
「
塵
芥
集
」
と
は
、
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
に
奥
羽
の
戦
国
大
名
で
あ
る
伊
達
植
宗
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
分
国
法
で
あ
る
。
そ

の
条
文
数
は
一
七
一
ヵ
条
に
も
及
び
、
詳
細
な
内
容
が
際
立
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
『
塵
芥
集
」
を
分
析
対
象
と
し
た
研

究
は
、
意
外
な
こ
と
に
あ
ま
り
存
在
し
な
い
。
以
下
、
そ
の
数
少
な
い
研
究
を
整
理
す
る
。

ま
ず
、
そ
の
最
大
の
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
小
林
宏
氏
に
よ
る
「
伊
達
家
塵
芥
集
の
研
究
」
（
創
文
社
、
一
九
七
○
年
）

で
あ
ろ
う
。
こ
の
小
林
氏
の
研
究
は
、
「
塵
芥
集
』
と
い
う
名
称
の
由
来
や
そ
の
意
義
、
構
造
に
見
ら
れ
る
特
質
、
御
成
敗
式
目
と
の

関
連
性
な
ど
、
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
。
小
林
氏
は
、
こ
の
研
究
の
中
で
『
塵
芥
集
』
の
制
定
理
由
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
り
、
そ
の

理
由
は
奥
州
守
護
職
の
補
任
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

一
方
で
、
遠
藤
ゆ
り
子
氏
は
、
『
塵
芥
集
」
の
制
定
理
由
は
在
地
社
会
の
実
態
追
及
か
ら
明
ら
か
に
な
る
と
し
て
、
条
文
内
容
の
意

義
を
検
討
し
た
。
具
体
的
に
は
、
「
塵
芥
集
」
の
用
水
規
定
を
考
察
し
て
、
そ
の
結
果
、
人
々
の
生
存
に
対
処
す
る
た
め
に
「
塵
芥
集
」

は
制
定
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

は
じ
め
に

『
塵
芥
集
」
か
ら
探
る
奥
羽
の
自
力
救
済
社
会
ｌ
他
国
法
と
比
較
し
て
Ｉ佐

藤
耕
太
郎
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さ
て
、
以
上
の
研
究
の
中
か
ら
、
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
遠
藤
氏
の
論
考
で
あ
る
。
こ
の
論
考
は
、
奥
羽
に
お
け
る
村
落
の
実

態
を
探
っ
て
お
り
、
大
変
貴
重
な
成
果
と
言
え
る
。
し
か
し
、
黒
嶋
敏
氏
は
、
こ
の
論
考
に
対
し
て
、
村
落
の
自
立
性
を
拡
大
解
釈
し

４

て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
奥
羽
に
お
け
る
村
落
の
自
立
性
に
は
、
多
少
の
言
及
の
余
地
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
「
塵
芥
集
」
を
題
材
と
し
て
、
当
該
期
の
奥
羽
に
お
け
る
村
落
の
「
自
力
救
済
」
体
系
を
検
討
し
て
い
き
た

い
。
具
体
的
に
は
、
他
の
分
国
法
（
以
下
、
他
国
法
と
称
す
る
）
と
の
比
較
を
通
し
て
、
奥
羽
の
村
落
が
自
身
の
運
営
上
に
発
生
す
る

問
題
に
対
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
主
体
的
に
解
決
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

３

性
を
提
示
し
て
い
る
。

本
章
で
は
、
「
塵
芥
集
」
が
制
定
さ
れ
た
奥
羽
に
お
け
る
「
自
力
救
済
」
の
実
態
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
境
相
論
、

百
姓
の
去
留
、
用
水
の
三
つ
の
規
定
を
検
討
材
料
と
す
る
。

ま
た
、
近
年
で
は
、
桜
井
英
治
・
清
水
克
行
両
氏
が
「
戦
国
法
の
読
み
方
Ｉ
伊
達
植
宗
と
塵
芥
集
の
世
界
‐
生
（
高
志
書
院
、

二
○
一
四
年
）
を
上
梓
し
て
お
り
、
多
く
の
条
文
の
解
釈
と
理
解
を
試
み
て
い
る
。
桜
井
・
清
水
両
氏
は
、
こ
の
中
で
山
賊
行
為
の
裁

決
に
関
す
る
条
文
で
あ
る
第
六
五
条
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
受
け
て
、
前
川
祐
一
郎
氏
は
、
第
六
五
条
の
別
の
解
釈
の
可
能

１
先
例
と
中
分

本
節
で
は
、
武
力
な
ど
の
実
力
を
保
全
す
る
こ
と
に
よ
り
、
紛
争
解
決
が
図
ら
れ
て
い
た
、
当
該
期
の
「
自
力
救
済
」
社
会
に
お
い

一
奥
羽
の
自
力
救
済
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自力救済社会一他国法と比較して－｢塵芥集」から探る奥羽の

て
、
そ
の
あ
り
方
が
よ
く
表
れ
て
い
る
境
相
論
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。

境
相
論
に
関
す
る
規
定
は
、
中
世
法
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
塵
芥
集
」
と
他
国
法
に
お
け
る
、
境
界
の
不
明
な
山

野
河
海
で
の
境
相
論
に
関
す
る
規
定
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
違
点
と
そ
の
原
因
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
、
「
塵
芥
集
」
に

お
け
る
境
相
論
規
定
に
つ
い
て
、
次
の
【
史
料
二
か
ら
【
史
料
三
】
に
示
す
。

【
史
料
二
「
塵
芥
集
」
第
一
二
二
条

（
先
〃
）

一
境
一
〈
会
）
一
刈
一
｛
作
塒
一
（
問
群
）

一
、
せ
ん
／
、
よ
り
さ
か
ひ
な
く
、
入
あ
ひ
に
か
り
候
山
野
の
事
、
さ
く
は
に
い
た
し
候
一
一
付
て
も
ん
た
う
あ
り
、
し
か
ら
ハ
山

（
先
規
〉
（
作
鳩
）
（
止
）
｛
汗
｝
（
強
）
（
作
鳩
）

ハ
山
、
野
ハ
野
、
せ
ん
き
の
こ
と
く
さ
く
は
を
あ
ひ
や
め
へ
き
な
り
、
な
を
此
旨
を
そ
む
き
、
し
ゐ
て
さ
く
は
に
な
す

く
ま
）

（
作
鳩
）
（
理
運
）

と
も
か
ら
あ
ら
は
、
く
た
ん
の
さ
く
は
を
り
う
ん
の
方
へ
付
へ
き
な
り
、

え
ろ
（
刈
｝

（
作
嶋
）

【
史
料
二
は
、
「
以
前
か
ら
境
界
が
な
い
「
入
あ
ひ
に
か
り
候
山
野
」
（
共
有
地
）
に
つ
い
て
、
そ
こ
を
「
さ
く
は
」
（
田
畑
）
に
し

（
先
蝿
言

よ
う
と
し
て
訴
訟
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
せ
ん
き
」
（
先
例
）
に
従
っ
て
、
田
畑
に
す
る
こ
と
は
止
め
な
さ
い
。
な
お
、

こ
の
決
ま
り
に
背
い
て
、
強
制
的
に
田
畑
に
し
よ
う
と
す
る
者
が
い
れ
ば
、
所
有
に
関
し
て
道
理
の
あ
る
者
に
そ
の
土
地
を
付
与
す

プ
（
や
Ｏ
」

【
史
料
三
「
塵
芥
集
」
第
一
二
三
条

｛
境
）
（
先
規
）
薊
行
）
（
儀
）

一
、
さ
か
ひ
相
た
、
さ
る
の
山
の
事
、
せ
ん
き
ま
か
せ
た
る
へ
し
、
か
く
の
こ
と
く
の
地
、
も
し
ち
き
や
う
の
き
あ
る
な
き
の

（
問
答
）

（
互
）

（
剛
行
）

（
野
所
務
）
（
沙
汰
）
（
改
）

も
ん
と
う
、
相
た
か
ひ
に
ち
き
や
う
の
年
記
を
か
ん
か
へ
、
た
う
し
よ
む
廿
一
ヶ
年
過
候
者
、
さ
た
を
あ
ら
た
む
る
に
を
よ
ば

（
方
）

（
所
務
）

（
方
）

〈
近
）

〈
壁
現
〉

（
非
分
）

す
、
し
か
る
に
一
は
う
は
、
年
久
し
く
し
よ
む
の
よ
し
申
、
一
は
う
は
、
ち
か
き
年
む
り
に
手
を
入
ら
る
、
、
ひ
ふ
ん
の
よ
し

（
瞳
々
）
｛
間
符
）

（
押
掠
）
（
壁
（
曲
端
）

た
ひ
Ｉ
、
も
ん
た
う
に
を
よ
ふ
と
い
へ
と
も
、
を
し
か
す
め
ら
る
、
の
ゆ
へ
年
月
を
ふ
る
、
さ
ら
に
ゅ
う
し
ょ
な
き
に
あ
ら
さ

（
誹
訟
）

一
企
）

（
酸
）

（
Ⅲ
）

（
礼
）

（
椎
）
（
″
）

る
の
よ
し
そ
せ
う
を
く
ハ
た
つ
、
し
か
の
こ
と
き
と
も
か
ら
、
相
た
か
ひ
に
申
旨
を
た
、
し
さ
く
り
、
理
の
を
す
か
た
へ
く
た

と
し
て
い
る
。

8う



一
先
規
）

【
史
料
三
】
は
、
「
田
畑
や
山
野
、
屋
敷
な
ど
の
境
界
に
つ
い
て
は
、
「
せ
ん
き
」
に
従
い
な
さ
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
前
か
ら
の
境

界
を
改
め
、
私
的
に
境
界
を
示
す
標
識
を
立
て
、
訴
訟
を
企
て
た
場
合
、
本
来
の
土
地
所
有
者
が
反
論
す
る
こ
と
は
道
理
に
反
す
る
こ

と
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
両
方
の
主
張
を
吟
味
し
、
道
理
に
適
っ
て
い
な
い
訴
訟
で
あ
る
と
判
明
し
た
場
合
は
、
原
告
の
領
地
の
一
部

