
に
、
蔵
元
ら
の
豪
商
が

中
心
と
な

っ
て

一
般
町
民
が
立
ち
上
が

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
訴
え
た
の
が
蔵
元
ら
と
奈
良
惣
中
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら

惣
中
と
い
う

一
般
町
民
が
こ
こ
ま
で
成
長
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
訴
訟
は
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
訴
え
に
対
し
て
、
秀
吉
は
代
官
井
上
源
五
を
召
喚
し
た
り
、蔵
元
衆
に
出
頭
を
命
じ
た
り
す
る
と
と
も
に
、
糺
明
の
奉
行
と
し
て

桑
山

一
晴
ら
を
奈
良
に
送

っ
て
金
商
人
を
逮
捕
さ
せ
も
し
た
が
、
結
局
は
誰
に
も
処
罰
は
な
く
、
う
や
む
や
に
こ
と
は
済
ま
さ
れ
た
。

お
そ
ら
く
源
五
の
問
題
は
、
秀
長
に
連
な

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
金
商
人
は
献
金
な
ど
に
よ
っ
て
罪
を
免

れ
た
か
も
わ
か
ら
な

い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
金
商
人
は
文
禄
三
年

(蓋
九四)
に
は
釈
放
さ
れ
て
お
り
、

蔵
元
や
奈
良
惣
中
に
も
と
が
め
は
な
か

っ
た
。

こ
の

こ
と
は
、

一
つ
に
は
こ
の
こ
ろ
秀
吉
が
朝
鮮
出
兵
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
な
お

『当
代
記
』
に
よ
る
と
、
秀
吉
は
、

徳
政
令
を
出
し
た
た
め
の
金
商
人
の
貸
し
倒
れ
を
気
の
毒
と
し
て
、
棒
引
し
た
証
文
数
を
書
き
上
げ
さ
せ
た
が
、

一
〇
枚
を
二
〇
枚
、

ご
○
枚
を
三
〇
～
四
〇
枚
と
し
て
水
増
し
上
申
し
た
の
で
、
秀
吉
は
そ
の
三
分

の
一
を
借
り
る
か
ら
と
い

っ
て
証
文
を
預
け
さ
せ
た
。

同
記
録
に

「奈
良
上
下
迷
惑
相
窮
也
、
此
金
借
大
名
衆
も
入
け
る
か
、
秀
吉
公
に
奉
レ隠
二其
名
一云
々
」
と
あ

っ
て
、
金
商
人
と
大
名
と

の
結
び
付
き
の
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
は
不
明
朗
な

一
件
で
あ
る
が
、
金
商
人
が
新
興
の
富
豪
と
し
て
、
新
権
力
と

結
託
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る

一
件
で
あ

っ
た
。

文
禄
四
年

(豆
九五
)
に
郡
山
城
主
秀
保
が
没
す
る
と
、

増
田
長
盛
が
そ
の
あ
と
を
つ
い
で
入
城
し
た
。

そ
し
て
そ

れ
と
同
時
に

い
わ
ゆ
る
文
禄
検
地

(太
閤
検
地
)
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
検
地
は
、

実
は
こ
れ
よ
り
さ

き
に
実
施
さ
れ
た
指
出
に
よ
る
既
定
事
実

の
確
認
と
い
う
性
格
を
も

っ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
さ
か
の
ぼ

っ
て
こ
れ
ま
で
の
指
出
に
つ
い

て
考
え
て
み
よ
う
。

奈
良

に
対
し
て
は
、

す
で
に
信
長
に
よ
る
天
正
八
年

(一五八〇)
、
秀
吉
に
よ
る
同
十
三
年

・
十
九
年
と
し
ば
し
ば

指
出
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
天
正
十
三
年

の
指
出
に
際
し
て
秀
吉
の
と

っ
た
興
福
寺
対
策
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
奈
良
中
に
た
い
し
て

