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「
比
志
島
文
書
」
に
み
る
建
武
政
権
と
草
創
期
の
室
町
幕
府

　
　
　
　
　
　
山
　
家
　
浩
　
樹

　

た
だ
い
ま
御
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
山
家
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

本
日
は
、
天
候
も
良
く
な
い
中
、
足
を
お
運
び
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

今
日
、
選
ん
だ
の
は
「「
比
志
島
文
書
」
に
み
る
建
武
政
権
と
草
創
期
の
室
町
幕

府
」
と
い
う
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何
か
鹿
児
島
の
地
に
関
わ
る
よ
う
な
事
、
あ
る
い

は
黎
明
館
で
史
料
集
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
「
鹿
児
島
県
史
料
」
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
史
料
か
ら
と
思
い
ま
し
た
。
私
、
九
州
地
方
、
あ
る
い
は
鹿
児
島
県
に
つ
い
て
詳

し
く
研
究
し
て
い
る
訳
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
具
体
的
な
文
書
を
選
ぶ
と
か

え
っ
て
失
礼
に
あ
た
る
か
な
と
い
う
気
も
し
ま
し
た
が
、
す
こ
し
視
点
を
変
え
て
み

る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
お
話
な
ら
ば
、
あ
ま
り
失
礼
に
な
ら
な
い
か
と
思
っ
た
次

第
で
す
。
間
違
い
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
と
で
御
指
摘
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
日
の
お
話
の
基
本
的
な
立
場
、
視
点
み
た
い
な
も
の
を
ま
ず
御
説
明
致
し
ま

す
。
室
町
幕
府
、
鎌
倉
幕
府
、
建
武
政
権
と
も
、
政
権
を
考
え
る
時
の
史
料
は
、
ま

と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
伝
来
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
当
然
で
す
け
れ
ど
も
鎌
倉
幕
府
、

室
町
幕
府
、
あ
る
い
は
そ
の
間
に
挟
ま
る
建
武
政
権
と
も
、
全
て
滅
ん
で
お
り
ま
す

の
で
、
組
織
そ
の
も
の
に
史
料
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
伝
わ
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
を
構
成
し
て
い
た
人
達
の
家
な
ど
に

も
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
関
係
史
料
は
ま
と
ま
っ
て
伝
来
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

政
権
を
考
え
る
時
に
ど
う
い
う
材
料
で
考
え
て
い
く
か
と
い
い
ま
す
と
、
各
地
に
あ

り
ま
す
色
々
な
文
書
、
あ
る
い
は
日
記
な
ど
か
ら
断
片
的
な
史
料
を
集
め
て
き
ま
し

て
、
そ
こ
か
ら
組
み
上
げ
て
い
く
と
い
う
作
業
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
私
も
室

町
幕
府
の
事
を
こ
れ
ま
で
少
し
ず
つ
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
全
国
各
地

の
史
料
に
目
配
り
し
て
、
何
か
面
白
い
史
料
は
な
い
か
な
と
い
う
史
料
探
し
を
い
た

し
ま
す
。
今
日
は
そ
の
よ
う
な
視
点
で
「
比
志
島
文
書
」
を
見
る
と
ど
の
よ
う
に
な

る
か
、
と
い
う
こ
と
で
お
話
し
た
い
と
い
う
の
が
基
本
的
な
立
場
、
見
方
に
な
り
ま

す
。

　

「
比
志
島
文
書
」
は
、
御
存
じ
の
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
満
家
院
の
比

志
島
名
と
い
う
所
を
名
字
の
地
と
す
る
比
志
島
氏
と
い
う
家
に
伝
来
し
た
文
書
群
に

な
り
ま
す
。
今
で
言
う
と
皆
与
志
町
に
な
り
ま
す
。
満
家
院
は
古
い
行
政
区
分
で
は

郡
山
町
の
ほ
ぼ
中
心
に
あ
た
り
ま
す
が
、
比
志
島
自
体
は
そ
れ
よ
り
以
前
に
鹿
児
島

市
に
編
入
さ
れ
た
部
分
に
な
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
文
書
自
体
は
島
津
家
文
書
の

中
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
島
津
家
文
書
と
共
に
今
、
史
料
編
纂
所

所
蔵
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
館
長
か
ら
御
紹
介
が
あ
っ
た
よ
う
に
活
字
は
「
鹿
児
島

県
史
料
」
の
旧
記
雑
録
拾
遺
の
内
、「
諸
氏
系
譜
三
」
に
比
志
島
氏
の
系
譜
と
共
に

収
録
さ
れ
て
、
そ
れ
が
一
番
信
頼
に
た
る
活
字
で
す
。

　

さ
て
、
武
家
の
家
に
ど
う
い
う
文
書
が
残
る
か
と
い
う
と
、
所
領
を
守
る
た
め
に

自
分
の
権
利
を
主
張
す
る
、
所
領
を
保
障
す
る
文
書
に
な
り
ま
す
。
我
々
が
、
土
地

の
権
利
で
あ
る
と
か
、
お
金
を
貸
し
た
証
拠
と
か
、
自
分
の
権
利
を
保
障
す
る
よ
う
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な
物
を
取
っ
て
お
こ
う
と
す
る
の
と
同
じ
で
す
。
例
え
ば
土
地
の
訴
訟
を
し
て
勝
っ

て
自
分
の
も
の
に
な
っ
た
時
の
訴
訟
の
記
録
や
、
幕
府
と
か
朝
廷
か
ら
、
あ
な
た
は

こ
こ
の
所
領
の
持
ち
主
で
す
よ
と
認
め
ら
れ
た
文
書
な
ど
が
残
る
の
は
普
通
の
こ
と

で
す
。「
比
志
島
文
書
」
の
場
合
、
こ
れ
に
加
え
て
、
御
家
人
と
し
て
の
活
動
の
証

拠
と
い
う
の
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
比
志
島
氏
の
場

合
に
は
、
御
家
人
で
は
あ
り
ま
す
が
、
初
代
の
頼
朝
以
来
の
根
本
的
な
御
家
人
と
い

う
立
場
で
は
な
く
て
、
鎌
倉
幕
府
の
途
中
か
ら
御
家
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
く
中

小
の
御
家
人
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
頼
朝
の
時
代
に
遡
る
よ

う
な
御
家
人
と
し
て
の
証
拠
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
何
を
以
て
御
家
人
の
証
拠

と
す
る
か
と
い
う
と
、
蒙
古
襲
来
は
じ
め
異
国
か
ら
の
色
々
な
攻
撃
に
対
し
て
、
御

家
人
が
駆
り
出
さ
れ
て
警
固
を
し
ま
す
。
武
士
の
立
場
で
は
、
そ
れ
に
参
加
し
、
参

加
し
た
と
い
う
証
明
を
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
御
家
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

