
出羽国由利郡地頭由利維平をめぐって

1

は
じ
め
に

　

私
は
、
さ
き
に
発
表
し
た
拙
論
「
治
承
・
寿
永
内
乱
に
と
も
な
う
鎌
倉
勢
力
の
鎮
西
進
出
に
つ
い
て（

1
（

」
に
お
い
て
、
治
承
・
寿
永
内

乱
後
、
幕
府
が
鎮
西
支
配
の
担
当
者
と
し
て
配
置
し
た
御
家
人
の
多
く
が
、
東
国
生
え
抜
き
の
武
士
で
は
な
く
、
京
都
の
貴
族
社
会
に

基
盤
を
持
つ
吏
僚
系
の
武
士
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
し
た
。
と
す
れ
ば
、
空
間
的
な
対
極
に
位
置
す
る
奥
羽
で
は
ど
う
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

　

中
世
前
期
の
東
北
地
方
史
の
研
究
を
リ
ー
ド
す
る
入
間
田
宣
夫
氏
は
、
か
つ
て
「
文
治
五
年
奥
州
合
戦
と
そ
れ
に
継
起
す
る
大
河
兼

任
の
乱
の
結
果
、
奥
羽
の
地
は
こ
れ
ま
で
の
主
を
失
い
無
主
の
地
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
新
た
な
主
と
し
て
登
場
す
る
の
が
関
東
の
勢
力

で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
、
奥
羽
両
国
は
関
東
の
植
民
地
と
も
い
う
べ
き
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
」
と
述
べ
た（

（
（

。

　

そ
の
後
、
入
間
田
氏
は
、
自
ら
の
編
に
な
る
『
日
本
・
東
ア
ジ
ア
の
国
家
・
地
域
・
人
間
─
歴
史
学
と
文
化
人
類
学
の
方
法
か
ら
─（

（
（

』

出
羽
国
由
利
郡
地
頭
由
利
維
平
を
め
ぐ
っ
て

─
源
頼
朝
政
権
と
出
羽
国
─

野

口
　

実



（

に
収
録
し
た
「
陸
奥
国
の
案
内
者
佐
藤
氏
に
つ
い
て
」（
以
下
に
述
べ
る
入
間
田
氏
の
所
説
は
本
稿
に
よ
る
（
に
お
い
て
、
奥
州
合
戦
・

大
河
兼
任
の
乱
の
後
も
在
来
の
武
士
団
が
「
国
御
家
人
」
さ
も
な
け
れ
ば
「
案
内
者
」
と
し
て
そ
の
勢
力
の
実
質
を
保
持
し
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
、
か
つ
て
の
主
張
が
「
一
面
的
か
つ
大
げ
さ
な
表
現
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
、「
若
気
の
い
た
り
で
あ
っ
た
」
と
反

省
の
弁
を
記
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
平
泉
藤
原
氏
滅
亡
後
の
奥
羽
が
（
野
蛮
な
（
東
国
武
士
団=

鎌
倉
幕
府
の
植
民
地
と
化
し
た
と
い
う
認
識
は
、
網
野
善

彦
氏
の
東
国
西
国
国
家
論
（
（
（

と
も
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
、
通
説
化
し
、
長
く
中
世
前
期
の
奥
羽
地
方
の
歴
史
研
究
の
あ
り
方

を
規
定
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

実
は
私
自
身
も
入
間
田
氏
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
十
一
～
十
二
世
紀
の
奥
羽
の
政
治
史
に
関
心
を
持
っ
て
研
究
を
進
め
て
き
た
。
そ

し
て
、
近
年
の
実
証
的
な
研
究
成
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、
入
間
田
氏
の
反
省
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
思
う
し
、
む
し
ろ
そ
の
対
応
に
は

潔
い
誠
実
さ
を
感
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
含
め
て
長
年
に
わ
た
る
入
間
田
氏
の
学
恩
に
は
報
謝
を
尽
く
し
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
、
入
間
田
氏
が
反
省
の
根
拠
と
さ
れ
た
論
文
の
中
に
、
今
度
は
逆
の
意
味
で
実
証
的
に
検
討
を
要
す
る
部
分

が
あ
る
こ
と
も
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
氏
が
「
国
御
家
人
と
し
て
、
社
会
的
な
位
置
づ
け
を
享
受
し
て
、
そ
れ
な
り
の

存
在
感
を
維
持
し
て
い
た
」
と
評
価
さ
れ
た
出
羽
国
の
由
利
氏
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
、
こ
れ
を
奥
州
合
戦
以
前
か
ら
の
在
地
勢
力
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

一　

藤
原
泰
衡
の
郎
従
「
由
利
八
郎
」

　