太

閤

検

地

と

奈

良
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の

一
例

と

し

て
、

垂

井

郷

(い
ま
の

樽
井
町
)
の
指

出

を

つ
ぎ

に
あ

げ

る

こ
と

に
す

る
。

「
庁

中

漫

録

」

に

は
、

天

正
十

三
年

(
蓋
八
五
)
九
月

と

十

二
月

の

二
通

が

あ

る

。

第一章 奈良町の成立

奈
良
垂
井
郷
家
屋
敷
地
子
指
出
之
事

合
四
貫

七
百
廿
六
文
者

屋
敷

(義
)

興
福
寺

家
壱
所

四
百
廿

三
文

(王
力
)
地
主
談
儀
田
納
所
興
禅
院

与

四

郎

此
内
廿
三
文

明
星
院

興
福
寺

同
壱
所

百
五
十
文

地
主
談
儀

田
納
所
明
王
院

(
マ
、
)

此
内
廿
三
文

ミ
ヤ
ウ
ワ
キ
ン

(納
)

一
所
屋
敷

四
百
廿
三
文

談
義
田
四
所
興
禅

院

与

四

郎

一
所
屋
敷

百
五
十
文

談
義
田
四
所
明
王
院

小

六

少

六

一
所

屋
敷

六
百
六
十
七
文

春

日
社
御
神
楽
方

又

五

郎

一
所

屋
敷

五
百
八
十
七
文

同
春
日
社
御
神
楽
方

新

九

郎

一
所

屋
敷

三
百
卅

二
文

さ

つ
ま
屋

新

九

郎

新

二

郎

ヘ
ニ
ヤ

一
所
畠

弐
百
六
十
七
文

三
郎
次
郎

一
所
屋
敷

百
四
十
文

西
金
堂
下
地

弥

三

郎

一
所
屋
敷

参
百
文

談
義
田
四
所
惣
珠
院

四

郎

一
所
屋
敷

弐
百
五
十
文

今
御
門
文
円
方

助

四

郎

一
所
屋
敷

参
百
文

木

津

屋

弥

二

郎

一
所
屋
敷

七
十
五
文

西
金
堂
下
地

源

二

郎

此
内
二
枚
ハ
畠
也

一
所
屋
敷

但
五
十
文

今
辻
子
堂
屋
敷

源

五

郎

二
郎
三
郎

セ
ウ
ヱ
ン
へ

一
所
屋
敷

六
百
+
五
轟

鏑

宮
鍛

合
四
貫
七
百
廿
六
文
以
上

天
正
十
三
配
九
月
廿
三
日

ヰ
ぬ
ヂ

姻
籍

三
文

合
吾

卆

二
文
者

与
四
郎

百
六
十
九
文

ヰ
ぬ
　

嬉

+
文

合
二
草

文
者

小

六

萼
六
百
六
+
七
文

合
九
百
卅
三
文
者

又

五

郎

ワ
リ

弐
百
六
十
六
文

ヰ
ぬ
ヂ

吾

八
+
七
文

合
八
百
廿

一
文
者

新

九

郎

ワ
リ

弐
百
卅
四
文

ヰ
　
ヂ

三
百
卅
文

合
四
百
六
十
二
文
者

新

二

郎

ワ
リ

百
卅
三
文
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本
地
子

百
四
十
文

合
百
九
十
六
文
者

弥

三

郎

わ
り

五
十
六
文

本
地
子

三
百
七
十
文

合
五
百
十
八
文
者

四

郎

わ
り

百
四
十
八
文

本
地
子

二
百
五
十
文

d
ill百
十
文
者

助

四

郎

わ
り

百
文

本
地
子

三
百
文

合
四
百
廿
文
者

源

五

郎

わ
り

百
廿
文

ヰ
ぬ
　

籍

辛

文

合
三
百
鬆
繋

二
郎
三
郎

聾九
十
文

合
百
廿
六
文
者

二

郎

わ
り

卅
六
文

本
地
子

唔

斐

合
七
耳

八
文
者

与
九
郎

二
百
八
文

本
地
子

弐
百
六
十
七
文

合
三
百
七
十
五
文
者

三
郎
二
郎

わ
り

百
八
文

本
地
子

三
百
文

合
四
百
廿
文
者

弥

二

郎

わ
り

百
廿
文

本
地
子合

四
貫
六
百
四
十
四
文
者

わ
り合

壱
貫
八
百
五
十
七
文
者

惣
合
六
貫
五
百
壱
文
者

天
正
十
三
年
配
十
二
月
五
日