後
々
証
明
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
比
志
島
氏
は
、
異
国
警

固
に
関
す
る
色
々
な
役
を
や
り
ま
し
た
と
い
う
書
類
を
残
し
、
あ
る
い
は
同
じ
よ
う

に
京
都
の
内
裏
の
警
固
、
こ
れ
も
御
家
人
の
役
で
京
都
大
番
役
と
言
い
ま
す
が
、
そ

の
他
御
家
人
が
や
る
べ
き
奉
仕
、
具
体
的
に
体
を
使
っ
て
勤
め
ま
し
た
と
い
う
証
拠

の
文
書
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
比
志
島
文
書
」
全
体
と
し
て
の
特
徴
は
、

幕
府
を
意
識
し
て
書
類
を
残
し
て
い
る
な
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
文
書
群
に
な
り

ま
す
。

　

場
所
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
と
、
旧
郡
山
町
に
す
こ
し
だ
け
凹
み
み
た
い
の
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
辺
が
比
志
島
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
満
家
院
と
い
う
の
は
島
津
庄

か
ら
す
る
と
「
よ
せ
ご
お
り
」
と
か
「
よ
り
ご
お
り
」
と
か
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

一
部
、
島
津
庄
に
帰
属
し
て
い
る
よ
う
な
所
に
な
り
ま
す
。
満
家
院
の
中
で
も
比
志

島
は
南
東
の
方
に
な
り
ま
す
。
比
志
島
五
名
と
呼
ば
れ
、
比
志
島
氏
の
所
領
で
あ
る

と
ず
っ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
場
所
に
な
り
ま
す
。
た
だ
実
は
、
早
い
時
期
か
ら
こ
の

五
名
は
確
保
出
来
て
い
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
比
志
島
文
書
」
の
分
析

で
は
、
具
体
的
な
文
書
の
中
に
出
て
く
る
地
名
の
分
析
、
あ
る
い
は
継
承
関
係
な
ど

を
見
な
が
ら
、
こ
の
五
名
の
帰
属
な
ど
を
分
析
す
る
の
も
大
事
な
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
今
日
は
違
う
視
点
か
ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
地
名
の
こ
と

は
あ
ま
り
出
て
参
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
か
ら
鎌
倉
幕
府
の
話
、
建
武
政
権
の
話
、
室
町
幕
府
の
話
と
順
に
し
て
い
き

ま
す
が
、
ま
ず
は
鎌
倉
幕
府
と
の
関
係
で
二
つ
具
体
的
に
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま

す
。
両
方
と
も
法
令
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
初
に
鎌
倉
幕
府
の
法
令
は
ど
う
い
う

も
の
か
を
簡
単
に
説
明
し
ま
す
。
鎌
倉
幕
府
の
法
令
と
し
て
は
、
基
本
法
令
と
し
て

御
成
敗
式
目
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
追
加
す
る
形
で
い
ろ
い
ろ
な
法
令
が
出

さ
れ
ま
す
。
法
令
と
い
っ
て
も
今
と
感
覚
が
だ
い
ぶ
違
い
ま
す
。
今
で
す
と
法
律
が

成
立
す
る
と
、
き
ち
ん
と
記
録
さ
れ
て
官
報
と
い
う
形
で
公
布
さ
れ
、
法
と
し
て
存

在
し
ま
す
が
、
こ
の
当
時
は
、
追
加
法
令
が
出
来
て
も
ま
と
ま
っ
た
形
で
ど
こ
か
で

把
握
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
出
し
た
幕
府
で
も
体
系
的
に
集
積
し
な
い
と
い

う
状
態
な
の
で
、
ど
う
い
う
法
が
出
て
い
る
か
も
分
か
ら
な
い
状
況
で
す
。
そ
の
た

め
、
訴
訟
を
し
て
何
か
の
権
利
を
主
張
す
る
場
合
に
、
実
は
こ
う
い
う
法
令
が
出
て

い
ま
す
と
言
っ
て
、
訴
え
る
側
、
権
利
を
主
張
す
る
側
が
法
令
を
証
拠
と
し
て
出
し

て
い
き
ま
す
。
追
加
法
令
を
ま
と
め
た
史
料
は
複
数
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
法
令
は
こ

ち
ら
の
法
令
集
に
は
載
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
あ
ち
ら
の
法
令
集
に
は
載
っ
て
い
な
い

と
い
う
状
況
で
す
。
追
加
法
令
に
つ
い
て
す
べ
て
を
集
成
し
た
史
料
は
あ
り
ま
せ

ん
。
現
在
で
は
、『
中
世
法
制
史
料
集　

鎌
倉
幕
府
法
』
と
い
う
活
字
本
が
出
ま
し
て
、

こ
こ
で
年
代
順
に
集
成
さ
れ
て
と
て
も
使
い
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
追
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加
法
と
い
う
と
こ
の
活
字
本
を
使
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
個
々
の
条
文
を
考
え
る

際
に
は
、
ど
う
い
う
成
立
な
の
か
、
ど
の
法
令
集
に
載
っ
て
い
る
の
か
、
載
っ
て
い

な
い
の
か
と
遡
っ
て
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
こ
ろ
、
そ
の
追
究
が
疎
か
に
な
る
、

と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
も
逆
に
出
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

　

「
比
志
島
文
書
」
に
は
追
加
法
に
相
当
す
る
二
つ
の
史
料
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。

一
つ
は
『
中
世
法
制
史
料
集
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
五
九
四
条
・
五
九
六
条
・
五
九
七

条
と
い
う
三
つ
の
ま
と
ま
り
、
も
う
一
つ
が
六
〇
三
条
と
い
う
も
の
で
す
。
ま
ず
前

者
か
ら
見
て
参
り
ま
す
。
掲
げ
た
活
字
（
第
一
図
）
は
『
鹿
児
島
県
史
料
』
の
五
番

に
な
り
ま
す
。
三
つ
の
条
文
が
順
に
五
九
四
条
・
五
九
六
条
・
五
九
七
条
に
な
り
ま

す
。
こ
の
三
つ
の
条
文
は
、
追
加
法
令
集
「
新
編
追
加
」
に
も
み
え
ま
す
が
、
三
つ

と
も
載
せ
る
追
加
法
令
集
は
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
の
一
条
目
、「
比
志
島
文

書
」
で
は
年
号
の
部
分
が
読
め
ま
せ
ん
が
、「
新
編
追
加
」
な
ど
で
「
弘
安
」
と
わ

か
り
ま
す
。
二
条
目
、
三
条
目
に
つ
い
て
は
「
比
志
島
文
書
」
で
は
年
月
日
が
つ

い
て
い
ま
せ
ん
が
、
追
加
法
令
集
の
方
を
見
る
と
、
弘
安
九
（
一
二
八
六
）
年
七
月

二
十
五
日
と
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
他
の
追
加
法
令
集
を
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
欠
け
て
い
る
情
報
を
得
ら
れ
た
り
し
ま
す
。