入
間
田
氏
は
、
文
治
五
年
（
一
一
八
九
（
の
奥
州
合
戦
後
に
奥
羽
に
入
部
し
た
新
来
勢
力
の
「
案
内
者
」
と
し
て
在
来
勢
力
が
存
在
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し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
代
表
と
し
て
留
守
氏
の
執
事
と
な
っ
た
佐
藤
氏
を
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
類
例
と
し
て
紹

介
し
た
の
が
由
利
氏
で
あ
っ
た
。

　

入
間
田
氏
は
『
本
荘
市
史
』
な
ど
に
よ
っ
て
由
利
氏
に
関
す
る
知
見
を
述
べ
、
そ
の
存
在
形
態
を
分
析
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ

を
箇
条
書
き
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
ａ　

建
治
元
年
（
一
二
七
五
（
の
「
六
条
八
幡
宮
造
営
用
途
支
配
注
文
」
に
出
羽
国
御
家
人
と
し
て
「
由
利
中
八
跡
」
が
見
え
る
→

由
利
氏
は
前
代
以
来
の
在
地
勢
力
と
見
ら
れ
る
。

　

ｂ　

由
利
八
郎
維
平

0

0

0

0

0

0

は
奥
州
合
戦
で
鎌
倉
方
の
捕
虜
に
な
っ
た
が
、
臆
す
る
こ
と
の
な
い
態
度
で
所
信
を
披
瀝
し
た
こ
と
で
頼
朝
を

感
心
さ
せ
た
（『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
九
月
七
日
条
（。

　
ｃ　

建
久
元
年
（
一
一
九
〇
（、
大
河
兼
任
が
反
乱
に
立
ち
上
が
る
際
、
由
利
中
八
維
平
に
使
者
を
派
遣
し
て
、「
古
今
間
、
報
六
親

若
夫
婦
怨
敵
之
者
、
尋
常
事
也
、
未
有
討
主
人
敵
之
例
、
兼
任
独
為
始
其
例
、
所
赴
鎌
倉
也
」
と
表
明
し
た
（
同　

建
久
元
年

正
月
六
日
条
（
→
兼
任
は
こ
の
科
白
に
よ
っ
て
維
平
を
味
方
に
出
来
る
と
考
え
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
ま
で
言
え

な
く
て
も
、
維
平
と
兼
任
は
以
前
か
ら
使
者
を
交
わ
す
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

ｄ　

維
平

0

0

は
大
河
兼
任
の
反
乱
に
与
す
る
こ
と
な
く
、
鎌
倉
方
と
し
て
討
死
し
た
（
同　

建
久
元
年
正
月
六
日
・
十
八
・
十
九
日
条
（

→
彼
は
御
家
人
に
取
り
立
て
ら
れ
る
と
と
も
に
由
利
郡
地
頭
職
に
も
補
任
さ
れ
た
ら
し
い
。　

　
ｅ　

由
利
郡
地
頭
職
は
、
維
平
か
ら
次
の
世
代
の
維
久
に
継
承
さ
れ
た
が
、
彼
は
和
田
合
戦
で
北
条
泰
時
を
射
た
と
い
う
嫌
疑
を
か

け
ら
れ
て
、
こ
の
所
職
を
没
収
さ
れ
、
大
弐
局
に
与
え
ら
れ
た
（
同　

建
保
元
年
五
月
五
・
七
日
条
（。

　

ｆ　
「
六
条
八
幡
宮
造
営
用
途
支
配
注
文
」
に
「
由
利
中
八
跡
」
と
記
載
が
あ
る
。
ま
た
、
永
仁
七
年
（
一
二
九
九
（
に
「
由
利
孫

五
郎
惟
方
跡
」
由
利
郡
小
友
村
が
小
早
川
定
平
に
恩
賞
と
し
て
給
与
さ
れ
て
い
る
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
〇
〇
二
九
号
（
→
そ
の



（

後
も
、
由
利
氏
の
在
地
勢
力
が
ま
っ
た
く
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
権
益
は
郡
内
に
根
強
く
存
続
し
て
い

た
。

　
ｇ　

鎌
倉
末
期
、
由
利
八
郎
頼
久
の
世
代
に
も
、
武
蔵
国
本
庄
内
や
九
州
筑
前
国
小
中
庄
に
由
利
氏
の
所
領
・
所
職
が
確
認
さ
れ
て

い
る
（『
鎌
倉
遺
文
』（
二
五
一
八
一
・
二
五
七
五
〇
号
（
→
本
国
以
外
に
も
所
領
を
給
与
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
出
羽
の
在
来
勢
力
で
あ
っ
た
由
利
氏
は
文
治
五
年
の
奥
州
合
戦
、
翌
年
の
大
河
兼
任
の
乱
後
も
鎌
倉
幕
府
の
国
御