此
表

一
粒
も
ち
か
い
無
御
座
候
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ま
ず
九
月
の
分
で
み
る
と
、
寺
社
の
ほ
か
に
薩
摩
屋

・
紅
屋

・
木
津
屋
と
い
う
有
力
町
人
も
土
地
屋
敷
を
所
有

し
て
い
た
ら
し
い
こ

と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
十
二
月
の
指
出
に
な
る
と
土
地
所
有
者
の
登
録
は
な
く
、
居
住
者
は
多
少
の
相
違
が
あ
る
が
大
体
は
同
じ
で

あ
り
、
付
加
税
的
な
屋
敷
口
割
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
土
地
の
所
有
権
は
排
除
さ
れ
て
、
居
住
者
を
た
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て

「
検
地
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
土
地
の
生
産
力
を
よ
り
正
確
に
計
量
し
て
貢
租
額
を
確
保
し
、
政
権
の
基
礎
固
め
を
す
る
た



樽 井 検 地 帳表1

三 太 夫

又右衛門

同 人

弥 次 郎

新 九 郎

新 二 郎

藤左衛門

新 七 郎

又 四 郎

与 五 郎

甚 三 郎

助 三 郎

与 次

与 二 郎

七又

か か

源 衛 門

二郎三郎

源 五 郎

弥 三 郎

弥 二 郎

助 四 郎

又 四 郎

石

1.503

412

940

649

2.214

1.249

265

265

!1

11

400

425

231

190

220

168

227

889

660
..

1

826

1.316

畝 歩

227

ユ2.5

1

24

219

129

22

23

18

19

20

26

8.5

15

8

7

18

116.5

15.5

1

12.5

12
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第一章 奈良町の成立

居 屋 敷
〃

畠

居 屋 敷

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

居 屋 敷
　

(こ うや 分)

敷

〃

畠

屋

〃

〃

〃

〃

〃

居

め
の
仕
上
げ

の
政
策
で
あ

っ
た
。
秀

吉
に
よ
る
文
禄
検
地
は
、
も
ち
ろ
ん

奈
良
中
に
も
実
施
さ
れ
た
。
文
禄
四

年

(蓋
九五)
十
月

八
日
、郡
山
城
主
増

田
長
盛
が
検
地
奉
行
と
な
り
、
福
西

源
次
が
こ
と
に
あ
た

っ
た
。
樽
井
町

の
検
地
帳
が
あ
る
の
で
、
さ
き
の
指

出
と
比
較
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
表

1
と
し
て
あ
げ

て
み
る
。

検
地
帳
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

検
地
に
よ
る
調
査
結
果
を
ま
と
め
た

一
種
の
土
地
台
帳
で
あ
る
が
、
こ
の
検
地
帳
に
は
標
題
に

「奈
良
之
内
樽
井
検
地
之
帳
」
と
あ

っ

て
、
郷
と
も
町
と
も
み
え
な
い
。
町
は
寺
社
領
と
さ
れ
て
い
た
郷
が
自
治
的
共
同
体
化
を
す
す
め
て
成
立
し
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
奈

良
町
何
郷
の
名
が
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
畠
と
屋
敷
だ
け
の
郷
で
は
銀
地
子
を
、
田
地
を
ふ
く
む
郷
で
は
銀
地
子
と
米
地
子
を
徴

せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
町
と
村
の
区
別
は
明
確

に
は
さ
れ
ず
、
郷

の
よ
び
名
も
同
時
に
使

用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
奈
良
惣
中
と
い
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
町
は
こ
こ
で

一
応

じ
か
た

は
確
認
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
奈
良
惣
中
に
入
ら
な
い
郷
は
村
と
さ
れ
、
寺
社
領
と
な

っ
た
郷
も
、
の
ち
地
方
町
と
な

っ
た
農

村
的
な
郷
も
、
や
は
り
村
と
し
て
待
遇
さ
れ
た
ら
し
い
。
ま
た
寺
社

の
所
領
も
、
こ
の
文
禄
検
地
に
よ

っ
て
近
郊

の
村

々
が
あ
て
が
わ

れ
、
寺
社
に
所
属
す
る
職
人
た
ち
は
諸
役
を
免
除
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
天
正
か
ら
文
禄
の
こ
ろ

(一伍
拙
導

に
、
豊
臣
政
権
の
強
力
支
配
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完
成
の
土
台
が
で
き
た
の
で
あ

っ
て
、
奈
良
は
こ
こ
に
寺
社
支
配
下
の
都
と
い
う
性
格
が
、
封
建
権
力

の
支
配
す

る
都
市

へ
と
変
容
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

天
正
八
年

(
蓋
八〇
)
、

織
田
信
長
は
大
和
全
域
に

「指
出
」

の
提
出
を
命
じ
た
が
、

こ
れ
は
直
接
に
は
何
と
い

っ
て
も
中
世
的
領
主

層
の
領
有
関
係
を
根
底
か
ら
覆
す
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
点
で
こ
の
指
出
の
命
令
は
、
近
世
農
村
体
制
成
立

へ
の
第

一
歩

を
ふ
み
出
し
た
政
策
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
天
正
十
六
年

(蓋
八八)
の
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
全
国
的
に
出
さ
れ
た
刀
狩
の
命
令

に
よ

っ
て
、
権
力
に
対
す
る
農
民
の
反
抗
の
手
段
が
奪
わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
兵
農
分
離
が
実
現
し
た
。
そ
れ
と
と
も

に
、
農
民
に
よ
る
生

産
増
強
が
企
図
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
同
十
九
年

(
蓋
空
)
に
出
さ
れ
た
三
か
条
の
身
分
法
令
に
よ

っ
て
、
農
民
身
分
の
固

定
が
決
定
的
と
な

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
と
ほ
ぼ
平
行
し
て
実
施
さ
れ
た
太
閤
検
地
に
よ

っ
て
、
そ
の
総
仕
上
げ
が
な
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

豊
臣
秀
吉
に
よ
る
検
地
は
、
天
正
十
三
年

(蓋
八五)
の
興
福
寺
領
に
つ
い
て
の
指
出
以
後
、

文
禄
検
地
ま
で
の
間
に
、

何
回
も
地
域

的
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
現
在
の
奈
良
市
域
で
は
、

大
安
寺
村
に
天
正
十
四
年

(三
八六)
十
月
二
日
付
け
の
検
地
帳
写
本
が
あ
り
、

末
尾

の
合
計
に

「
田
畑
屋
敷
合
八
拾
壹
町
三
反
五
歩
、
分
米
千
六
拾
壹
石
七
斗
五
升
、
墨
付
七
拾
枚
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
大

和

の
村
落

の
中
で
、
天
正
年
号
の
あ
る
検
地
帳
の
残
存
す
る
例
は
実
は
き
わ
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
大
和