　

内
容
を
御
紹
介
し
ま
す
と
、
最
初
の
二
つ
は
九
州
関
係
の
こ
と
で
す
。
一
条
目
は

有
名
な
史
料
で
し
て
、
鎮
西
談
議
所
に
関
す
る
も
の
で
す
。
九
州
の
人
達
が
訴
訟
し

て
鎌
倉
や
京
都
六
波
羅
に
上
が
っ
て
来
て
し
ま
う
と
、
異
国
警
固
な
ど
が
疎
か
に
な

る
の
で
、
幕
府
か
ら
人
を
下
向
さ
せ
、
そ
の
人
を
中
心
に
九
州
で
訴
訟
の
対
応
を
す

る
、
そ
の
た
め
の
ち
に
鎮
西
探
題
が
設
置
さ
れ
ま
す
が
、
鎮
西
談
議
所
は
鎮
西
探
題

の
前
提
と
な
り
ま
す
。
二
条
目
は
、「
同
」
と
最
初
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
同
じ
く
九

州
鎮
西
の
こ
と
で
し
て
、
異
国
警
固
が
終
わ
る
ま
で
の
間
は
、
女
性
に
所
領
を
譲
る

な
と
い
う
内
容
で
す
。
鎌
倉
時
代
の
場
合
に
は
女
性
が
所
領
を
継
承
す
る
、
譲
与
を

弘安

新編追加２５９新編追加２６０新編追加３３４

弘
安
九
年
七
月
二
十
五
日 1286年

第一図
第
一
図
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受
け
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
御
家
人
は

所
領
を
保
証
さ
れ
る
か
わ
り
に
御
家
人
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
が
、
女
性
だ
と
、
例
え
ば
自
分
で
警
固
し
に
行
く
な
ど
難
し
い
の
で
、
代
わ
り

に
お
金
で
納
め
た
り
し
ま
す
。
し
か
し
、
異
国
警
固
の
場
合
に
は
実
際
に
自
分
で
参

加
し
て
体
を
動
か
す
こ
と
が
重
要
に
な
る
の
で
、
女
性
で
は
無
理
で
あ
ろ
う
、
な
ら

ば
女
性
に
義
務
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
所
領
は
女
性
に
譲
る
な
、
と
い
う
方
針
と

な
っ
た
法
令
で
す
。

　

三
条
目
は
そ
れ
と
関
連
し
て
い
て
、
こ
れ
は
九
州
鎮
西
と
い
う
言
葉
は
入
っ
て
い

ま
せ
ん
が
、
後
家
に
な
っ
た
方
が
も
う
一
度
お
嫁
に
行
く
時
に
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か

と
い
う
話
で
す
。
元
々
は
、
根
本
史
料
で
あ
る
御
成
敗
式
目
に
ど
の
よ
う
に
書
い
て

あ
る
か
と
い
う
と
、
旦
那
様
と
死
に
別
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
奥
様
に
所
領

を
譲
り
ま
す
、
そ
の
譲
ら
れ
た
後
家
さ
ん
が
他
の
人
と
結
婚
す
る
時
に
は
、
そ
の
新

し
い
家
に
所
領
を
持
っ
て
行
か
な
い
で
、
自
分
の
元
々
の
息
子
な
ど
、
元
の
家
に
残

し
て
い
く
よ
う
に
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
運
用
面
で
難
し
か
っ

た
の
か
、
露
見
し
な
け
れ
ば
別
に
い
い
で
す
よ
、
持
っ
て
行
っ
て
も
い
い
で
す
よ
、

と
い
っ
た
法
令
が
そ
の
後
出
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
元
々
の
御
成
敗
式
目
の
在
り
方
に

戻
す
と
い
う
の
が
こ
の
第
三
条
で
す
。
つ
ま
り
、
他
の
家
に
嫁
ぐ
時
に
は
き
ち
ん
と

元
の
家
に
所
領
を
残
し
て
い
き
な
さ
い
と
。
最
後
に
「
任
本
式
目
、
可
有
其
科
」
と

あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
こ
の
法
令
に
反
す
る
と
、
御
成
敗
式
目
の
通
り
に

処
罰
の
対
象
と
し
ま
す
、
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
第
三
条
は
九
州
と
い
う
限
定
は
な

い
で
す
が
、
二
条
目
と
関
わ
る
の
で
ひ
と
ま
と
ま
り
だ
と
い
う
こ
と
が
良
く
分
か
り

ま
す
。
こ
の
「
比
志
島
文
書
」
で
三
つ
、
特
に
二
条
目
と
三
条
目
が
一
緒
に
な
っ
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
条
目
、
三
条
目
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

　

次
に
、
も
う
一
つ
の
追
加
法
の
事
例
も
『
鹿
児
島
県
史
料
』
の
活
字
を
掲
げ
ま

し
た
（
第
二
図
、
一
四
〇
は
最
初
の
部
分
だ
け
）。
追
加
法
と
な
る
の
は
一
三
九
で
す
が
、

活
字
で
見
る
場
合
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
、
第
一
に
、
一
三
九

と
一
四
〇
は
続
け
て
書
か
れ
た
一
連
の
史
料
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、「
比
志
島
文

書
」
に
は
、
一
三
九
の
「
以
上
、
八
田
家
文
書
ニ
テ
補
ウ
」
の
次
の
行
の
「
関
東
要

須
之
仁
者
」
か
ら
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。『
中
世
法
制
史
料
集
』
で
は
、
当

初
「
比
志
島
文
書
」
か
ら
、
最
後
の
四
行
だ
け
を
採
録
し
て
、
六
〇
三
条
と
し
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
鹿
児
島
大
学
に
あ
る
「
八
田
ス
エ
ノ
氏
旧
蔵
文
書
」
に

こ
の
条
文
の
前
半
部
分
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
（『
鹿
児
島
県
史
料
』
収
録
）、

こ
の
追
加
法
の
全
体
像
が
判
明
し
ま
し
た
。
一
三
九
は
追
加
法
令
集
に
は
伝
わ
ら
な

い
条
文
で
、「
比
志
島
文
書
」
及
び
「
八
田
家
文
書
」
に
し
か
な
い
法
令
に
な
り
ま

す
。
追
加
法
に
は
こ
の
よ
う
な
残
り
方
を
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
各
種
の
文