５

を
没
収
し
、
訴
え
ら
れ
た
側
に
付
与
す
る
。
」
と
定
め
て
い
る
。

を
吟
味
し
、
道
理
の
あ
る
者
へ
訴
訟
聖

を
没
収
し
、
こ
の
訴
訟
対
象
地
分
の
‐

【
史
料
三
】
「
塵
芥
集
」
第
一
六
九
条

一
、
田
畠
な
ら
び
に
山
野
・
屋
‐

（
膀
示
）

一
垂

く
し
に
は
う
し
を
た
て
、
そ
虹

（
糾
明
〉

申
旨
、
こ
れ
を
き
う
め
い
し
、

一
鏑
研
）
一
付
）
ｎ
曲
）
｛
紋
）
一
非
分
）
・
冊
）
（
方
）
（
所
亙
（
四
（
劃
一
分
〉

ん
の
ろ
ん
し
ょ
を
つ
け
、
な
ら
ひ
に
、
い
せ
ん
に
の
す
る
こ
と
く
、
ひ
ふ
ん
の
申
い
つ
る
か
た
の
し
よ
た
ひ
の
う
ち
を
さ
き
わ

へ
勘
所
）
（
過
犀
）
（
方
）

け
、
か
の
ろ
ん
し
よ
ほ
と
た
う
り
の
か
た
へ
付
へ
き
な
り
、

（
先
規
｝

【
史
料
三
で
は
、
「
境
界
が
な
い
山
に
関
し
て
は
、
「
せ
ん
き
」
に
従
い
な
さ
い
。
こ
の
よ
う
な
土
地
の
知
行
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
発

生
し
た
場
合
は
、
相
互
の
知
行
年
数
を
考
慮
し
、
そ
れ
が
二
十
一
年
以
上
経
過
し
て
い
た
ら
、
知
行
者
を
改
め
る
必
要
は
な
い
。
し
か

し
、
一
方
は
、
そ
の
土
地
を
二
十
一
年
以
上
知
行
し
て
き
た
と
主
張
し
、
も
う
一
方
は
、
そ
れ
は
無
理
に
入
手
し
た
土
地
で
あ
る
と
主

張
し
、
頻
繁
に
争
い
が
起
こ
る
。
そ
し
て
、
後
者
が
、
そ
の
土
地
は
相
手
に
盗
み
取
ら
れ
た
た
め
に
年
月
が
経
過
し
て
い
る
の
で
、
こ

ち
ら
の
ほ
う
が
土
地
に
対
す
る
由
緒
が
あ
る
と
主
張
し
、
訴
訟
を
企
て
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
者
に
つ
い
て
は
、
相
互
の
主
張

を
吟
味
し
、
道
理
の
あ
る
者
へ
訴
訟
対
象
地
を
付
与
す
る
。
そ
し
て
、
前
条
で
定
め
た
よ
う
に
、
道
理
の
な
か
っ
た
者
の
所
領
の
一
部

を
没
収
し
、
こ
の
訴
訟
対
象
地
分
の
土
地
を
道
理
の
あ
る
者
へ
与
え
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

へ
き
な
り
、

｜
篭
一
一
淳
一
（
境
）
｛
先
規
）
（
古
｝
呈
境
）
｛
改
）

屋
し
き
と
う
の
さ
か
ひ
の
事
、
せ
ん
き
ま
か
せ
た
る
へ
し
、
然
処
ふ
る
き
さ
か
ひ
を
あ
ら
た
め
わ
た

一
訴
訟
）
（
企
）
（
錨
）
（
非
理
（
悶
方
）

そ
せ
う
を
く
ハ
た
つ
る
の
と
き
、
本
主
ろ
ん
を
な
す
事
、
ひ
き
よ
た
る
に
あ
ら
す
、
価
り
や
う
は
う

（
非
分
）
（
訴
訟
）
（
訴
垂
（
甑
）
（
調
）
（
分
）
〈
方
）

し
、
ひ
ふ
ん
の
そ
せ
う
た
ら
は
、
そ
せ
う
人
の
り
や
う
地
の
う
ち
を
さ
き
わ
け
、
論
人
の
か
た
に
付
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｢塵芥集」から探る奥羽の自力救済社会一他国法と比較して－

こ
れ
に
対
し
て
、
他
国
法
の
山
野
河
海
に
お
け
る
境
相
論
に
つ
い
て
の
規
定
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の

【
史
料
四
か
ら
【
史
料
七
一
に
掲
げ
る
。

【
史
料
四
】
『
今
川
仮
名
目
録
」
第
三
条

（
打
）
（
起
）

（
立
一

一
、
川
成
・
海
成
之
地
う
ち
を
こ
す
に
付
て
、
境
を
論
す
る
儀
あ
り
、
彼
地
年
月
を
経
て
、
本
跡
知
か
た
く
ハ
、
相
互
に
た
つ
る

所
の
境
之
内
、
中
分
に
可
二
相
定
一
鰍
、
又
格
別
の
給
人
を
も
可
し
被
し
付
也
、

ゞ
打
〕
槌
【
史
料
四
】
で
は
、
「
「
川
成
・
海
成
之
地
」
（
河
原
や
浜
辺
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
所
）
を
「
う
ち
を
こ
す
」
（
再
開
発
す
る
）
際
に
、

境
界
を
争
う
訴
訟
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
。
年
月
が
経
過
し
て
い
て
、
訴
訟
対
象
地
の
本
来
の
境
界
が
不
明
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の

訴
訟
の
原
告
と
被
告
が
そ
れ
ぞ
れ
に
設
定
し
た
境
界
の
「
中
分
」
（
折
半
）
に
、
新
た
な
境
界
を
設
定
す
る
。
ま
た
、
こ
の
裁
決
に
納

得
し
な
い
場
合
は
、
原
告
・
被
告
と
は
別
の
者
に
土
地
を
付
与
す
る
。
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

［
史
料
五
一
「
甲
州
法
度
之
次
第
』
第
八
条

一
、
山
野
之
地
就
二
打
起
↓
四
至
傍
爾
境
論
者
、
糾
副
明
本
跡
一
、
可
し
定
し
之
。
若
又
依
二
旧
境
一
、
不
し
及
二
分
別
一
者
、
可
レ
為
二
中

分
一
、
此
上
猶
有
二
諏
論
之
族
一
者
、
可
し
附
二
子
別
人
一
、

６

【
史
料
五
］
は
、
【
史
料
四
】
を
継
承
し
た
条
文
で
あ
る
た
め
、
そ
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
趣
旨
で
あ
る
。

一
史
料
六
】
「
結
城
氏
新
法
度
」
第
五
八
条

一
塊
）
沙
汰
）
｛
的
ク
ー
一
何
段
）
’

一
、
さ
か
ひ
諭
之
さ
た
、
如
二
推
通
一
者
、
ま
ヘ
ノ
、
よ
り
持
来
候
所
、
田
畠
な
ん
だ
ん
と
云
所
二
、
論
者
あ
る
ま
し
く
候
、
其
所

〈
鯛
）

一
野
）

｜

何

〕

｜
閲
）

一
此
〃
）
（
内
一

帯
の
そ
は
二
候
ハ
ん
原
か
や
か
山
か
、
な
に
、
て
も
候
を
、
自
二
両
方
一
ひ
ら
き
詰
、
こ
れ
ハ
こ
な
た
の
う
ち
と
論
す
へ
き
と
見

（
迂
提
）
（
傍
爾
）
（
調
）
（
段
）
（
段
）
（
付
）

及
候
、
そ
れ
ハ
し
う
こ
も
は
う
ち
も
な
き
事
に
て
候
間
、
し
ら
へ
た
て
候
て
、
十
た
ん
の
所
な
ら
は
、
両
方
へ
五
た
ん
っ
、
つ

（
兎
阿
）

（
ｆ
許
）

｛
固
）

け
候
歎
、
そ
れ
を
も
と
か
く
な
ら
は
、
て
も
と
に
さ
し
を
き
、
別
人
二
可
レ
刷
候
、
此
両
条
た
る
へ
く
候
、
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【
史
料
七
】
で
は
、
「
川
瀬
の
境
界
を
め
ぐ
る
争
い
は
、
自
分
の
所
領
と
他
人
の
所
領
が
隣
接
す
る
場
所
で
起
こ
る
。
以
前
は
自
分
の

所
領
内
に
あ
っ
た
川
瀬
が
、
他
人
の
所
領
と
の
間
に
変
動
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
以
前
は
川
瀬
が
自
分
の
所
領
内
に
あ
っ
た

と
し
て
も
、
現
在
の
川
瀬
の
境
界
に
文
句
を
つ
け
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
自
分
の
所
領
内
に
川
瀬
が
あ
る
と
主
張
す
る
者
も
い
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
川
瀬
が
両
者
の
所
領
の
境
界
に
位
置
し
て
い
た
ら
、
月
の
前
半
十
五
日
は
川
上
を
知
行
す
る
者
、
後
半
十
五
日

は
川
下
を
知
行
す
る
者
と
い
う
よ
う
に
分
け
て
、
魚
を
採
取
し
な
さ
い
。
も
し
く
は
、
両
者
合
わ
せ
て
二
十
尾
採
れ
た
ら
、
十
尾
ず
つ

分
け
る
と
い
う
よ
う
に
し
な
さ
い
。
い
く
ら
採
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
し
な
さ
い
。
以
上
の
二
つ
の
決
ま
り
を
遵
守
し
、
そ
れ

以
外
の
こ
と
は
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
混
乱
を
招
く
よ
う
な
難
し
い
取
り
決
め
を
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
。
」
と
定

【
史
料
六
】
は
、
「
境
界
を
め
ぐ
る
争
い
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
、
田
畑
が
何
段
あ
る
と
主
張
す
る
場
所
に
対
し
て
、
訴
訟
を
企
て

〈
問
）

る
者
は
い
な
い
。
原
告
の
所
領
の
近
く
で
は
な
い
山
林
や
原
野
を
両
側
か
ら
「
ひ
ら
き
詰
」
（
開
発
し
て
）
、
境
界
が
接
し
た
際
に
争
い

が
発
生
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
争
い
に
つ
い
て
は
、
証
拠
も
境
界
を
示
す
標
識
も
な
い
の
で
、
よ
く
調
査
し
て
、
も
し
訴
訟
対

象
地
が
十
段
な
ら
ば
、
両
方
へ
五
段
ず
つ
付
与
す
る
と
い
う
よ
う
に
し
な
さ
い
。
こ
の
よ
う
な
方
法
も
適
当
で
な
い
場
合
は
、
結
城
氏