の
一
国
総
検
地
は
、

増
田
長
盛
に
よ

っ
て
文
禄
四
年

(
蓋
九五
)
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、

そ
れ
は

「
過
分

二
打
増
」
と
い
う

よ
う
に
厳
格
な
態
度
で
の
ぞ
ん
だ
の
で
、
寺
社
や
農
民
に
非
常
な
不
安
を
与
え
た
も
の
で
あ

っ
た
。
当
時

の
奉
行

は
増
田
長
盛

・
長
束

正
家

・
小
堀
新
助

・
一
庵
法
印

・
新
庄
駿
河
守

・
井
上
新
介
ら
で
あ
り
、
お
よ
そ

一
郡
を
単
位
と
し
て
行
な
わ
れ

た
も
の
で
あ

っ
て
、

必
ず
し
も
そ
の
土
地

の
領
主
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
。
そ
し
て
こ
の
検
地
で
、
奈
良
市
域

の
添
上
郡
に
は
増
田
長
盛
、
添
下
郡
に
は
井

上
新
介
と
長
束
正
家
ら
が
そ
の
奉
行
に
あ
た

っ
て
い
る
。

い
ま
奈
良
市
域
で
の

一
例
を
あ
げ
る
と
、

享
保
八
年

(一七二三)
に
郡
山
藩
領
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第一章 奈良町の成立

表2 常福寺村組諸村の検地役人

文禄4年9月15日
超昇寺村 常福寺村
歌姫村 山陵村
門外村 横領村

文禄4年9月16日押熊村

文禄4年9月16日
中山村

文禄4年9月
本郷村

文禄4年9月11日
西大寺村

文禄4年9月15日宝来村

文禄4年9月
興福院村

文禄4年9月15日

斎音寺村

文禄4年9月 ユ5日
平松村

木村宗左衛門内真木伝
七 古市三右衛門

井口善右衛門 新藤甚介

長束大蔵奉行
小田半左衛門
斎田九左衛門

青木久八
河村弥七郎

長束大蔵奉行
小田半左衛門 青木久八

長束大蔵
斎田九左衛門 河村弥七郎

井上新介 貞安谷孫
三 駒井久七

(長束大蔵)
岡屋八左衛門
倉垣孫作

田所小兵衛

っ
て

整

理

し

て

み

る

と
表

2

の
よ

う

に

な

っ
て

い

る

。

門衛右乙本山

長束大蔵くミ 木村宗左衛門
領中の中添上郡ノ分
増田右衛門尉打口

佐伯彦兵衛 山本乙右衛門 真木伝七井
口善左衛門 古市三右衛門 新藤甚介

長束大蔵くみ 木村宗左衛門増
田右衛門尉打口

領内の中添上郡の分
端与兵衛 福西源次 真木伝七
井口善右衛門 山本乙右衛門 新藤甚介
古市三右衛門

長束大蔵
岡屋八左衛門
山東五郎兵衛

田所小兵衛 倉垣孫作
井上介三 田付四郎兵衛

享保8年4月 「村n51検 地帳年号并御役人書出帳扣」

(天理図書館蔵)

の
常
福
寺
村
組
に
属
し
た
村
々
が
、
文
禄
検
地
の
際
の
検
地
役
人
を
書
き
留
め
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
竿
入
れ

(
測
量
)
の
日
次
別
に
よ
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北椿尾村検地帳(北椿尾町有文書)

こ
の
表
を
み
る
と
、
九
月
十
五
日
に
検
地
を
行
な

っ
た
村
は
、
超

昇
寺
郷
の
六
か
村
と
斎
音
寺
・宝
来
・平
松
の
村

々
と
な

っ
て
お
り
、

前
二
者
は
役
人
の
重
出
す
る
も
の
五
人
、
後

二
者
も
重
出
三
人
と
な

っ
て
い
て
、
か
れ
ら
が
田
畑
調
査
の
詳
細
に
わ
た

っ
て
自
身
が
立
会

っ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
大
村
な
ら

一
村

に
三
人
、
小
村
な
ら

一
人
程
度
が
出
張
し
、
部
下
を
督
励
し
て
調
査

を
指
揮
し
た
程
度
の

も
の
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ぽ
、
さ
き
に
奈
良
町
に
つ

い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
数
度
の
指
出
で
す
で
に
実
際
に
用
意
さ
れ