書
を
調
べ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

内
容
は
重
要
な
も
の
で
、
後
半
部
分
は
、
鎮
西
つ
ま
り
九
州
に
所
領
を
も
ら
っ
た

な
ら
ば
、
関
東
で
要
職
に
あ
る
人
は
別
と
し
て
、
自
分
自
身
き
ち
ん
と
九
州
に
下
向

す
る
よ
う
に
と
、
改
め
て
定
め
た
も
の
で
す
。
弘
安
九
年
、
蒙
古
襲
来
の
直
後
く
ら

い
の
時
点
に
な
り
ま
す
。「
八
田
家
文
書
」
で
出
て
き
た
前
半
部
分
は
、「
本
所
一
円

地
」、
つ
ま
り
地
頭
は
置
か
れ
て
い
な
い
よ
う
な
場
所
で
も
、
異
国
警
固
に
役
割
を

果
た
さ
な
い
な
ら
ば
、
地
頭
を
補
す
、
と
い
う
事
を
徹
底
し
よ
う
と
い
う
法
令
で
す
。

「
八
田
家
文
書
」
か
ら
は
、
類
似
の
内
容
の
法
令
が
年
次
を
変
え
て
何
度
か
出
て
い

る
の
が
分
か
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
追
加
法
令
集
に
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

「
比
志
島
文
書
」
に
は
こ
の
ふ
た
つ
の
事
例
の
よ
う
な
法
令
が
残
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
比
志
島
氏
が
追
加
法
令
を
積
極
的
に
情
報
収
集
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
幕
府
の
側
で
も
情
報
を
周
知
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
一
生
懸
命
に
発
信
を
し
て
、
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そ
れ
が
中
小
御
家
人
達
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
反
面
、
比
志

島
氏
の
立
場
に
立
て
ば
、
そ
う
い
っ
た
情
報
を
き
ち
ん
と
キ
ャ
ッ
チ
し
よ
う
と
思
っ

て
網
を
張
っ
て
い
て
、
結
果
と
し
て
写
し
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

最
初
に
お
話
し
た
よ
う
に
、
自
分
が
御
家
人
と
し
て
幕
府
の
場
で
権
利
を
主
張
す
る

た
め
に
は
、
幕
府
が
ど
う
い
う
事
を
考
え
て
い
る
の
か
、
鎮
西
、
九
州
の
場
で
ど
う

い
う
方
針
を
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
情
報
収
集
が
必
要
と
な
っ
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
事
例
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
建
武
政
権
の
話
に
す
す
み
ま
す
。
建
武
政
権
で
は
三
つ
事
例
を
挙
げ
て
い
ま

す
。
最
初
に
挙
げ
た
の
は
、
今
ま
で
の
お
話
と
同
じ
く
法
令
の
話
で
す
。
後
醍
醐
天

皇
が
建
て
た
建
武
政
権
の
場
合
に
は
、
基
本
的
な
法
令
と
し
て
、
建
武
式
目
が
あ
り

ま
す
。
鎌
倉
幕
府
と
同
様
に
追
加
法
令
が
い
く
つ
か
あ
り
、「
建
武
記
」
と
い
う
史

料
に
お
お
よ
そ
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
建
武
式
目
と
追
加
法
令
は
、
岩
波
書
店
の

『
日
本
思
想
体
系
』「
中
世
政
治
社
会
思
想
下
」
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
追
加
法

令
は
、「
建
武
記
」
以
外
に
も
「
香
取
田
所
文
書
」、
千
葉
県
の
香
取
社
に
関
わ
る
文

書
、
そ
れ
か
ら
九
州
の
五
島
の
「
青
方
文
書
」
な
ど
か
ら
も
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

鎌
倉
幕
府
の
追
加
法
令
集
に
残
っ
て
も
い
な
い
よ
う
な
も
の
が
現
地
に
残
っ
て
い
る

の
と
同
じ
状
況
が
建
武
政
権
で
も
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
て
「
比
志
島
文
書
」
に
も
一
つ
だ
け
建
武
政
権
の
法
令
の
写
し
が
入
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
こ
れ
は
、「
建
武
記
」
に
載
っ
て
い
る
も
の
と
同
じ
も
の
で
す
。『
鹿
児
島

県
史
料
』
に
は
十
一
番
と
い
う
番
号
で
入
っ
て
い
ま
す
（
第
三
図
）。
い
ず
れ
も
九

州
に
限
定
さ
れ
た
内
容
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
建
武
記
」
と
対
照
を
す
る
と
、「
条
々
」

と
あ
る
全
九
条
の
ま
と
ま
り
の
七
〜
九
条
目
、
そ
し
て
そ
の
次
の
条
文
（
十
条
目
）

に
相
当
し
ま
す
。「
比
志
島
文
書
」
に
伝
わ
っ
た
条
文
の
写
し
で
わ
か
る
こ
と
は
、

鹿児島大学所蔵文書
（八田スエノ氏旧蔵）

比志島文書では一連の写

追加法令集には見えない

第二図
第
二
図
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第
一
に
、
字
の
異
同
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、「
比
志
島
文
書
」
の
方
で
「
建
武
記
」

の
不
備
を
補
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
第
二
に
、
内
容
か
ら
一
〜
九
条
目
と
十
条
目
は

あ
ま
り
関
係
が
無
い
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
ま
す
が
、「
比
志
島
文
書
」
の

写
し
で
は
九
条
目
と
十
条
目
が
繋
が
っ
て
い
ま
す
の
で
、
一
条
目
か
ら
九
条
目
と
十

条
目
は
本
来
一
連
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
で
て
き
ま
す
。
第
三
に
、
一
番
大
事

な
の
が
最
後
の
「
奉
行
人
」
の
箇
所
で
す
。
こ
の
記
載
は
「
建
武
記
」
に
は
な
く
、

「
比
志
島
文
書
」
に
だ
け
あ
る
記
載
で
す
。「
奉
行
人
」
と
は
、
こ
の
立
法
に
関
係

し
た
実
務
的
な
官
僚
、
担
当
者
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
ふ
た
り
と

も
武
家
系
の
方
で
す
ね
。
建
武
政
権
は
公
家
の
実
務
系
の
人
と
鎌
倉
幕
府
以
来
の
武

家
の
実
務
系
の
人
と
一
緒
に
実
務
を
担
当
し
ま
す
が
、
こ
の
事
例
で
は
武
家
の
実
務

系
の
方
達
が
担
当
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
右
側
に
み
え
ま
す
二
階

堂
道
薀
は
、
鎌
倉
幕
府
の
末
期
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
人
で
す
。
二
階
堂
氏
は
、
実
務

官
僚
の
中
で
は
割
と
家
格
の
高
い
、
幕
府
の
機
関
の
長
官
を
担
う
家
で
す
。
左
側
の

富
部
は
、
そ
の
も
と
で
実
務
を
行
う
レ
ベ
ル
の
人
で
す
。
法
の
制
定
の
担
当
者
が
分

か
る
史
料
は
、
建
武
政
権
の
時
期
で
は
他
に
無
い
と
思
い
ま
す
。
と
て
も
貴
重
な
情

報
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
史
料
が
「
比
志
島
文
書
」
に
伝
わ
る
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
比
志