が
訴
訟
対
象
地
を
没
収
し
、
第
三
者
に
そ
れ
を
与
え
る
。
本
条
は
こ
の
二
つ
の
決
ま
り
を
定
め
て
い
る
。
」
と
し
て
い
る
。

【
史
料
七
一
『
結
城
氏
新
法
度
」
第
六
○
条

（
災
〉
（
鉈
｝
（
鯛
）
（
災
）
（
内
）
（
竃
）

一
、
川
之
瀬
之
論
、
わ
か
所
帯
と
人
の
所
帯
な
ら
ひ
た
る
所
あ
る
へ
く
候
、
ま
へ
わ
か
所
帯
の
う
ち
に
あ
る
瀬
か
ハ
リ
、
人
の
所

〈
典
）
（
内
）
（
椅
）
〈
我
）
（
内
）

帯
と
の
間
二
あ
る
へ
く
候
、
も
と
わ
か
う
ち
に
て
候
と
て
、
此
瀬
二
い
ろ
ふ
へ
く
候
、
又
人
ハ
わ
か
う
ち
と
可
レ
申
候
、
両
方

（
分
｝
（
魚
）

之
境
な
ら
は
、
上
十
五
日
川
上
、
下
十
五
日
川
下
と
わ
け
、
う
ほ
を
取
へ
き
歎
、
又
両
方
よ
り
出
合
、
二
十
と
れ
候
ハ
、
、
十

（
分
｝

（
勘
一

つ
、
わ
け
へ
く
候
歎
、
い
く
つ
と
れ
候
共
、
此
か
ん
か
へ
に
て
取
へ
く
候
、
此
両
条
之
外
あ
る
ま
し
く
候
、
六
ヶ
敷
申
理
へ
か

つ
画
聖

ら
す
、
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力救済社会一他国法と比較して－｢塵芥集」から探る奥羽の自

さ
て
、
境
界
の
不
明
な
山
野
河
海
に
お
け
る
境
相
論
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
「
塵
芥
集
」
と
他
国
法
と
の
相
違
点
を
見
出
す
と

（
先
規
〉

す
れ
ば
、
そ
れ
は
裁
定
方
式
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
塵
芥
集
」
｛
史
料
二
か
ら
【
史
料
三
】
）
は
、
「
せ
ん
き
の

（
た
蝋
｝

ご
と
く
」
や
「
せ
ん
き
ま
か
せ
た
る
べ
し
」
な
ど
と
、
「
先
例
」
に
従
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
国
法
二
史

一
段
）
（
段
〉
《
付
）

料
四
一
か
ら
【
史
料
七
】
）
は
、
「
中
分
」
や
「
十
た
ん
の
所
な
ら
は
、
両
方
へ
五
た
ん
つ
、
つ
け
候
歎
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
中
分
」

と
裁
決
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

こ
の
「
先
例
」
と
「
中
分
」
に
つ
い
て
、
藤
木
久
志
氏
は
、
「
中
分
」
と
い
う
裁
決
が
見
ら
れ
る
の
は
、
土
地
の
「
開
発
」
を
め
ぐ

る
紛
争
で
あ
る
の
に
対
し
、
裁
決
に
「
先
例
」
を
採
用
す
る
「
塵
芥
集
』
は
、
「
入
会
地
」
に
お
け
る
耕
地
化
の
抑
制
と
維
持
に
重
点

を
置
い
て
い
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
対
象
地
に
関
し
て
、
他
国
法
二
史
料
四
一
か
ら
【
史
料
七
】
）
は
そ
れ
が
開
発
地

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
塵
芥
集
」
二
史
料
二
か
ら
【
史
料
三
一
）
は
入
会
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
な

ぜ
、
『
塵
芥
集
」
二
史
料
二
か
ら
【
史
料
三
】
）
は
他
国
法
と
は
異
な
り
、
開
発
地
で
は
な
く
入
会
地
の
境
相
論
に
関
す
る
規
定
を
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
「
塵
芥
集
」
に
お
け
る
境
相
論
規
定
の
訴
訟
対
象
地
が
「
入
会
地
」
と
な
っ
て
い
る
理
由
を
検
討
し

め
て
い
る
。

ま
ず
、
当
該
期
の
伊
達
領
は
開
発
地
に
関
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ
た
他
地
域
に
比
べ
て
、
開
発
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
が
理
由

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
桜
井
英
治
・
清
水
克
行
両
氏
は
、
伊
達
氏
の
買
地
安
堵
状
（
購
入
地
の
公
認
文
書
）
を
分
析
し
て
、
土
地

の
単
位
と
し
て
、
面
積
を
表
す
「
反
歩
」
で
は
な
く
、
播
種
量
を
表
す
「
蒔
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

面
積
で
は
な
く
播
種
量
を
表
す
単
位
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伊
達
領
で
行
わ
れ
て
い
た
農
業
は
、
畿
内
の
よ
う
に
集
約
化
し

て
お
ら
ず
、
村
落
景
観
に
つ
い
て
も
、
畿
内
の
よ
う
に
集
村
化
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
察
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
集

て
い
き
た
い
。
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と
こ
ろ
で
、
分
国
法
が
制
定
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
一
六
世
紀
の
開
発
事
情
に
つ
い
て
、
西
川
広
平
氏
は
、
こ
の
時
代
の
領
主
権
力
に

よ
る
支
配
の
背
景
に
は
、
開
発
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
、
村
の
秩
序
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
機
能
し
て
い
た
と
し
て
い

９

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
村
に
よ
る
機
能
は
必
ず
し
も
領
主
権
力
に
よ
る
支
配
体
制
に
は
拘
束
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
っ

Ｏ

ま
り
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
開
発
に
は
、
村
に
よ
る
「
自
力
救
済
」
の
体
系
が
大
き
く
機
能
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
他
国
法
二
史
料
四
一
か
ら
【
史
料
七
］
）
に
お
け
る
境
相
論
規
定
に
関
し
て
は
、
領
主
権
力
に
よ
る
支
配
体
制
の

一
元
化
を
図
る
の
に
際
し
て
、
開
発
に
お
け
る
村
の
「
自
力
救
済
」
を
危
倶
し
、
そ
れ
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
条
文
で
あ
る
と
理
解
で

き
よ
う
。
村
の
「
自
力
救
済
」
の
抑
制
は
、
戦
国
大
名
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
事
実
、
豊
臣

政
権
期
に
発
令
さ
れ
た
「
喧
嘩
停
止
令
」
に
は
、
村
の
「
自
力
救
済
」
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

奥
羽
に
お
け
る
村
の
「
自
力
救
済
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
想
定
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
奥
羽
は
他
地
域
と
比
較
し
て
、
村

の
「
自
力
救
済
」
の
程
度
が
低
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ゆ
え
に
、
奥
羽
は
開
発
が
あ
ま
り
進
ん
で
お
ら
ず
、
開
発
地
に
お
け
る

境
相
論
も
、
あ
ま
り
問
題
化
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
が
で
き
よ
う
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
『
塵
芥
集
」
の
境
相
論
規
定
で
は
、

他
国
法
の
よ
う
に
開
発
地
で
は
な
く
、
入
会
地
が
焦
点
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
境
相
論
に
代
表
さ
れ
る
中
世
の
村
同
士
の
武
力
紛
争
に
つ
い
て
、
藤
木
氏
は
、
村
の
「
自
力
救
済
」
に
よ
る
当
知
行
（
実
際

に
土
地
所
有
権
を
行
使
す
る
こ
と
）
の
核
心
に
は
、
山
野
河
海
の
占
有
の
実
現
と
い
う
「
ナ
ワ
バ
リ
」
意
識
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
境
相
論
な
ど
の
武
力
紛
争
は
、
こ
の
ナ
ワ
バ
リ
の
保
全
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
伊

達
領
で
は
、
村
の
ナ
ワ
バ
リ
意
識
が
弱
く
、
そ
の
た
め
、
境
相
論
が
問
題
化
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
が
で
き
よ
う
。
他
地
域
と

村
化
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
れ
ば
、
開
発
さ
れ
て
い
な
い
土
地
が
多
く
存
在
し
、
境
相
論
も
起
こ
り
に
く
い
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い

る8
0
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｢塵芥集」から探る奥羽の自力救済社会一他l玉l法と比較して－

比
べ
て
、
奥
羽
は
村
に
よ
る
「
自
力
救
済
」
の
程
度
が
低
い
と
い
う
前
述
し
た
見
方
は
、
こ
の
ナ
ワ
バ
リ
の
視
点
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ

こ
こ
ま
で
、
境
相
論
規
定
を
題
材
に
、
『
塵
芥
集
』
と
他
国
法
の
相
違
を
探
り
、
結
果
と
し
て
、
奥
羽
で
は
境
相
論
が
さ
ほ
ど
問
題

化
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
察
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
奥
羽
は
他
地
域
よ
り
も
、
村
の
「
自
力
救
済
」
が
弱
か
っ
た
と
い
う
見
方
を
示
し

た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
村
落
と
い
う
側
面
か
ら
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
に
関
し
て
検
討
し
た
が
、
こ
の
こ
と
で
一
つ
の
疑
問
が
浮

か
び
上
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
村
落
の
構
成
員
で
あ
る
百
姓
の
奥
羽
に
お
け
る
実
態
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
百
姓
に
焦

点
を
当
て
て
、
引
き
続
き
、
奥
羽
の
「
自
力
救
済
」
社
会
の
様
相
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

ブ
（
》
○

２
去
留
自
由
の
否
定

前
節
で
は
、
境
相
論
に
関
す
る
規
定
を
材
料
に
、
「
塵
芥
集
』
と
他
国
法
と
の
相
違
を
探
っ
た
。
そ
こ
で
、
奥
羽
で
は
境
相
論
が
あ

ま
り
問
題
化
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
他
地
域
に
比
べ
て
、
奥
羽
の
村
は
「
自
力
救
済
」
の
程
度
が
低

か
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
伊
達
領
の
村
落
に
お
け
る
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
百
姓
の
側
か
ら
検
討
し
て

さ
て
、
「
塵
芥
集
」
を
題
材
と
し
て
、
百
姓
の
実
態
か
ら
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
を
探
る
の
に
、
注
目
す
べ
き
条
文
が
存
在
す
る
。