て
い
た
土
地
台
帳
を
承
認
す
る
形
で
、
簡
略
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ぽ
、
戦
国
乱
世
の
中
で
成
長
し
て
き
て
い
た
郷
村
を
公
認
し
た
も
の
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

大
和
に
は
文
禄
検
地
帳
が
二
〇
〇
以
上
も
残

っ
て
い
る
。
当
時
約

一
五
〇
〇
町
村
と
す
れ
ば
、
そ
の
現
存
率
は
全
国
で
も
高

い
方

の

部
に
入
る
で
あ
ろ
う
。

現
市
域
で
は
、

北
椿
尾

・
大
安
寺

・
柴
屋

・
窪
之
庄

・
中
ノ
川

・
六
条

・
西
九
条

(効
都
家
)
な
ど

の
も
の
が
残

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
み
る
と
、
記
載
形
式
は
大
体
同

一
で
、
田
畑
の
等
級
は
上

・
中

・
下

・
荒
に
分
類
さ
れ
る
が
、
な
か
に
は
上
田
の

上
に
上
々
田
、
下
田
の
下
に
下
々
田
を
加
え
た
も
の
も
あ
る
。
屋
敷
は
別
に
記
さ
れ
、
畑
を
付
記
し
た
も
の
も
あ

る
。
斗
代
租
率
は
最

高

一
石
六
斗
で
、
し
だ
い
に
二
斗
下
が
り
が
通
則
で
あ
る
が
、
ま
れ
に
は

一
石
五
斗
七
升
と
い

っ
た
も
の
も
み
ら

れ
る
。

北
椿
尾
村
に
は
文
禄
四
年

(
蕘
五
)
検
地
帳
と
同
年
次

の
日
付
を
も

つ
名
寄
帳
が
残
さ
れ
て
い
る

(苅
舗
)
。

名
寄
帳
と
は
、

村
々

で

徴
税

の
便
を
考
え
て
、
検
地
帳
を
改
編
し
て
土
地
耕
作
者
別
台
帳
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
名
寄
帳
と
検
地
帳
と
が
並
存
し

て

い

る

の
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で
、
以
下
に
こ
れ
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

検
地
帳

は
増
田
右
衛
門
尉
打

口
で
奉
行
は
深
尾
甚
六

で
あ
る
。

丁
末

に
深
尾

の
書
判
と
各
丁
ご
と

に
証
判

が
み
え
る
。
本
帳
と
考

え
ら
れ

る
が
、
小

(大
和
)