島
氏
が
、
法
令
に
つ
い
て
、
建
武
政
権
に
も
鎌
倉
幕
府
と
同
じ
態
度
で
接
し
て
い
た

た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
先
程
、
鎌
倉
幕
府
で
お
話
し
し
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同

じ
よ
う
に
捉
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。「
比
志
島
文
書
」
の
中
に

は
一
六
九
番
、
建
武
二
（
一
三
三
五
）
年
に
内
裏
大
番
役
を
務
め
た
薩
摩
国
の
地
頭

御
家
人
の
リ
ス
ト
が
あ
り
、
こ
れ
も
似
た
性
格
の
も
の
で
、
建
武
政
権
の
時
期
に
、

京
都
の
内
裏
の
警
固
役
を
務
め
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
史
料
で
す
。
建
武
政
権
の
も

と
で
も
御
家
人
が
果
た
し
て
い
た
役
割
を
き
ち
ん
と
や
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た

領家背脱

差
定

法

意
「建武記」では、「条々」とはじまる７～9条目

「建武記」なし

第三図

第
三
図
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い
が
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
史
料
を
残
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
建
武
政
権
で
は
二
番
目
の
事
例
に
な
り
ま
す
。
三
番
目
の
事
例
と
と
も
に

よ
く
知
ら
れ
た
史
料
で
、
雑
訴
決
断
所
構
成
員
の
リ
ス
ト
で
す
。
雑
訴
決
断
所
と
い

う
の
は
、
建
武
政
権
が
成
立
し
た
後
、
訴
訟
機
関
と
し
て
設
け
た
も
の
で
、
建
武
政

権
の
基
本
と
な
る
よ
う
な
機
関
で
す
。
構
成
員
は
上
級
公
家
で
あ
る
大
納
言
ク
ラ
ス
、

実
務
の
公
家
で
あ
る
外
記
と
か
史
と
い
う
人
達
、
さ
ら
に
さ
き
ほ
ど
の
二
階
堂
な
ど

武
家
の
奉
行
人
ク
ラ
ス
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
組
織
に
な
り
ま
す
。
構
成
員
が
わ
か

る
の
は
、
リ
ス
ト
が
二
種
類
伝
わ
っ
て
い
る
た
め
で
、
そ
の
内
の
一
種
類
、
古
い
方

が
「
比
志
島
文
書
」
に
あ
り
ま
す
。「
比
志
島
文
書
」
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
に
な
り

ま
す
。
た
だ
、
す
こ
し
判
読
す
る
の
に
厳
し
い
部
分
も
あ
り
、
正
確
な
人
名
比
定
が

難
し
い
の
が
残
念
で
す
。
活
字
は
『
鹿
児
島
県
史
料
』
一
五
五
番
に
な
り
ま
す
（
第

四
図
）。

　

で
は
一
体
こ
れ
は
何
年
の
も
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
人
名
リ
ス
ト
の
場
合
は
、

人
物
の
表
記
が
手
が
か
り
と
な
り
ま
す
。
公
家
の
場
合
で
す
と
ど
う
い
う
官
で
表
記

さ
れ
る
か
、
あ
る
官
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
何
年
何
月
何
日
か
ら
何
年
何
月
何
日

ま
で
と
分
か
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
れ
を
何
人
か
で
確
認
し
て
組
み
合
わ
せ
て
い

く
と
、
範
囲
が
限
定
で
き
ま
す
。
ま
ず
、「
忠
顕
朝
臣
」
と
い
う
表
記
を
取
り
上
げ

ま
す
。
何
と
か
朝
臣
と
い
う
表
記
の
仕
方
は
、
位
で
言
う
と
四
位
（
し
い
）
の
表
記

の
仕
方
で
す
。
位
階
は
、
六
位
と
五
位
、
五
位
と
四
位
、
四
位
と
三
位
で
、
そ
れ
ぞ

れ
大
き
な
段
差
が
あ
り
、
表
記
で
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
他
の
史
料
に
よ

る
と
そ
の
忠
顕
は
元
弘
三
（
一
三
三
三
）
年
九
月
十
日
に
従
三
位
、
つ
ま
り
三
位
に

上
が
っ
て
い
ま
す
の
で
、
元
弘
三
年
九
月
十
日
以
降
だ
と
忠
顕
朝
臣
と
い
う
書
き
方

は
し
な
い
は
ず
で
、
そ
れ
よ
り
も
前
の
リ
ス
ト
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
一
方
、「
経
季

朝
臣
」
は
同
じ
時
に
蔵
人
頭
・
宮
内
卿
に
な
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
注
記
で
そ
の
事

第四図
元弘３年９月１０日に従三位に

なったのに朝臣と表記
元弘３年９月１０日に蔵

人頭・宮内卿

第
四
図
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実
が
追
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
さ
い
字
の
注
記
は
、
大
き
な
字
で
書
か
れ
て
い
る
本

文
の
成
立
か
ら
間
も
な
い
時
期
に
変
更
が
あ
っ
た
た
め
に
必
要
な
情
報
と
し
て
追
記

さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
文
の
成
立
は
、
元
弘
三
年
九
月
十
日
か
ら
大
き

く
遡
ら
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
大
体
元
弘
三
年
九
月
十
日
の
前
後

に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
建
武
政
権
が
成
立
し
て
間
も

な
い
頃
、
二
、三
ヶ
月
た
っ
た
頃
の
早
い
時
期
の
雑
訴
決
断
所
の
交
名
で
あ
ろ
う
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ト
が
「
比
志
島
文
書
」
に
伝
わ
っ
て
い
る
か
、
よ
く
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
推
測
す
る
と
、
も
し
建
武
政
権
に
訴
訟
を
起
こ
し
た
場
合
、
雑

訴
決
断
所
の
い
ず
れ
か
の
番
で
自
分
の
訴
え
出
て
い
る
訴
訟
が
扱
わ
れ
ま
す
。
そ
の

番
に
誰
が
い
る
の
か
分
か
れ
ば
、
色
々
と
働
き
か
け
が
出
来
ま
す
の
で
、
こ
う
い
う

リ
ス
ト
は
重
宝
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
訴
訟
を
有
利
に
運
ぶ
た
め
に
構
成
員

の
リ
ス
ト
を
収
集
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
比
志
島
氏
が
、

雑
訴
決
断
所
で
訴
訟
を
し
て
い
る
と
い
う
明
確
な
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