家
人
と
し
て
存
続
し
続
け
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
、そ
の
理
解
に
は
大
き
な
陥
穽
が
あ
っ
た
。
入
間
田
氏
が
ｂ
に
示
し
た
「
由
利
八
郎
維
平
」
な
る
人
物
は
存
在
し
な
い
。「
維

平
」
を
諱
と
す
る
者
の
仮
名
（
輩
号
（
は
す
べ
か
ら
く
「
中
八
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
『
吾
妻
鏡
』
に
は
、
文
治
五
年
九
月
七
日
条
に
、
藤
原
泰
衡
の
郎
従
と
し
て
「
由
利
八
郎
」
が
登
場
し
て
、
平
泉
藤
原
氏
の
正
当
性

を
主
張
す
る
見
事
な
弁
舌
を
披
露
す
る
。
頼
朝
は
こ
れ
に
感
心
は
し
た
が
、
御
家
人
に
加
え
た
り
は
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
十
三
日

条
に
は
、「
由
利
八
郎
」
が
そ
の
勇
敢
さ
の
ゆ
え
に
「
恩
免
に
預
」
か
っ
た
が
、「
但
し
兵
具
を
聴
さ
れ
ず
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
処

刑
は
免
れ
た
け
れ
ど
も
武
装
解
除
さ
れ
て
「
武
士
」
と
し
て
の
身
分
は
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
当
然
、
所
領
も
没
収
さ

れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ｄ
に
示
し
た
「
御
家
人
に
取
り
立
て
ら
れ
る
と
と
も
に
由
利
郡
地
頭
職
に
も
補
任
さ
れ
た
ら
し

い
」
と
い
う
推
測
は
全
く
成
立
し
が
た
い
こ
と
に
な
る
。　

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
大
河
兼
任
の
乱
に
際
し
て
討
死
を
遂
げ
た
「
由
利
中
八
維
平
」
は
藤
原
泰
衡
の
郎
従
の
「
由
利
八
郎
」
と
は
別

人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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二　

伊
豆
以
来
の
頼
朝
側
近
「
中
八
維
平
」

　

そ
れ
で
は
、「
由
利
中
八
維
平
」
と
は
何
者
な
の
か
。『
吾
妻
鏡
』
に
は
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
（
八
月
二
十
日
条
に
「
中
八
惟
平
」

が
登
場
す
る
。
伊
豆
で
挙
兵
し
た
源
頼
朝
が
相
模
に
進
軍
す
る
に
際
し
て
扈
従
し
た
人
々
の
リ
ス
ト
の
最
後
か
ら
三
番
目
に
「
中
八
惟

平
」
が
所
見
す
る
の
で
あ
る
。
目
崎
徳
衛
氏
は
こ
の
リ
ス
ト
の
末
尾
に
「
中
四
郎
惟
重
・
中
八
維
平
・
新
藤
次
俊
長
・
小
中
太
光
家
」

が
一
括
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
に
注
目
し
、
彼
ら
が
中
原
氏
・
藤
井
氏
と
い
う
典
型
的
な
下
級
官
人
の
家
筋
で
あ
る
こ
と
や
、
俊
長
と

光
家
が
後
に
政
所
の
案
主
・
知
家
事
を
つ
と
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
四
人
が
早
く
か
ら
流
人
頼
朝
に
仕
え
て
い
た
吏
僚
的
な
存
在

で
あ
り
、
中
四
郎
と
中
八
が
兄
弟
関
係
に
あ
る
こ
と
を
推
測
し
て
い
る（

5
（

。

　

つ
ぎ
に
彼
が
登
場
す
る
の
は
、
文
治
二
年
（
一
一
八
六
（
三
月
二
十
七
日
条
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
注
進
京
留
人
々
」
と
題
す
る
交

名
で
、「
ち
う
は
ち
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
交
名
は
、
北
条
時
政
が
京
都
守
護
の
任
を
離
れ
る
に
際
し
て
、
京
都
に
残
留
さ
せ
た

御
家
人
の
名
を
記
し
た
も
の
で
、
か
つ
て
奥
富
敬
之
氏
は
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
三
十
五
名
を
北
条
時
政
の
被
官
と
と
ら
え
た
。
し
か

し
、
そ
れ
は
明
ら
か
な
誤
解
で
あ
り
、
実
は
そ
れ
ぞ
れ
が
歴
と
し
た
御
家
人
で
、
し
か
も
、
そ
の
負
わ
さ
れ
た
職
務
柄
、
畿
内
近
国
の

事
情
に
通
じ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
奥
富
氏
は
、
こ
の
交
名
に
記
さ
れ
た
人
名
が
「
あ
つ
さ
の
新
大
夫
」