字
名

に
不
備
が
多
く
、

や
や
疑
わ
し

い
。
名
寄
帳

は
文
禄
四
年

八
月

二
十

二
日

の
日
付
が
あ
り
、
表
紙
は

「
[
凵
国
添
上
郡
之
内
北
椿
尾
村
御
検
地

な
よ
せ
之
帳
」
と
あ
る
。

一
筆
ご
と

に
あ
る
証
判

の
年
次

・
証
者
と
も

に
不
明
で
あ

る
。
検
地
帳
全
筆

三
八
〇

に
対
し
て
、
名
寄
帳

は
三
七
六
筆

で

あ
り
、
表
紙

の
次

の
丁
か
最
後
尾

に
欠
丁
が
あ

る
も

の
と
考
え
ら
れ

る
。

表

3
は
検
地
帳
と
名
寄
帳

の
登
録
者
所
持
高

を
整
理

し
た
も

の
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
登
録
者

に
は
大
き

な
ち
が

い
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
入
作
者

を
除
く
登
録
者
惣
数
が
、
検
地
帳
五
七
人

へ
と
減
少
し
、
屋
敷
持
登
録
者
は
名
寄
帳

の
場
合
五
石
以
上
層

の
増
加
、

一
石
未
満
層

の
激
減
と

い
う
現

象
が
あ

る
。

こ
れ
を
細

か
く
み
れ
ぽ

つ
き
の
よ
う

に
な

っ
て

い
る
。

表

4
は
両
帳
間

の
登
録
者

の
相
違
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
検
地
帳
登
録
者
三
十
郎

六
筆
は
名
寄
帳
で
は
三
十
郎
二
筆

、
才
十
郎
四
筆

に
分
筆

さ

れ
、
さ
ら

に
才
十
郎

は
検
地
帳
登
録
分

七
筆
、
同
帳
神
主
分

一
筆
あ
わ
せ
て

一
二
筆

を
名
寄
帳
で
は
登
録

し
て
い
る
。

要
す
る
に
太
閤
検
地
で
は
、
六
尺
三
寸
の
間
竿
を
用
い
、

一
反
三
〇
〇
歩
制
で
地
積
を
町
反
畝
歩
で
あ
ら
わ
し
、
土
地
の
品
位
等
級

を
き
め
て
京
枡
に
ょ
る
生
産
高

(石
高
)
を
算
出
し
た
。
こ
れ
を
石
盛
と
い

っ
て
い
る
。
そ
し
て

一
地

一
作
主
義

が
貫
か
れ
た
の
で
、登

禄
老
は
耕
作
権
者
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
検
地
帳
は
以
上
の
諸
項
を
記
し
た
土
地
台
帳
で
、

こ
れ
が
租
税
決
定
の
資
料
で
あ
り
、
ま
た

農
民
台
帳
で
も
あ

っ
た
。
そ
の
う
え
、
こ
れ
に
よ

っ
て
村
の
石
高
が
集
計
さ
れ
て
村
高
が
明
記
さ
れ
、
村
が
担
税
者
と
な
り
、
こ
の
村

高
に
よ

っ
て

「
村
切
り
」
を
行
な

っ
て
行
政
単
位
を
確
立
し
、
大
名
ら
の
知
行
が
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
太
閤
検
地
は
ま
さ
に

近
世
社
会
の
土
台
を
な
す
も
の
と
い
え
る
。
し
た
が

っ
て
検
地
は
江
戸
時
代
に
も
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
の
全
国

一
律
の
文
禄
検
地
帳
を

尊
重
し
、
明
治
維
新
ま
で
基
本
の
土
地
台
帳
と
し
て
重
要
視
さ
れ
保
管
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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表3北 椿尾村文禄4年 検地帳 ・名寄帳集計

検 地 帳1 名 寄 帳

高 人 数 瞬 数入儲 【人 数 屋醐 入儲
1 1

20石 以 上 (与 一郎22-278) 0 0 (与 一郎22・278) 0 0

15石 以上20石 未満 0 0 0 0 0 0

10石 以上15石 未満 0 0 0 0 0 d

9石以上10石 未満 0 0 0 1 1 0

8石以上9石 未満 1 0 0 1 ユ 0

7石以上8石 未満 2 0 0 1 1 0

6石以上7石 未満 4 2 0 2 2 0

5石以上6石 未満 5 5 0 7 6 0

4石 以上5石 未満 3 3 0 5 5 0

3石 以上4石 未満 8 7 0 7 7 0

2石 以上3石 未満 5 2 0 5 3 0

1石以上2石 未満 ユ2 4 ユ ユ0 3 2

1石未満 32 17 11 17 11 9

計 73 40 12 57 40 11

1

注1名 寄帳 は4筆3斗3升 分が不足 してい る。そ の内に名寄帳入作者1人 が ふ く

まれ るもの と考 え られる

2ヤ ー郎 ・弥一郎、 お うし ・お うじ弥五郎 ・お うじ、総市 ・総一、五郎四郎 ・

め くら五郎四郎、お りき与二郎 ・与二郎 、おやす ・あ さたておやす、与三郎 ・

きもい り与三郎、ひ じ り ・ひ じ り左近二郎 ・左近二郎、宮坊主 ・宮坊 ・前三坊
・宮三坊は 同一 とみ な した
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表4の1 検地帳名寄帳登録老の比較