三
番
目
の
事
例
も
と
て
も
有
名
な
も
の
で
、
足
利
尊
氏
・
直
義
兄
弟
の
所
領
の
リ

ス
ト
と
言
わ
れ
て
い
る
史
料
で
す
。
活
字
は
、『
鹿
児
島
県
史
料
』
一
五
六
番
に
な

り
ま
す
（
第
五
図
）。
ど
う
い
う
所
領
の
注
文
か
と
い
う
と
、「
足
利
殿
」
が
尊
氏
、「
左

馬
頭
殿
」
が
直
義
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ぎ
に
「
泰
家
跡
」、「
貞

直
跡
」
な
ど
、
色
々
注
記
が
入
っ
て
い
ま
す
。
何
と
か
跡
と
い
う
の
は
元
々
そ
の
人

が
持
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
す
の
で
没
収
地
と
い
う
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

泰
家
は
北
条
高
時
の
弟
、
貞
直
・
維
貞
は
北
条
氏
庶
流
大
仏
氏
、
守
時
も
庶
流
赤
橋

氏
、
時
顕
は
安
達
氏
で
、
注
記
に
名
前
の
あ
る
人
は
北
条
氏
も
し
く
は
そ
の
関
係
者

で
す
。
そ
こ
で
、
北
条
氏
が
滅
ん
だ
後
、
関
係
者
の
所
領
が
没
収
さ
れ
て
、
尊
氏
と

直
義
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
後
醍
醐
天
皇
が
尊
氏
・
直
義
に
与
え
た

羽
茂

各
和

足利直義 足利尊氏沼浜

岸
本

六箇カ

？

？

？

？

上総

上総
越後

第
五
図

第
五
図
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恩
賞
地
の
注
文
だ
と
理
解
さ
れ
、
た
ぶ
ん
そ
れ
で
正
し
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
そ
う

な
ら
も
っ
と
多
く
の
人
の
没
収
地
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
し

ま
す
が
、
所
領
は
没
収
さ
れ
た
後
、
元
々
の
所
有
者
の
縁
故
者
に
与
え
ら
れ
る
と
い

う
原
則
が
あ
り
、
そ
れ
が
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
足
利
氏
は
、
鎌
倉
幕

府
の
末
、
少
し
弾
圧
さ
れ
て
家
の
勢
い
と
し
て
は
あ
ま
り
良
く
な
い
の
で
す
が
、
そ

れ
で
も
家
の
格
と
し
て
は
高
い
の
で
、
奥
様
は
北
条
氏
か
ら
迎
え
ま
す
。
足
利
尊
氏

の
正
妻
は
、
北
条
氏
庶
流
の
赤
橋
家
の
出
身
で
す
の
で
、
赤
橋
守
時
は
言
っ
て
み
れ

ば
、
尊
氏
か
ら
見
れ
ば
奥
様
の
方
の
近
い
人
に
な
り
ま
す
。
他
も
同
様
に
説
明
が
付

く
場
合
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
史
料
を
使
う
時
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
表
記
が
不
正
確
な
点

で
す
。
た
と
え
ば
「
治
須
郷
」
は
、
相
当
す
る
地
名
が
あ
り
ま
せ
ん
。
崩
し
字
で

似
た
よ
う
な
形
の
字
を
探
す
と
、
さ
ん
ず
い
を
生
か
し
、
右
上
部
を
変
え
て
「
沼
」、

お
な
じ
く
さ
ん
ず
い
で
旁
の
頁
に
近
い
字
と
し
て
「
濱
」（
浜
）
を
思
い
浮
か
べ
る

と
、「
沼
浜
」
と
い
う
地
名
は
伊
豆
に
あ
る
の
で
、
沼
浜
郷
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
同
様
に
不
正
確
な
個
所
で
、
今
ま
で
分
か
っ
て
い
る
の
を
第
五
図
に
表
記

し
ま
し
た
。
字
の
問
題
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
国
名
表
記
で
す
。「
三

河
国
重
原
庄
」
の
つ
ぎ
に
「
小
山
辺
庄
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、「
小
山
辺
庄
」
は
三

河
国
か
と
思
い
ま
す
が
、
相
当
す
る
庄
園
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
疑
問
は
解
明
さ
れ

て
い
て
、「
小
」
は
「
北
」
と
い
う
字
に
似
て
お
り
、
北
山
辺
庄
と
い
う
の
が
上
総

国
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
指
す
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
に
来
る
「
同
二
宮
庄
」

は
上
総
国
に
二
宮
庄
と
い
う
有
名
な
庄
園
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
推
定
を
裏
付
け

ま
す
。
上
総
と
い
う
字
を
写
し
落
と
し
た
の
か
。
あ
る
い
は
一
つ
上
総
の
所
領
を
抜

か
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
ど
ち
ら
か
で
し
ょ
う
。
ま
た
、「
奥
州
外
浜
」「
同
国
糠
部

郷
」
の
次
で
す
の
で
「
上
田
庄
」
も
奥
州
に
な
り
そ
う
で
す
が
、
相
当
す
る
も
の
が

あ
り
ま
せ
ん
。
次
に
佐
渡
が
来
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
る
と
、
越
後
に
上
田
庄
が
あ

り
ま
す
の
で
、
越
後
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
訂
正
も
少
し
必
要
で
す
が
、
他
に
例
の
な
い
面
白
い
史
料
で
す
。「
比

志
島
文
書
」
に
み
え
る
恩
賞
地
が
そ
の
あ
と
ど
う
な
っ
て
い
く
か
、
と
い
う
と
、
足

利
氏
の
所
領
と
し
て
維
持
さ
れ
ま
せ
ん
。
足
利
氏
は
こ
れ
ら
所
領
を
手
放
し
て
い
き

ま
す
。
自
分
の
一
族
や
上
杉
氏
な
ど
有
力
な
被
官
達
に
所
領
と
し
て
与
え
、
あ
る
い

は
有
力
な
寺
社
に
寄
進
し
て
し
ま
い
ま
す
。
な
お
、
東
北
大
学
に
あ
る
「
倉
持
文

書
」
に
「
足
利
氏
所
領
奉
行
注
文
」
と
言
わ
れ
て
い
る
史
料
が
あ
り
ま
す
。
鎌
倉
時

代
に
足
利
氏
が
元
々
持
っ
て
い
た
所
領
の
注
文
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
お
り
、「
比

志
島
文
書
」
の
恩
賞
地
の
所
領
注
文
は
、
こ
の
「
倉
持
文
書
」
の
「
足
利
氏
所
領
奉

行
注
文
」
と
セ
ッ
ト
の
よ
う
な
扱
い
で
よ
く
言
及
さ
れ
ま
す
。

　

で
は
な
ぜ
尊
氏
・
直
義
の
恩
賞
地
注
文
が
「
比
志
島
文
書
」
に
伝
わ
っ
た
か
、
と

い
う
事
に
つ
い
て
は
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
島
津
庄
が
み
え
る
の
が
ヒ
ン
ト
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
比
志
島
は
島
津
庄
の
寄
郡
で
あ
る
満
家
院
の
一
部
で
す
の