そ
の
条
文
と
は
、
次
の
【
史
料
八
】
・
【
史
料
九
】
で
あ
る
。

そ
の
条
文
と
は
、
次
の
【
史
料
八
】

【
史
料
八
一
「
塵
芥
集
」
第
八
○
条

い
く
こ
と
と
す
る
。（

姓
）
〈
剛
紺
）
（
従
家
）
（
他
釧
｝
（
出
伸
）
（
無
刺
）

一
、
百
し
や
う
ゆ
う
し
よ
の
さ
い
け
を
し
さ
り
、
た
り
や
う
に
し
て
、
い
て
つ
く
り
い
た
す
事
、
か
つ
て
も
っ
て
き
ん
せ
ゐ
た
る

（
法
度
〉
（
背
）
一
山
紺
）
（
在
家
〉
（
蝿
）
（
住
一
｛
飽
劉
〈
姓
）

へ
し
、
此
は
つ
と
を
そ
む
き
、
ゆ
う
し
よ
の
さ
い
け
へ
か
へ
ら
す
ハ
、
い
ま
す
む
と
こ
ろ
の
ち
と
う
、
く
た
ん
の
百
し
や
う
と
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【
史
料
九
一
「
塵
芥
集
」
第
一
四
○
条

（
他
所
）
（
出
上
）
〈
樋
｝
（
他
所
）
（
罷
）
（
越
）

一
、
地
下
人
、
た
し
よ
へ
い
て
あ
か
り
の
事
、
そ
の
と
こ
ろ
を
た
の
ミ
、
す
ま
ゐ
を
な
し
、
た
し
よ
へ
ま
か
り
こ
え
候
ハ
、
、
そ

（
地
頷
）

（
主
）
（
暇
）
（
鮒
）
（
罷
）
（
出
〉
（
硯
）
（
週
）
（
価
）

の
ち
と
う
、
又
ハ
地
ぬ
し
に
い
と
ま
を
こ
ひ
、
ま
か
り
い
て
へ
き
な
り
、
た
と
ひ
お
や
と
い
ひ
、
子
と
い
ひ
、
の
こ
し
を
く
と

（
主
）
（
政
所
）

（
街
物
）

（
運
）
（
送
）

（
村
｝

い
ふ
と
も
、
其
地
ぬ
し
ま
ん
と
こ
ろ
へ
相
こ
と
ハ
ら
す
、
他
所
へ
に
も
っ
、
其
外
は
こ
ひ
を
く
る
の
と
き
、
そ
の
む
ら
中
の
も

（
出
合
）

（
出
）

（
拘
）

（
銀
）

（
鉢
）

（
出
迎
）

の
い
て
あ
ひ
、
か
の
い
つ
る
と
こ
ろ
の
も
の
相
か
、
へ
候
と
も
か
ら
、
さ
ら
に
ひ
か
事
に
あ
ら
す
、
価
い
て
む
か
ひ
の
人

（
衆
）

（
出
上
）

（
訓
留
）

（
郷
内
）

〈
越
度
｝

（
射
）

し
ゆ
、
い
て
あ
か
り
の
も
の
ひ
き
つ
れ
候
者
、
う
ち
と
め
候
共
か
う
な
い
の
も
の
を
つ
と
あ
る
へ
か
ら
す
、
う
た
れ
候

一
峡
）

（
敦
多
）

（
不
運
）

〈
川
上
）

（
在
所
｝

（
蝿
）

や
か
ら
、
あ
ま
た
候
と
も
ふ
う
ん
た
る
へ
き
な
り
、
た
、
し
い
て
あ
か
り
の
本
人
、
か
の
さ
い
し
よ
へ
か
え
り
す
ミ
候
ハ
、
、

一
射
手
）

（
越
庇
）

う
ち
て
の
を
つ
と
た
る
へ
き
な
り
、

【
史
料
九
】
は
、
「
「
地
下
人
」
（
百
姓
）
が
他
領
へ
転
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
現
住
す
る
地
域
に
一
旦
居
住
し
た
以
上
、
他
領
に
出

る
際
は
、
現
住
地
の
領
主
ま
た
は
地
主
に
、
主
従
関
係
の
解
消
を
申
請
し
て
か
ら
転
出
し
な
さ
い
。
も
し
、
親
や
子
を
現
住
す
る
地
域

に
残
し
て
お
い
た
が
、
居
住
し
て
い
た
地
域
の
地
主
政
所
（
農
業
経
営
・
所
領
支
配
に
関
す
る
事
務
処
理
を
行
う
機
関
）
に
転
出
を
申

請
し
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
他
領
へ
荷
物
な
ど
を
送
る
際
に
、
居
住
し
て
い
た
村
の
者
が
、
申
請
し
な
い
で
転
出
し
よ
う

と
し
た
者
を
拘
束
し
た
場
合
、
そ
れ
は
道
理
に
適
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
転
出
先
の
地
域
の
者
が
、
転
出
し
よ
う
と
し
た
者
を
現

住
し
て
い
た
地
域
に
引
き
戻
し
た
場
合
、
居
住
し
て
い
た
地
域
の
者
が
、
転
出
し
よ
う
と
し
た
者
を
討
っ
た
と
し
て
も
、
罪
は
な
い
。

るて
◎ ，

（
成
敗
）

（
加
〉

も
に
も
つ
て
、
せ
い
は
い
を
く
わ
ふ
へ
き
な
り
、

【
史
料
八
｝
で
は
、
「
百
姓
が
本
来
の
住
居
を
出
て
、
他
領
で
耕
作
す
る
こ
と
は
、
以
前
か
ら
禁
止
で
あ
る
。
こ
の
決
ま
り
に
背
い

・
本
来
の
住
居
へ
帰
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
現
住
地
の
領
主
と
決
ま
り
に
背
い
た
百
姓
を
と
も
に
成
敗
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
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討
た
れ
た
者
が
多
く
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
運
で
あ
る
。
た
だ
し
、
転
出
し
よ
う
と
し
た
者
が
、
居
住
し
て
い
た
「
在
所
」
へ

帰
っ
た
場
合
、
そ
の
者
を
討
っ
た
者
は
罪
に
な
る
。
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
二
ヵ
条
（
【
史
料
八
】
・
【
史
料
九
】
）
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
百
姓
に
対
す
る
去
留
の
自
由
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

３

こ
の
点
か
ら
、
伊
達
氏
に
よ
る
土
地
緊
縛
の
意
図
が
窺
え
よ
う
。
藤
木
久
志
氏
は
、
中
世
後
期
に
お
け
る
人
返
法
（
他
領
に
逃
亡
し
た

百
姓
や
下
人
を
も
と
の
居
住
地
へ
返
還
さ
せ
る
法
）
を
検
討
し
、
「
御
成
敗
式
目
」
第
四
二
条
に
「
於
二
去
留
一
者
宜
レ
任
二
民
意
一
」
と
規

定
さ
れ
た
、
年
貢
な
ど
の
未
進
が
な
け
れ
ば
百
姓
の
去
留
の
自
由
を
保
障
す
る
、
と
い
う
法
理
は
原
則
と
し
て
一
貫
し
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
。
そ
し
て
、
戦
国
末
期
に
お
い
て
、
百
姓
に
対
す
る
土
地
緊
縛
法
が
一
般
化
し
て
き
て
、
豊
臣
政
権
期
に
こ
れ
が
体
制
化
さ
れ

と
こ
ろ
で
、
分
国
法
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
百
姓
に
対
す
る
土
地
緊
縛
を
意
図
し
て
い
る
の
は
、
管
見
の
限
り
、
「
塵
芥
集
』

（
【
史
料
八
】
・
【
史
料
九
］
）
と
、
「
諸
人
領
内
百
姓
等
」
が
「
他
人
の
被
官
」
に
な
る
こ
と
を
「
無
道
第
一
也
」
と
し
た
「
大
内
氏
徒

（
頭
）
（
姓
）
｛
間
）
陥

書
」
第
一
七
二
条
く
ら
い
で
あ
る
。
ま
た
、
「
塵
芥
集
」
に
お
い
て
、
「
地
と
う
と
百
し
や
う
の
あ
ひ
た
の
事
」
に
つ
い
て
規
定
し
た
、

一
ａ
Ｊ

第
七
六
条
か
ら
第
八
三
条
（
第
八
○
条
は
【
史
料
八
】
）
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
大
名
権
力
に
よ
っ
て
、
地
頭
に
対
す
る
百
姓

８

の
抵
抗
を
抑
圧
す
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
国
法
と
の
比
較
を
踏
ま
え
る
と
、
「
塵
芥
集
」
は
百
姓
に
対
す
る
統

制
が
厳
し
い
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
こ
の
百
姓
へ
の
統
制
が
厳
し
い
理
由
は
、
一
体
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
探
る
に
あ
た
り
、
村
落
と
百
姓
と
の
関
係
性
か
ら
検
討
を
試
み
た
い
。
中
世
に
お
い
て
、
こ
の
関
係
性
を
特
徴
的
に
示

す
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
年
貢
や
公
事
の
納
入
な
ど
を
村
落
単
位
で
請
け
負
わ
せ
る
「
村
請
」
と
い
う
制
度
が
存
在
す
る
。
こ
の
村
請

に
つ
い
て
、
勝
俣
鎮
夫
氏
は
、
戦
国
時
代
の
村
落
は
自
ら
で
紛
争
を
処
理
し
て
、
年
貢
や
公
事
の
納
入
を
負
担
す
る
代
わ
り
に
、
領
主

９

に
対
し
て
は
、
村
や
そ
こ
に
居
住
す
る
百
姓
を
保
護
す
る
義
務
を
要
求
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

要

３１

る
と
し
て
い
る
。
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（
瓠
〉

一
姓
）

（
間
）

す
な
わ
ち
、
「
塵
芥
集
」
に
お
い
て
、
「
地
と
う
と
百
し
や
う
の
あ
ひ
た
の
事
」
に
関
す
る
規
定
が
存
在
す
る
背
景
に
は
、
百
姓
の
領

型

主
権
力
に
対
す
る
激
し
い
抵
抗
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
奥
羽
の
村
落
で
は
、
紛
争
を
処
理
す
る
体
系
が
あ
ま

り
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ゆ
え
に
、
伊
達
氏
は
自
ら
の
権
力
に
よ
り
村
落
の
秩
序
を
保
と
う
と
し
、
そ