鑿鑠 小 剽 品 等陟IR 蠶 薯1小 字1品 等畝 歩隔

三十郎 神 田 下 田
反 歩 石 合
0.32210.426 鑒 郎 () C C)

石 勺
0.4154

〃 神 田 下 田 0.91011.054 驚 神 て ん C) C) ユ.0573

反 歩
〃 宮之上 下h畠 0.218 11:/ 才十郎宮 之 上 下h畠 0.218 0.0802

〃 かい と 下 畠 o.11s 0.132 〃 か い と 下 畠 0.118 0.1320

〃 かい と 中 畠 0.200 0.206 〃 か い と 中 畠 0.200 0.2060

〃 あなの谷上下 田 0.010 0.037 〃 ア ナ ノ 谷 下 田 0.010 0.0376

神 主i一 屋 敷 0ユ02 0ユ32 神主
才十郎

一 屋 敷 0.102 0.1320

才十郎 V'ほ ん 松 下 田 0.300 0.340 才十郎 C 下 田 0.300 0.3400

〃 お うか く上 田 0.400 0.618 〃 大 郎 下 上 田 0.400 0.6180

〃 北 谷下 々畠 1.000 0.309 〃 キ タ タ ニ 下h畠 1.000 0.3090

〃 な か 尾中 田 0.200 0.273 〃 な か お 中 田 0.200 0.2730

〃 ナ カ ウ 中 田 1.405 1.896 〃 な か お 中 田 1.405 1.8967

〃 おおいてん 下 田 0.102 0.ユ20 〃 ロ トリテン下 田 0.102 0.1207

〃 おおいてん 下 田 0.620 0.785 〃 匚コ トリテン下 田 0.628 0.7854

注1北 椿尾町有、文禄検地帳およびなよせの帳から作成

2()は 破損個所、一は記載なし
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表4の2

検地帳登録者 名寄帳登録者 名寄帳合計

三三 十 良i36→ 三 十 良β 2 三 十 郎2
才 十 郎

才 十 郎7→ 〃神
主1〃

41

1
才 十 郎12

孝鞭 盟1°31=与7郎
1°

24 与 一 郎34

総 八 郎7_総/1郎
1/
7 総 八 郎8

又 四 郎
又 四 郎7→ 〃
又 五 郎1→ 〃 }} 又 四 郎14

喜 六7→ 喜 六
喜 八2-→ 〃

71
2 喜 六9

讐 糖=禅"門 1} 禅 門6

岩 松11→ 九 介 6 九 介6

お 岩1→ 岩 〃 松
5/
1

岩 松6

又 七8→ 又 七 7 又 七7

教 存3→ 教 〃 存
1/
3 教 存4

弥 一 郎8→ 弥 一 郎 7 弥 一 郎7

弥 二 郎2_弥 テ 郎
11
2 弥 二 郎3

謬瑟lllコ 三町 郎
sl
4 三 郎 二 郎 ユ2

嵳衛喬轟1コ 才 芽 郎
21
2 才 五 郎4

嵳黐慧1コ 左騨 郎
61
1 左衛門太郎7

左衛門九郎
才 六2→ 〃
左衛門二郎9→ 〃 1} 左衛門太郎7

左衛門二郎 8 左衛門二郎8

攣 至lll二 総 づ 郎
51
2

総 五 郎7

助 三 郎1_与 芽 郎
21
11 与 五 郎3

毳廊 謹1=善 ラ 郎
1/
1 善 三 郎2

簷二 齢 コ 清ラ 郎
l/
8 清 二 郎9

墓之 晶1コ 左導 郎
21
21 左近 二 郎4

き も い り1→ 与 二 郎
四 郎 三 郎1→ 〃与

二 郎5→ 〃 }} 与 二 郎7

前 之 坊1一 宮 坊 主
宮 坊1-〃宮 坊 主

6→ 〃

11

6
宮 坊 主8
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