で
、
自
分
の
属
す
る
島
津
庄
に
つ
き
、
権
利
者
が
足
利
氏
に
替
わ
っ
た
と
い
う
情
報

を
明
確
に
入
手
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
以
上
、
建
武

政
権
関
係
三
点
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

　

室
町
幕
府
の
時
代
に
な
る
と
、
す
こ
し
様
相
が
変
わ
り
ま
す
。
今
ま
で
は
、
比
志

島
氏
が
色
々
な
情
報
、
追
加
法
で
あ
っ
た
り
、
所
領
の
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
り
、
人
名

リ
ス
ト
を
入
手
し
た
と
い
う
話
で
し
た
が
、
そ
れ
に
類
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
室
町

幕
府
以
降
に
は
あ
ま
り
確
認
で
き
ま
せ
ん
。
比
志
島
氏
か
ら
積
極
的
に
動
い
た
と
い

う
痕
跡
は
こ
れ
以
降
は
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
意
味
は
最
後
に
整
理
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、
幕
府
の
方
か
ら
の
働
き
か
け
と
し
て
、
面
白
い
史
料
が
あ
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で
は
何
を
払
え
と
言
っ
て
い
る
の
か
、「
元
弘
以
後
新
恩
地
以
下
年
貢
」
が
問
題

に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
一
体
何
か
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
今
ま
で
は
、
先
程
の
尊
氏
・
直
義
の
恩
賞
地
注
文
と
関
連
さ
せ
て
、
尊
氏
や
直

義
が
新
恩
地
と
し
て
与
え
ら
れ
た
所
領
に
何
か
年
貢
が
か
か
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
、
島
津
庄
も
そ
の
一
つ
な
の
で
幕
府
か
ら
年
貢
が
賦
課
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
先
程
少
し
お
話

し
し
た
よ
う
に
、
足
利
将
軍
は
恩
賞
地
注
文
に
載
っ
て
い
る
所
領
を
手
放
し
て
い
き

ま
す
の
で
、
年
貢
の
徴
収
な
ど
し
て
い
た
の
か
、
疑
問
で
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
は
な
に
か
違
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、「
元
弘

以
後
新
恩
地
以
下
年
貢
」
と
い
う
史
料
を
探
す
と
、
い
く
つ
か
見
出
せ
ま
す
。
詳
細

は
こ
こ
で
は
省
き
ま
す
（
吉
田
賢
司
氏
「
武
家
編
制
の
転
換
と
南
北
朝
内
乱
」『
日
本
史
研

究
』
六
〇
六
、二
〇
一
三
年
が
参
考
に
な
り
ま
す
）
が
、
幕
府
が
恩
賞
地
と
し
て
与
え
た

所
領
に
は
、
ご
く
少
額
の
賦
課
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
室
町
幕
府
は
後
醍
醐
天
皇
・
足
利
尊
氏
の
与
え
た
恩
賞
地
に
、
低
率
の
年

貢
を
賦
課
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
後
醍
醐
天
皇
ま
で
入
っ
て
い
る
か

と
い
う
と
、「
元
弘
以
後
」
と
あ
り
ま
す
。
元
弘
と
い
う
の
は
建
武
の
前
の
年
号
で

す
の
で
、
後
醍
醐
天
皇
が
政
権
を
始
め
た
時
で
す
。
元
弘
以
後
と
い
う
表
現
に
よ
っ

て
、
建
武
政
権
以
降
、
後
醍
醐
天
皇
が
与
え
た
所
領
も
含
め
て
と
い
う
意
味
に
な
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
新
恩
地
へ
の
年
貢
賦
課
は
、
新
た
な
試
み
で
す
。
鎌
倉
幕
府
の
場

合
、
恩
賞
地
に
少
額
で
あ
れ
年
貢
を
賦
課
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
行
っ
て
い
な
い
と
思

わ
れ
ま
す
。
鎌
倉
幕
府
が
賦
課
し
た
の
は
、
御
家
人
に
対
し
て
の
公
事
で
す
。
公
事

と
い
う
の
は
土
地
で
は
な
く
人
を
対
象
に
賦
課
す
る
も
の
で
、
肉
体
労
働
を
伴
う
よ

う
な
も
の
、
異
国
警
固
番
役
や
内
裏
大
番
役
な
ど
警
固
を
す
る
役
、
あ
る
い
は
橋
な

ど
を
修
理
す
る
時
に
実
際
に
参
加
す
る
役
、
こ
れ
を
公
事
と
言
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

活
字
は
『
鹿
児
島
県
史
料
』
二
〇
一
番
（
第
六
図
）
で
す
。
文
書
を
出
し
た
主
体

は
島
津
貞
久
、
守
護
ク
ラ
ス
が
出
し
た
文
書
で
す
。「
元
弘
以
後
新
恩
地
以
下
年
貢

事
」
に
つ
い
て
、
今
年
八
月
五
日
付
の
御
奉
書
が
十
二
日
に
到
着
し
ま
し
た
。
こ
の

奉
書
と
注
文
（
リ
ス
ト
）
は
、
こ
の
よ
う
な
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
そ
の
内
容
に

従
っ
て
満
家
院
の
名
主
分
の
御
年
貢
は
払
っ
て
下
さ
い
。
そ
し
て
、
来
月
の
十
日
以

前
に
支
払
い
に
応
ず
る
か
否
か
の
回
答
を
提
出
し
て
下
さ
い
。
も
し
期
限
よ
り
提
出

が
遅
く
な
っ
た
な
ら
ば
そ
の
こ
と
を
注
進
し
ま
す
、
と
い
う
こ
と
を
満
家
院
一
族
に

対
し
て
伝
え
て
い
ま
す
。
比
志
島
氏
に
と
っ
て
は
満
家
院
一
族
と
い
う
形
で
把
握
さ

れ
て
い
る
と
分
か
る
点
で
も
、
面
白
い
史
料
で
す
が
、
そ
れ
は
い
ま
措
き
ま
す
。
八

月
五
日
の
御
奉
書
と
は
、
そ
れ
を
受
け
て
島
津
貞
久
が
出
し
て
い
ま
す
の
で
、
階
層

か
ら
考
え
る
と
幕
府
が
出
し
た
奉
書
、
幕
府
の
命
令
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。
最
後
に
貞
久
が
注
進
を
す
る
先
も
幕
府
に
な
り
ま
す
。

1348年

第六図第六
図
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女
性
が
所
領
を
継
承
す
る
な
ど
労
働
が
出
来
な
い
場
合
を
は
じ
め
、
代
わ
り
に
お
金

を
払
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
一
見
、
年
貢
と
変
わ
り
な
い
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、