の
結
果
と
し
て
、
分
国
法
と
し
て
は
注
目
す
べ
き
、
百
姓
の
去
留
自
由
を
否
定
し
た
条
文
会
史
料
△
・
【
史
料
九
一
）
ま
で
も
が
存
在

し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
か
ら
、
前
節
の
考
察
と
同
じ
く
、
奥
羽
は
他
地
域
と
比
較
し
て
、
村
に
よ
る
「
自
力
救
済
」
が

以
上
の
両
氏
の
考
察
か
ら
、
中
世
に
お
け
る
村
請
は
、
村
の
「
自
力
救
済
」
に
よ
り
機
能
し
て
お
り
、
大
名
や
在
地
領
主
は
、
こ
の

制
度
の
も
と
に
村
落
や
百
姓
を
統
治
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
中
世
の
村
請
に
つ
い
て
説
明
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
伊
達
氏
の
百
姓
に
対
す
る
統
制
が
厳
し
い
理
由
を
考
え
て
い
き
た
い
。

両
氏
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
理
由
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
伊
達
領
で
は
、
村
の
「
自
力
救
済
」
に
よ
っ
て
機
能
す
る
村
請
の
体
系

が
、
他
地
域
と
比
べ
て
あ
ま
り
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
遠
藤
ゆ
り
子
氏
の
研
究
に
よ
り
、
奥
羽
の
村
落
に

２

お
い
て
も
、
村
請
は
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
の
村
落
は
自
ら
で
紛
争
を
処
理
し
て
、
年
貢
や

公
事
の
納
入
を
行
っ
て
い
た
、
と
い
う
前
述
し
た
勝
俣
氏
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
奥
羽
の
村
請
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
推
察
で
き

し
‐
隼
も
ヘ
ノ
。

ま
た
、
藤
木
久
志
氏
は
、
近
世
に
お
い
て
、
幕
藩
領
主
の
法
令
が
出
る
度
に
、
惣
百
姓
連
判
の
請
書
が
提
出
さ
れ
る
、
「
法
の
村
請
」

と
い
う
手
続
き
が
制
度
化
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。
同
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
領
主
側
の
施
策
を
村
か
ら
の
起
請
文
の
提
出
に
よ
り

請
け
負
う
慣
行
は
、
中
世
前
期
以
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
起
請
文
は
、
領
主
の
決
定
を
確
認

さ
せ
る
た
め
に
百
姓
に
提
出
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
百
姓
側
も
自
ら
の
主
体
性
に
よ
り
、
領
主
に
そ
の
受
理
を
迫
っ
て
い
た
と
述
べ

釦

て
い
る
。
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弱
か
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
、
百
姓
に
焦
点
を
当
て
て
、
奥
羽
の
「
自
力
救
済
」
の
実
態
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
過
程
で
、
村
落
と
百
姓
の
関
係
を

特
徴
的
に
示
す
村
請
と
い
う
体
系
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
、
奥
羽
の
村
請
は
、
他
地
域
に
比
べ
て
弱
体
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
提

示
し
た
。
ゆ
え
に
、
前
節
と
同
じ
く
、
中
世
の
奥
羽
は
村
に
よ
る
「
自
力
救
済
」
の
程
度
が
低
か
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
次
節
で
は
、

「
塵
芥
集
』
に
特
徴
的
な
用
水
規
定
に
着
目
し
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
奥
羽
の
村
落
に
お
け
る
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
を
跡
づ
け

る
こ
と
に
し
た
い
。

３
飲
料
水
規
定

こ
こ
で
は
、
「
塵
芥
集
」
の
用
水
規
定
に
注
目
し
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
裏
づ
け
て
い
き
た
い
。
用
水
に
関
す
る
規
定
は
他
国
法
に

雪

も
存
在
す
る
が
、
「
塵
芥
集
」
の
そ
れ
は
第
八
四
条
か
ら
第
九
一
条
ま
で
の
七
ヵ
条
も
あ
り
、
実
に
詳
細
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、

こ
の
用
水
規
定
を
さ
ら
に
特
徴
づ
け
る
の
が
、
次
の
【
史
料
一
○
］
で
あ
る
。

れ
て
い
る
。

【
史
料
一
○
】
「
塵
芥
集
」
第
八
七
条

｛
万
人
）

〈
飲
）
一
塊
）
一
汲
）
（
上
｝
《
随
）
（
沌
）

一
、
は
ん
に
ん
の
の
ミ
水
と
し
て
、
な
か
れ
を
く
ミ
も
ち
ゆ
る
の
と
こ
ろ
に
、
河
か
ミ
の
人
け
か
ら
ハ
し
き
物
を
な
か
し
、

（
不
浄
）
｛
魂
）
（
典
一
〈
飲
｝

ふ
し
や
う
を
、
こ
な
ふ
事
あ
る
へ
か
ら
す
、
次
二
一
人
の
た
め
に
、
其
人
の
在
所
へ
せ
き
入
、
な
か
れ
を
と
、
め
、
の
ミ
水
に

（
飢
）
（
罪
科
）

う
へ
さ
す
る
事
、
さ
い
く
わ
た
る
へ
し
、

【
史
料
一
○
］
で
は
、
「
万
人
の
飲
み
水
を
汲
み
取
る
場
所
に
、
川
上
に
住
む
人
が
汚
物
を
流
し
、
そ
こ
を
汚
染
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。
次
に
、
一
人
の
屋
敷
へ
水
を
流
し
入
れ
、
水
流
を
止
め
て
、
他
の
人
を
飲
み
水
に
飢
え
さ
せ
る
こ
と
は
罪
で
あ
る
。
」
と
定
め
ら
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こ
の
【
史
料
一
○
一
は
飲
料
水
に
関
す
る
条
文
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
史
料
は
、
戦
国
時
代
に
は
稀
有
で
あ
る
。
こ
の
【
史

料
一
○
】
の
制
定
事
情
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
ゆ
り
子
氏
が
考
察
し
て
お
り
、
①
急
激
な
人
口
増
加
な
ど
と
い
っ
た
、
村
や
町
の
急
変
が

２

引
き
起
こ
す
用
水
秩
序
の
崩
壊
、
②
旱
魅
に
よ
る
水
不
足
、
と
い
う
二
つ
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
節
ま
で
の
考
察
も
踏
ま
え

る
と
、
【
史
料
一
○
｝
が
制
定
さ
れ
た
背
景
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
可
能
性
も
想
定
し
得
る
。

【
史
料
一
○
｝
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
飲
料
水
の
利
用
を
法
制
下
に
置
い
て
い
る
こ
と
自
体
で
あ
り
、
そ
れ
が
当
該
期
に
は

稀
有
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
由
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
そ
れ
は
村
の
「
自
力
救
済
」
に
求
め
ら
れ
る
と
推
察
す
る
。

す
な
わ
ち
、
飲
料
水
の
利
用
を
法
制
下
に
置
か
な
い
他
地
域
で
は
、
村
の
「
自
力
救
済
」
の
体
系
に
よ
り
、
飲
料
水
利
用
の
秩
序
が

一
定
に
保
た
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
伊
達
領
で
は
、
前
節
ま
で
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
村
に
よ
る
「
自
力
救
済
」

の
程
度
が
低
か
っ
た
た
め
に
、
飲
料
水
利
用
の
秩
序
が
乱
れ
て
い
た
と
い
う
想
定
が
で
き
る
。
ゆ
え
に
、
伊
達
氏
は
自
ら
の
大
名
権
力

に
よ
り
、
飲
料
水
利
用
の
統
制
を
図
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
「
塵
芥
集
』
に
は
、
戦
国
時
代
に
は
稀
有
で
あ
る
飲
料
水
利

用
を
定
め
た
条
文
や
七
ヵ
条
も
の
豊
富
な
用
水
規
定
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

本
節
で
は
、
奥
羽
に
お
け
る
村
の
「
自
力
救
済
」
の
体
系
は
弱
体
で
あ
っ
た
、
と
い
う
前
節
ま
で
の
考
察
の
裏
づ
け
を
試
み
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
用
水
規
定
に
焦
点
を
当
て
た
検
討
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
飲
料
水
の
利
用
秩
序
の
側
面
を
中
心
に
、
奥
羽
の

村
に
よ
る
「
自
力
救
済
」
の
程
度
は
低
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
、
前
節
ま
で
の
考
察
を
一
応
裏
づ
け
ら
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

４
小
括

こ
こ
ま
で
、
「
塵
芥
集
」
の
境
相
論
、
百
姓
の
去
留
、
用
水
と
い
う
三
つ
の
規
定
に
注
目
し
、
他
国
法
と
の
比
較
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
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奥
羽
の
村
落
に
お
け
る
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
を
探
っ
て
き
た
。

第
一
節
で
は
、
『
塵
芥
集
」
の
境
相
論
規
定
が
、
開
発
地
に
つ
い
て
規
定
す
る
他
国
法
と
は
異
な
り
、
入
会
地
の
境
相
論
を
規
制
し

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
、
当
該
期
の
開
発
に
は
、
村
の
「
自
力
救
済
」
が
大
き
く
機
能
し
て
い
た
と
い
う
事
実

か
ら
、
奥
羽
で
は
、
開
発
地
に
お
け
る
境
相
論
が
問
題
化
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
を
示
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
他
地
域
に
比
べ

て
、
奥
羽
の
村
落
で
は
、
村
に
よ
る
「
自
力
救
済
」
の
体
系
が
弱
体
で
あ
っ
た
可
能
性
が
示
唆
で
き
る
と
結
論
づ
け
た
。

第
二
節
で
は
、
前
節
の
考
察
を
念
頭
に
置
き
、
村
落
の
構
成
主
体
で
あ
る
百
姓
に
焦
点
を
当
て
て
、
「
塵
芥
集
」
は
百
姓
に
対
す
る

統
制
が
厳
し
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
百
姓
へ
の
統
制
が
厳
し
い
こ
と
の
理
由
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
村
落
と

百
姓
の
関
係
を
特
徴
的
に
示
し
て
い
る
村
請
と
い
う
制
度
に
注
目
し
た
。
中
世
に
お
い
て
、
村
請
は
「
自
力
救
済
」
を
基
盤
と
し
て
成

立
し
て
い
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
百
姓
に
対
し
て
厳
し
い
統
制
を
図
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
伊
達
領
で