鎌
倉
幕
府
は
あ
く
ま
で
御
家
人
に
対
し
て
奉
仕
を
要
求
し
、
年
貢
と
し
て
は
か
け
て

い
な
い
は
ず
で
す
。
そ
こ
か
ら
の
転
換
期
に
な
っ
た
の
が
、
建
武
政
権
の
政
策
で

す
。
建
武
政
権
は
地
頭
職
に
対
し
て
二
十
分
の
一
年
貢
と
い
う
年
貢
を
か
け
て
い
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
の
く
ら
い
広
く
、
徹
底
し
て
賦
課
さ
れ
て
い
た
か
は
分
か
ら

な
い
の
で
す
が
、
恩
賞
地
な
ど
に
年
貢
を
賦
課
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。
室
町
幕
府
は
そ
れ
を
継
承
、
発
展
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
比
志
島
文
書
」
の
先
ほ
ど
の
史
料
は
、
室
町
幕
府
が
、
元
弘
以
降
の
恩
賞
地
に
対

し
て
、
リ
ス
ト
を
も
と
に
少
額
の
年
貢
を
か
け
、
守
護
を
介
し
て
徴
収
し
て
い
た
こ

と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
満
家
院
の
名

主
た
ち
は
、
本
領
で
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
所
領
を
建
武
政
権
も
し
く
は
室
町
幕
府
か
ら

恩
賞
と
し
て
給
与
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
残
念
な
が
ら
明
確
な
証
拠
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
比
志
島
に
つ
い
て
は
参
考
と
な
り
そ
う
な
史
料
が
あ
り
ま
す
。『
鹿
児
島
県

史
料
』
一
五
七
番
に
、
文
書
の
一
部
だ
け
の
不
正
確
な
写
し
で
す
が
、
後
醍
醐
天
皇

綸
旨
と
さ
れ
る
文
書
が
あ
り
ま
す
（
第
七
図
）。
満
家
院
の
比
志
島
名
以
下
に
つ
い

て
、
こ
の
時
期
の
比
志
島
氏
の
中
心
人
物
で
あ
る
彦
太
郎
に
、「
当
知
行
」、
つ
ま
り

い
ま
知
行
し
て
い
る
の
で
、
安
堵
、
つ
ま
り
権
利
を
保
障
し
ま
す
、
と
い
う
内
容
で

す
。
こ
こ
で
は
恩
賞
と
し
て
給
与
す
る
と
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
相
論
が

あ
っ
て
一
方
の
権
利
を
否
定
し
て
他
方
に
既
得
の
権
利
を
認
定
す
る
と
き
に
も
「
当

知
行
」
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
後
醍
醐
天
皇
は
、
比
志

島
氏
に
対
し
、
改
め
て
本
領
で
あ
る
比
志
島
名
な
ど
を
安
堵
し
た
が
、
恩
賞
と
同
等

に
扱
わ
れ
た
、
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
で
、
ほ
ぼ
終
わ
り
ま
し
た
。
室
町
時
代
・
室
町
幕
府
に
な
る
と
京
都
の
政
権

に
つ
い
て
の
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
は
「
比
志
島
文
書
」
か
ら
は
あ
ま
り
見
え
な
く

な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
法
令
や
多
様
な
リ
ス
ト
を
入
手
し
て
、
様
々
な
情
報
を
集
め

よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
南
北
朝
期
以
降
は
あ
ま
り
そ
う
い
う
努
力
は
確
認

さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、「
比
志
島
文
書
」
を
考
え
る
時
に
は
整
理
し

て
お
く
べ
き
事
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ご
く
一
般
的
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

御
家
人
で
あ
る
と
い
う
意
義
が
全
般
的
に
低
下
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は

地
方
・
地
域
と
中
央
と
の
結
び
つ
き
が
よ
り
弱
く
な
っ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

地
域
が
自
立
化
し
て
い
く
と
い
う
動
き
の
現
れ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。
鎌
倉
時
代
あ
る
い
は
建
武
政
権
期
に
中
小
御
家
人
で
あ
っ
た
比
志
島
氏
は
、
鹿

児
島
の
地
に
居
な
が
ら
中
央
、
中
央
と
い
う
か
幕
府
、
鎌
倉
幕
府
を
見
て
い
た
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も
、
よ
り
地
元
に
根
ざ
す
視
点
を
重
視
し
て
、
例
え
ば

島
津
氏
と
の
関
係
、
他
の
周
辺
の
有
力
な
人
達
と
の
関
係
、
そ
れ
ら
を
重
視
す
る
よ

う
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
政
権
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
情
報
が
、
あ
ま
り
必
要
と
さ

れ
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
同
時
に
、
そ
れ
で
も
今
に

伝
わ
っ
て
い
る
、
御
家
人
で
あ
っ
た
証
拠
が
南
北
朝
以
降
に
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く
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今
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
も
、
考
え
な
く
て
は
い
け
ま

せ
ん
。「
比
志
島
文
書
」
の
よ
う
に
御
家
人
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
が
た
く
さ
ん
残
っ

て
い
る
文
書
群
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
珍
し
い

事
例
に
属
し
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
私
と
し
て
は
も
う
す
で
に
能
力
の
範
囲
外
で
す

け
れ
ど
も
、
想
像
す
る
に
、
御
家
人
と
し
て
の
実
質
的
な
意
義
が
な
く
な
っ
て
も
、

御
家
人
身
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
後
々
か
ら
も
大
事
に
し
よ
う
と
し
た
、
言
い
換
え

れ
ば
御
家
人
で
あ
っ
た
こ
と
の
記
憶
を
尊
重
し
た
、
そ
の
た
め
に
御
家
人
で
あ
っ
た

証
拠
を
残
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
加
え
て
、
火
災
や
天
災

に
遭
わ
ず
に
文
書
群
が
伝
わ
っ
て
き
た
と
い
う
幸
い
が
重
な
り
、
い
ま
「
比
志
島
文

書
」
と
い
う
文
書
群
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
、「
比

志
島
文
書
」
は
中
央
政
権
を
知
る
貴
重
な
史
料
群
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

お
伝
え
し
た
い
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
で
終
わ
り
に
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※　

本
稿
は
、
平
成
二
十
八
（
二
○
一
六
）
年
二
月
十
三
日
（
土
）
に
黎
明
館
講
堂
で
行
わ

れ
た
、
山
家
浩
樹
先
生
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
教
授
）
の
黎
明
館
講
演
会
「「
比
志
島

文
書
」
に
み
る
建
武
政
権
と
草
創
期
の
室
町
幕
府
」
の
御
講
演
内
容
を
、
筆
記
を
基
に
ま

と
め
た
も
の
で
す
。 

（
文
責　

黎
明
館
調
査
史
料
室
）