は
、
や
は
り
村
に
よ
る
「
自
力
救
済
」
の
程
度
が
低
か
っ
た
と
指
摘
し
た
。

最
後
に
、
第
三
節
で
は
、
「
塵
芥
集
」
の
用
水
規
定
に
着
目
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
見
解
を
跡
づ
け
よ
う
と
し
た
。
『
塵
芥
集
」
は
他
国

法
と
比
較
し
て
詳
細
な
用
水
規
定
を
備
え
て
お
り
、
さ
ら
に
、
当
該
期
に
は
稀
有
な
飲
料
水
に
関
す
る
条
文
ま
で
存
在
す
る
こ
と
は
注

目
に
値
す
る
。
こ
の
時
代
の
用
水
秩
序
は
、
村
の
「
自
力
救
済
」
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
塵
芥
集
』
に
詳
細
な

用
水
規
定
や
こ
の
時
代
に
は
稀
有
な
飲
料
水
に
つ
い
て
の
条
文
が
存
在
す
る
理
由
は
、
村
の
「
自
力
救
済
」
に
よ
る
用
水
利
用
の
秩
序

が
乱
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
第
二
節
と
同
じ
く
、
奥
羽
で
は
村
に
よ
る
「
自
力
救
済
」
が
弱
か
っ
た
と
結

論
づ
け
た
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
奥
羽
に
お
け
る
「
自
力
救
済
」
の
体
系
は
、
他
地
域
に
比
べ
て
程
度
が
低
か
っ
た
と
い
う
結
論
が
導
き
出
せ
よ

う
。
し
か
し
、
こ
の
奥
羽
の
「
自
力
救
済
」
は
他
地
域
よ
り
弱
い
と
い
う
結
論
に
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問
点
が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
な
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着
目
し
、
そ
れ
ら
を
他
国

う
結
論
を
導
き
出
し
た
。

１
「
在
所
」

本
節
で
は
、
奥
羽
に
お
け
る
村
の
「
自
力
救
済
」
の
程
度
が
低
か
っ
た
理
由
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
、
『
塵
芥
集
」
に
登

場
す
る
「
在
所
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
た
い
。

「
塵
芥
集
」
に
お
い
て
、
「
在
所
」
と
い
う
表
現
は
、
第
一
八
、
一
九
、
二
○
、
三
○
、
三
七
、
六
二
、
六
六
、
七
三
、
八
七
、
一
四
○
、

一
五
一
、
一
五
二
条
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
八
七
、
一
四
○
条
以
外
の
刑
事
規
定
で
の
意
味
は
、
第
三
○
条
を
除
い
て
、
ア
ジ
ー
ル

ぜ
、
奥
羽
に
お
け
る
村
の
「
自
力
救
済
」
は
、
こ
の
よ
う
に
程
度
が
低
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

よ
う
な
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
は
、
中
世
を
一
貫
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
も
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
次
章
で
は
、
「
自
力

救
済
」
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
疑
問
点
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

し
か
し
、
奥
羽
の
「
自
力
救
済
」
が
他
地
域
と
比
較
し
て
弱
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
本
章
で

は
、
こ
の
疑
問
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
『
塵
芥
集
」
制
定
以
降
の
奥
羽
の
「
自
力
救
済
」
社
会
の
様
相
も
、
併
せ
て
確

認
し
て
お
き
た
い
。

前
章
で
は
、
奥
羽
に
お
け
る
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
。
具
体
的
に
は
、
境
相
論
、
百
姓
の
去
留
、
用
水
の
三
規
定
に

目
し
、
そ
れ
ら
を
他
国
法
と
比
較
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
奥
羽
の
「
自
力
救
済
」
の
体
系
は
、
他
地
域
に
比
べ
て
弱
か
っ
た
と
い

二
自
力
救
済
の
弱
さ
と
そ
の
後
の
奥
羽
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郡

と
こ
ろ
で
、
中
世
の
奥
羽
に
お
い
て
は
、
在
地
領
主
層
が
村
の
運
営
を
主
導
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
百

姓
が
居
住
す
る
「
在
所
」
の
運
営
主
体
は
、
在
地
領
主
層
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
桜
井
英
治
・
清
水
克
行
両
氏
は
、
こ
の

”

「
在
所
」
は
広
域
で
あ
り
、
全
伊
達
領
内
に
存
在
し
て
い
た
と
推
察
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
【
史
料
△
は
、
伊
達
氏
が
領
国
支
配

を
確
立
す
る
た
め
に
、
有
力
な
地
域
共
同
体
で
あ
る
「
在
所
」
に
対
し
て
実
施
し
た
統
制
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
当
該
期
の
奥
羽
で
は
、
在
地
領
主
層
が
運
営
を
主
導
す
る
「
在
所
」
の
よ
う
な
空
間
が
、
百
姓
の
居
住
す
る
地
域
共

同
体
と
し
て
広
く
機
能
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
村
の
「
自
力
救
済
」
が
弱
体
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
、
奥
羽
に
お
け
る
村
の
「
自
力
救
済
」
が
弱
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
原
因
を
検
討
し
て
き
た
。
奥
羽
で
は
、
在
地
領
主
層
が
運

営
を
主
導
す
る
「
在
所
」
の
よ
う
な
空
間
が
、
地
域
共
同
体
と
し
て
広
く
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
奥
羽
で

は
、
地
域
共
同
体
の
運
営
主
体
が
在
地
領
主
層
で
あ
っ
た
た
め
、
「
自
力
救
済
」
の
程
度
が
低
か
っ
た
の
は
当
然
と
言
え
よ
う
。
最
後

に
、
次
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
奥
羽
に
お
け
る
村
の
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
が
、
「
塵
芥
集
」
制
定
以
降
も
続
い
て
い
た
の
か
を
確

蚤

的
機
能
を
持
つ
武
家
屋
敷
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
伽
上
）

（
征
所
）

（
帰
）

し
か
し
、
前
掲
し
た
【
史
料
八
一
に
は
、
「
い
て
あ
か
り
の
本
人
、
か
の
さ
い
し
よ
へ
か
え
り
す
ミ
候
ハ
、
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
出
上
）

こ
の
「
い
て
あ
か
り
の
本
人
」
は
、
「
地
下
人
」
（
百
姓
）
を
指
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
「
在
所
」
に
は
、
武
士
だ
け
で
な
く
百
姓
も
居

住
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
塵
芥
集
」
に
お
け
る
「
在
所
」
は
、
百
姓
が
居
住
す
る
地
域
共
同
体
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
よ
う
。

認
す
る
。
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前
節
で
は
、
奥
羽
の
「
自
力
救
済
」
の
体
系
が
弱
か
っ
た
こ
と
の
理
由
を
探
っ
て
き
た
。
奥
羽
で
は
、
在
地
領
主
層
が
運
営
主
体
で

あ
る
「
在
所
」
が
、
地
域
共
同
体
と
し
て
広
く
機
能
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
奥
羽
に
お
け
る
村
の
「
自
力
救
済
」
の
程
度
が
低

か
っ
た
原
因
は
、
地
域
共
同
体
の
運
営
主
体
が
在
地
領
主
層
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
、
本
節
で
は
、
こ
の
よ

う
な
村
の
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
が
、
中
世
を
最
後
ま
で
一
貫
し
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
○
）
か
ら
翌
一
九
年
（
一
五
九
一
）
に
か
け
て
行
わ
れ
た
豊
臣
体
制
化
の

推
進
政
策
で
あ
る
、
「
奥
羽
仕
置
」
に
着
目
す
る
こ
と
と
す
る
。
奥
羽
仕
置
は
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
中
近
世
移
行
の
画
期
と
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
奥
羽
仕
置
が
行
わ
れ
た
時
期
の
奥
羽
を
探
る
こ
と
は
、
前
節
ま
で
考
察
し
て
き
た
、
「
自
力
救
済
」
社
会
の
あ

濁

り
方
の
そ
の
後
を
確
認
す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
奥
羽
仕
置
に
関
す
る
研
究
は
、
小
林
清
治
氏
に
詳
し
い
。
そ
の

た
め
、
以
下
で
は
、
同
氏
の
研
究
を
参
考
に
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
こ
の
奥
羽
仕
置
時
の
村
落
に
目
を
向
け
る
と
、
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
を
探
る
の
に
注
目
す
べ
き
事
実
が
存
在
す
る
℃
そ

れ
は
、
秀
吉
軍
の
諸
将
が
村
落
に
対
し
て
発
給
し
た
禁
制
（
軍
勢
に
よ
る
略
奪
や
放
火
な
ど
を
禁
止
す
る
公
示
）
お
よ
び
還
住
徒
書

（
逃
散
し
た
百
姓
の
帰
還
を
命
じ
る
捷
書
）
が
一
○
通
程
度
に
過
ぎ
ず
、
秀
吉
が
発
給
し
た
も
の
に
関
し
て
は
一
通
も
な
い
こ
と
で
あ

画

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
時
期
に
行
わ
れ
た
小
田
原
攻
め
の
状
況
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
多
数
発
給
さ
れ
て
い
る
。

当
該
期
に
お
い
て
、
禁
制
と
い
う
の
は
、
寺
社
や
村
落
が
、
敵
軍
の
侵
攻
か
ら
の
安
全
保
障
を
求
め
て
、
事
前
に
敵
将
へ
申
請
し
て

交
付
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
禁
制
の
交
付
状
況
か
ら
、
小
林
氏
は
、
禁
制
発
給
の
多
少
は
大
名
・
在
地
領
主
と
村
落
と
の
関
係
性
に
左
右

交
付
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
舞

訓

さ
れ
る
と
考
察
し
て
い
る
。

で
は
、
奥
羽
仕
置
が
行
わ
れ
た
時
期
に
お
い
て
、
当
該
地
域
に
お
け
る
こ
の
大
名
・
在
地
領
主
と
村
落
と
の
関
係
性
は
一
体
ど
の
よ

２
奥
羽
仕
置
時
の
村
落
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う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
関
係
性
を
検
討
す
る
た
め
に
、
次
の
【
史
料
一
二
を
見
て
お
こ
う
。

【
史
料
一
二
『
伊
達
治
家
記
録
」
天
正
一
九
年
（
一
五
九
二
八
月
六
日
条

（
前
略
）
一
撲
共
城
々
多
ク
相
抱
へ
、
百
姓
等
マ
テ
譜
代
ノ
者
タ
ル
ニ
依
テ
、
御
退
治
モ
御
六
箇
敷
義
ナ
リ
、
（
後
略
）

【
史
料
一
二
は
、
豊
臣
秀
次
が
大
崎
・
葛
西
一
摸
（
奥
羽
仕
置
に
対
す
る
反
対
一
摸
）
の
詳
細
を
尋
ね
た
際
に
、
伊
達
政
宗
が
返

答
し
た
内
容
の
抜
粋
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
政
宗
は
、
．
撲
勢
は
城
を
多
く
保
有
し
て
お
り
、
そ
の
百
姓
な
ど
も
代
々
仕
え
て

３

き
た
者
で
あ
る
の
で
、
彼
ら
を
征
伐
す
る
の
は
難
し
い
。
」
と
答
え
て
い
る
。

さ
て
、
小
林
氏
は
、
こ
の
【
史
料
一
二
か
ら
、
当
該
期
の
奥
羽
に
お
い
て
は
、
大
名
・
在
地
領
主
と
村
落
と
の
密
着
し
た
関
係
性

が
窺
え
、
こ
の
両
者
の
分
化
は
弱
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
氏
は
、
村
落
の
自
立
、
言
い
換
え
れ
ば
、
村
の
「
自
力
救

済
」
の
程
度
は
低
か
っ
た
と
推
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
村
の
「
自
力
救
済
」
が
弱
か
っ
た
た
め
、
奥
羽
で
は
、
村
落
の
自
主
行
動
と

３

し
て
の
禁
制
の
申
請
が
行
わ
れ
難
く
、
前
述
の
よ
う
に
、
禁
制
お
よ
び
還
住
徒
書
が
少
な
い
と
い
う
見
通
し
を
立
て
て
い
る
。

こ
の
一
方
で
、
同
氏
は
、
当
該
期
の
段
銭
帳
（
公
事
の
納
入
記
録
）
に
、
村
落
に
よ
る
段
銭
の
納
入
例
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、

幻

奥
羽
に
お
い
て
も
、
村
請
が
あ
る
程
度
ま
で
進
ん
で
い
た
と
も
し
て
い
る
。
こ
の
奥
羽
に
お
け
る
村
請
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
前
章
で

別

述
べ
た
よ
う
に
、
遠
藤
ゆ
り
子
氏
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

以
上
、
小
林
氏
の
考
察
か
ら
は
、
仕
置
時
の
奥
羽
の
村
落
に
つ
い
て
、
村
の
「
自
力
救
済
」
の
存
在
は
窺
え
る
が
、
そ
れ
は
弱
体
で

あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
前
章
で
述
べ
た
、
奥
羽
に
お
け
る
弱
体
な
村
の
「
自
力
救
済
」
は
、
「
塵
芥
集
」
が

制
定
さ
れ
た
時
期
だ
け
で
な
く
、
中
世
の
終
焉
ま
で
続
い
て
い
た
と
言
え
る
。

本
節
で
は
、
前
章
で
述
べ
た
、
奥
羽
に
お
け
る
村
の
「
自
力
救
済
」
の
弱
さ
が
、
中
世
を
一
貫
し
て
い
た
の
か
を
検
証
し
よ
う
と
し

た
。
そ
の
た
め
に
、
奥
羽
に
お
け
る
中
近
世
移
行
の
画
期
と
さ
れ
て
い
る
奥
羽
仕
置
に
焦
点
を
当
て
て
、
当
該
期
の
村
落
の
様
相
を
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括

以
上
、
本
章
で
は
、
奥
羽
社
会
に
お
け
る
村
の
「
自
力
救
済
」
の
弱
さ
の
理
由
を
探
っ
て
き
た
。
併
せ
て
、
こ
の
よ
う
な
程
度
の
低

い
村
の
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
は
、
中
世
を
最
後
ま
で
一
貫
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
き
た
。

第
一
節
で
は
、
「
塵
芥
集
」
に
お
け
る
「
在
所
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
、
奥
羽
の
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
。
「
在

所
」
は
、
ア
ジ
ー
ル
的
機
能
を
持
つ
武
家
屋
敷
と
さ
れ
て
い
る
が
、
武
士
だ
け
で
な
く
百
姓
も
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

そ
し
て
、
奥
羽
に
お
い
て
、
こ
の
「
在
所
」
は
、
百
姓
が
居
住
す
る
地
域
共
同
体
と
し
て
広
く
機
能
し
て
い
た
。
ま
た
、
奥
羽
に
お
け

る
地
域
共
同
体
の
運
営
主
体
は
、
在
地
領
主
層
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
奥
羽
に
お
い
て
は
、
在
地
領
主
層

が
地
域
共
同
体
の
運
営
主
体
で
あ
っ
た
た
め
、
村
の
「
自
力
救
済
」
が
弱
体
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

第
二
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
奥
羽
の
程
度
の
低
い
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
は
、
中
世
を
最
後
ま
で
一
貫
し
て
い
た
の
か
を
探
っ

た
。
奥
羽
に
お
け
る
中
近
世
移
行
の
画
期
は
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
○
）
か
ら
翌
一
九
年
（
一
五
九
二
に
か
け
て
行
わ
れ
た
豊
臣

体
制
化
の
推
進
政
策
で
あ
る
奥
羽
仕
置
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
奥
羽
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
、
前
述
の
問
題
点

を
探
る
の
に
適
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
仕
置
時
の
奥
羽
の
村
落
に
目
を
向
け
た
と
こ
ろ
、
禁
制
や
還
住
徒
書
が
少
な
い
こ
と

が
目
に
つ
い
た
。
当
該
期
に
お
い
て
、
禁
制
は
村
落
の
自
主
申
請
に
よ
っ
て
交
付
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
た
め
、
奥
羽
の
村
落
の

探
っ
た
。
奥
羽
仕
置
時
に
は
、
村
落
の
自
主
申
請
に
よ
る
禁
制
が
、
同
時
期
の
小
田
原
攻
め
の
際
と
比
較
し
て
、
あ
ま
り
交
付
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
禁
制
の
交
付
状
況
か
ら
、
奥
羽
の
村
落
の
自
立
は
弱
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
一
方
で
、
奥
羽
に
お
い
て

も
、
村
請
制
の
成
立
は
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
奥
羽
に
お
け
る
弱
体
な
村
の
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
は
、
「
塵
芥
集
」
の
制

定
時
期
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
中
世
の
最
終
期
ま
で
続
い
て
い
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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自
主
性
は
弱
体
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
奥
羽
に
お
い
て
も
村
請
制
は
成
立
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
た
。

以
上
か
ら
、
奥
羽
の
弱
体
な
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
は
、
中
世
の
終
焉
ま
で
続
い
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。

き
た
。第

一
章
で
は
、
「
塵
芥
集
」
の
条
文
か
ら
当
該
期
の
村
落
の
実
態
を
探
り
、
奥
羽
の
「
自
力
救
済
」
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
。
そ
の

中
で
、
①
境
相
論
規
定
の
対
象
地
に
つ
い
て
、
他
国
法
は
開
発
地
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
塵
芥
集
」
は
入
会
地
に
な
っ
て
い
た
、
②

百
姓
に
対
す
る
統
制
が
厳
し
く
、
百
姓
が
領
主
権
力
に
対
し
て
、
激
し
く
抵
抗
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
た
、
③
詳
細
な
用
水
規
定
を
備

え
て
お
り
、
こ
の
時
代
に
は
稀
有
な
飲
料
水
に
関
す
る
条
文
ま
で
も
が
存
在
す
る
、
と
い
う
三
点
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
理
由
は
、
①
奥
羽
で
は
、
村
の
「
自
力
救
済
」
に
よ
る
開
発
が
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
か
っ
た
、
②
村
の
「
自
力
救
済
」
に
よ
る
紛
争

処
理
の
体
系
が
弱
か
っ
た
、
③
村
の
「
自
力
救
済
」
に
よ
る
用
水
秩
序
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
に
求
め
た
。
し
た
が
っ

て
、
奥
羽
に
お
け
る
村
の
「
自
力
救
済
」
の
体
系
は
、
他
地
域
に
比
べ
て
程
度
が
低
い
と
推
察
し
た
。

し
か
し
、
な
ぜ
、
奥
羽
に
お
け
る
村
の
「
自
力
救
済
」
は
弱
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
程
度
の
低
い
「
自
力
救
済
」
の
あ

り
方
は
、
果
た
し
て
中
世
を
一
貫
し
て
い
た
の
か
。
第
一
章
の
考
察
に
は
、
こ
の
二
点
の
疑
問
が
残
っ
た
。

そ
こ
で
、
第
二
章
で
は
、
こ
の
二
つ
の
疑
問
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
「
塵
芥
集
」
に
登
場
す
る
「
在
所
」
は
、
百
姓
が
居
住
す
る
地

域
共
同
体
と
し
て
広
く
機
能
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
在
所
の
運
営
を
主
導
し
て
い
た
の
は
、
在
地
領
主
層
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、

本
稿
で
は
、
『
塵
芥
集
」
を
題
材
と
し
て
、
こ
れ
を
他
国
法
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
奥
羽
社
会
の
様
相
を
探
っ
て
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以
上
、
本
稿
で
は
、
「
塵
芥
集
」
を
題
材
と
し
て
、
中
世
の
奥
羽
社
会
の
様
相
を
検
討
し
て
き
た
。
分
国
法
の
内
容
か
ら
地
域
性
を

探
る
と
い
う
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
『
塵
芥
集
』
自
体
を
考
察
対
象
に
し
た
研
究
も
、
あ
ま
り
多

く
は
存
在
し
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
、
本
稿
は
一
定
程
度
の
役
割
を
果
た
し
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
奥
羽
は
他
地
域
と
比
較
し
て
「
自
力
救
済
」
の
程
度
が
低
い
、
と
い
う
本
稿
の
見
解
に
は
多
少
の
言
及
の
余
地
が
あ
る
。

第
二
章
第
二
節
に
お
い
て
、
こ
の
見
解
を
裏
づ
け
る
た
め
に
引
用
し
た
、
奥
羽
仕
置
時
の
当
該
地
域
に
お
い
て
、
村
の
自
立
は
弱
体
で

あ
る
、
と
い
う
小
林
清
治
氏
の
見
解
に
は
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
藤
木
久
志
氏
は
、
小
林
氏
と
は
逆
に
、
奥
羽
に

識

お
い
て
も
村
の
自
立
は
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
意
見
を
示
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
奥
羽
の
村
の
自
立
に
関
す
る
小
林
氏
の
見
解

に
対
し
て
は
、
肯
定
の
立
場
を
示
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
藤
木
氏
に
よ
る
小
林
氏
へ
の
批
判
は
、
本
稿
に
対
す
る
反
論
と
い
う
立

場
に
も
な
る
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
で
は
、
藤
木
氏
の
意
見
を
退
け
た
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。

し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
疑
問
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
研
究
が
あ
ま
り
進
展
し
て
い
な
い
中
世
の
奥
羽
社
会
の
実
態
追
及
の

進
展
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
他
日
に
期
し
た
い
。

る
。
し
た
が
っ
て
、
奥
羽
に
お
け
る
村
の
「
自
力
救
済
」
が
弱
体
で
あ
っ
た
理
由
は
、
百
姓
が
居
住
す
る
地
域
共
同
体
の
運
営
主
体
が

在
地
領
主
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
と
し
た
。
ま
た
、
奥
羽
の
中
近
世
移
行
の
画
期
で
あ
る
奥
羽
仕
置
に
目
を
向
け
る

と
、
禁
制
や
還
住
徒
書
の
発
給
が
少
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
当
該
期
に
お
い
て
、
禁
制
は
村
落
な
ど
の
自
主
的
な
申
請
に
よ
り
交
付
さ

れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
「
塵
芥
集
』
制
定
以
後
も
、
奥
羽
に
お
け
る
村
の
「
自
力
救
済
」
体
系
は
弱
か
っ
た
と
推
察
し

た
。
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2 1 註5 4 3lO 9 8 7 613 12 11
（
付
記
）

本
稿
は
、

小
林
宏
「
塵
芥
集
の
構
造
的
特
質
」
（
同
「
伊
達
家
塵
芥
染
の
研
究
」
創
文
社
、
一
九
七
○
年
、
初
出
一
九
六
二
年
）
。

遠
藤
ゆ
り
子
「
「
塵
芥
集
」
用
水
規
定
を
通
し
て
み
る
戦
国
大
名
」
（
同
「
戦
国
時
代
の
南
奥
羽
社
会
ｌ
大
崎
・
伊
達
・
簸
上
氏
ｌ
」
吉
川
弘
文
館
、

二
○
一
六
年
、
初
出
二
○
○
八
年
）
。

前
川
祐
一
郎
二
塵
芥
集
」
第
六
五
条
に
み
る
伊
達
氏
と
山
の
民
」
含
日
本
歴
史
」
第
八
○
九
号
、
二
○
一
五
年
）
。

黒
嶋
敏
「
書
評
遠
藤
ゆ
り
子
「
戦
国
時
代
の
南
奥
羽
社
会
ｌ
大
崎
・
伊
達
・
溌
上
氏
ｌ
」
」
（
「
歴
史
学
研
究
」
第
九
五
七
号
、
二
○
一
七
年
）
。

「
御
成
敗
式
目
」
第
三
六
条
を
典
拠
と
し
た
｛
史
料
三
】
と
同
趣
旨
の
規
定
が
、
第
三
二
条
に
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
勝
俣
鎮
夫
「
「
塵
芥
集
」

第
一
二
一
条
頭
注
」
・
同
。
塵
芥
集
」
第
一
六
九
条
頭
注
」
（
石
井
進
・
石
母
田
正
・
笠
松
宏
至
・
同
・
佐
藤
進
一
校
注
「
日
本
思
想
体
系
劃
中
世

政
治
社
会
思
想
上
」
岩
波
衿
店
、
一
九
七
二
年
）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

勝
俣
鎮
夫
弓
今
川
仮
名
目
録
」
第
三
条
補
注
」
（
石
井
・
他
四
名
校
注
前
掲
注
５
書
）
。

藤
木
久
志
「
村
の
境
界
」
（
同
「
村
と
領
主
の
戦
国
世
界
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
八
七
年
）
。

桜
井
英
治
・
清
水
克
行
「
戦
国
法
の
読
み
方
ｌ
伊
達
植
宗
と
塵
芥
集
の
世
界
‐
坐
高
志
書
院
、
二
○
一
四
年
。

西
川
広
平
「
中
世
後
期
の
開
発
・
環
境
と
地
域
社
会
」
（
同
「
中
世
後
期
の
開
発
・
環
境
と
地
域
社
会
」
尚
志
書
院
、
二
○
一
二
年
）
。

村
の
「
自
力
救
済
」
に
つ
い
て
は
、
藤
木
氏
の
著
作
に
詳
し
く
、
前
掲
註
７
書
や
「
戦
国
の
作
法
ｌ
村
の
紛
争
解
決
ｌ
」
（
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
）

村
の
「
自
力
蛙

藤
木
久
志
「
中
世
後
期
の
村
落
間
相
論
」
（
同
「
豊
臣
平
和
令
と
職
国
社
会
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
八
三
年
）
、
同
「
移
行

期
村
落
論
」
（
同
前
掲
註
７
書
、
初
出
一
九
八
八
年
）
。

藤
木
久
志
「
村
の
当
知
行
」
（
同
前
掲
註
７
樵
、
初
出
一
九
八
九
年
）
。

勝
俣
鎮
夫
。
塵
芥
集
」
第
一
四
○
条
頭
注
」
（
石
井
・
他
四
名
校
注
前
掲
註
５
書
）
。

な
ど
が
あ
る
。

二
○
一
六
年
度
に
、
国
士
舘
大
学
文
学
部
史
学
地
理
学
科
考
古
・
日
本
史
学
専
攻
へ
提
出
し
た
卒
業
論
文
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
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藤
木
久
志
「
村
請
の
誓
詞
」
（
同
前
掲
註
７
番
、
初
出
一
九
八
八
年
）
。

遠
藤
ゆ
り
子
「
戦
国
時
代
の
伊
達
領
国
に
み
る
村
請
の
村
１
段
銭
帳
の
分
析
ｌ
」
今
弘
前
大
学
国
史
研
究
」
第
一
三
七
号
、
二
○
一
四
年
）
、
同
「
戦

国
の
村
町
」
（
同
編
「
東
北
の
中
世
史
４
伊
達
氏
と
戦
国
争
乱
」
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
六
年
）
。

桜
井
・
消
水
前
掲
註
８
番
。

小
林
清
治
氏
に
よ
る
、
奥
羽
仕
置
を
対
象
と
し
た
研
究
の
代
表
的
な
成
果
と
し
て
は
、
「
奥
羽
仕
置
と
暇
臣
政
権
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
三
年
）

お
よ
び
「
奥
羽
仕
置
の
櫛
造
ｌ
破
城
・
刀
狩
・
検
地
ｌ
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
三
年
）
が
存
在
す
る
。

小
林
消
治
「
禁
制
・
人
質
」
（
同
前
掲
註
記
「
奥
羽
仕
世
の
構
造
ｌ
破
城
・
刀
狩
・
検
地
ｌ
」
、
一
部
初
出
一
九
九
四
年
）
。

仲
村
研
・
海
津
一
朗

版
、
一
九
九
○
年
）
。

勝
俣
鎮
夫
「
「
塵
芥
集
」
第
一
八
条
補
注
」
（
石
井
・
他
四
名
校
注
前
掲
註
５
書
）
。

仲
村
研
・
海
津
一
朗
「
中
世
の
郷
と
村
」
（
日
本
村
落
史
識
座
絹
染
委
員
会
譜
「
日
本
村
落
史
講
座
２
景
観
Ｉ
原
始
・
古
代
・
中
世
」
雄
山
閣
出

遠
藤
前
掲
註
２
論
文
。

勝
俣
鎮
夫
。
塵
芥
集
」
第
八
四
条
頭
注
」
（
石
井
・
他
四
名
校
注
前
掲
註
５
書
）
．

藤
木
前
掲
註
肥
論
文
。

年
一

。

勝
俣
鎮
夫
二
塵
芥
集
」
第
七
六
条
頭
注
」
（
石
井
・
他
四
名
校
注
前
掲
註
５
書
）
。

藤
木
久
志
「
知
行
制
の
形
成
と
守
護
職
」
（
同
前
掲
註
巧
書
、
初
出
一
九
六
六
年
）
。

勝
俣
鎮
夫
「
戦
国
時
代
の
村
落
ｌ
和
泉
国
入
山
田
村
・
日
根
野
村
を
中
心
に
ｌ
」
（
同
「
戦
国
時
代
論
」
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
八
五

「
塵
芥
集
」
に
お
い
て
Ｊ

藤
木
久
志
「
在
地
法
と

な
お
、
同
氏
は
、
こ
の

指
摘
し
て
い
る
。
ま
会

二
歴
史
評
論
」
第
五
二

「
塵
芥
集
」
第
七
六
条
。

に
お
い
て
も
、
第
七
七
条
に
こ
の
法
理
が
見
ら
れ
る
。

「
在
地
法
と
農
民
支
配
」
（
同
「
戦
国
社
会
史
論
ｌ
日
本
中
世
国
家
の
解
体
ｌ
と
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
、
初
出
一
九
六
九
年
）
。

《
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
下
人
の
規
定
に
関
し
て
は
、
百
姓
と
は
異
な
り
、
中
世
を
一
貫
し
て
人
身
緊
縛
の
意
図
が
確
認
で
き
る
と

い
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
に
人
返
法
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
菊
池
浩
幸
「
戦
国
期
人
返
法
の
一
性
格
ｌ
安
芸
国
を
中
心
と
し
て
ｌ
」

壁
第
五
二
三
号
、
一
九
九
三
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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遠
藤
前
掲
註
型
論
文
。

藤
木
久
志
。
奥
羽
仕
置
」
論
の
視
座
」
（
同
『
戦
う
村
の
民
俗
を
行
く
」
朝
日
新
聞
出
版
、
二
○
○
八
年
、
初
出
同
年
）
。

小
林
前
掲
註
鋤
論
文
。

な
お
、
「
正
宗
記
」
巻

小
林
前
掲
註
調
論
文
。

小
林
前
掲
註
調
論
文
． 巻

八
「
関
白
公
奥
州
御
下
向
」
に
も
、
こ
れ
と
同
内
容
の
記
述
が
存
在
す
る
。
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