と
か
「
な
い
と
う
の
四
郎
」
な
ど
の
よ
う
に
仮
名
書
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
身
分
を
低
い
も
の
と
見
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
ち
う
は
ち
」
も
、
正
確
に
は
「
中
八
」
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
伊
豆
以
来
見
知
っ
て
い
た
は
ず
の
時
政
が
、
彼
を
こ
の
メ
ン
バ
ー

に
加
え
た
の
は
、
彼
も
ま
た
京
都
政
界
や
畿
内
の
在
地
状
況
に
通
じ
た
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う（

（
（

。
こ
の
と
き
は
、
伊
豆
挙
兵
後
す

で
に
五
年
半
を
経
て
い
た
か
ら
、
中
八
維
平
も
あ
る
程
度
の
所
領
を
与
え
ら
れ
、
御
家
人
と
し
て
武
的
な
奉
仕
も
担
い
う
る
だ
け
の
実



（

力
を
身
に
つ
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
奥
州
合
戦
の
後
、「
中
八
維
平
」
の
名
は
「
由
利
」
の
名
字
を
付
さ
れ
て
『
吾
妻
鏡
』
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る（
ｃ
（。
す

な
わ
ち
彼
は
、
藤
原
泰
衡
の
郎
従
で
あ
っ
た
「
由
利
八
郎
」
に
か
わ
っ
て
出
羽
国
由
利
郡
の
支
配
を
頼
朝
か
ら
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
戦
後
、
小
鹿
嶋
な
ど
の
地
を
与
え
ら
れ
た
橘
公
業
が
そ
の
直
後
か
ら
『
吾
妻
鏡
』
に
「
小
鹿
嶋
橘
公
業
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
中
八
維
平
も
「
由
利
」
の
名
字
を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
大
河

兼
任
が
維
平
に
自
ら
の
蜂
起
の
意
図
を
伝
え
た
理
由
も
理
解
で
き
る
。
私
は
入
間
田
氏（
ｃ
（と
は
正
反
対
に
、
こ
れ
を
兼
任
の
頼
朝
に

対
す
る
宣
戦
布
告
を
側
近
の
維
平
に
委
ね
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　

最
初
に
大
河
兼
任
挙
兵
の
報
が
頼
朝
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
た
時
、
由
利
中
八
維
平
は
逐
電
し
た
と
い
う
情
報
も
伝
え
ら
れ
た
が
、

頼
朝
は
そ
れ
は
誤
り
だ
ろ
う
と
言
い
、
結
局
頼
朝
の
判
断
が
正
し
か
っ
た
と
い
う
話
が
正
月
十
八
・
十
九
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
記
事
は
頼
朝
を
称
揚
す
る
た
め
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
判
断
で
き
る
だ
け
の
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と

が
前
提
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
や
は
り
こ
の
維
平
は
伊
豆
以
来
の
頼
朝
側
近
に
相
違
あ
る
ま
い
。

【『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
由
利
八
郎
と
由
利
中
八
の
所
見
】（
条
・
表
記
名
・
記
事
内
容
（

治
承
四
年　
　

八
月　

二
十
日　

中
八
惟
平　
　
　

頼
朝
の
挙
兵
に
際
し
伊
豆
か
ら
相
模
に
扈
従

養
和
元
年　
　

三
月　
　

六
日　

中
八
維
平　
　
　

伊
勢
国
の
大
中
臣
能
親
よ
り
書
状
を
受
け
る

文
治
二
年　
　

三
月
二
十
七
日　

ち
う
は
ち　
　
　

北
条
時
政
の
関
東
下
向
に
際
し
京
都
に
留
ま
る

文
治
五
年　
　

九
月　
　

七
日　

由
利
八
郎	

泰
衡
郎
従

捕
虜
と
な
っ
た
が
正
論
を
述
べ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
三
日　

由
利
八
郎	

恩
免
さ
れ
る
が
、
兵
具
は
許
さ
れ
ず

　
　
　
　
　

十
二
月
二
十
四
日　

由
利
中
八
維
平　

物
騒
に
よ
り
奥
州
に
発
向

建
久
元
年　
　

正
月　
　

六
日　

由
利
中
八
維
平　

大
河
兼
任
よ
り
挑
戦
の
使
者
を
送
ら
れ
、
討
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
八
日　

由
利
中
八
維
平　

頼
朝
、
維
平
逐
電
の
報
を
疑
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
九
日　

中
八　
　
　
　
　

逐
電
は
誤
報
と
判
明

　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
九
日　

維
平　
　
　
　
　

頼
朝
、
維
平
を
褒
め
、
思
慮
の
な
さ
を
悔
や
む
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こ
れ
を
泰
衡
郎
従
の
由
利
「
八
郎
」
と
混
同
し
た
の
は
、
前
年
の
奥
州
合
戦
で
八
郎
が
鎌
倉
方
に
と
ら
え
ら
れ
た
と
き
の
発
言
が
、

封
建
社
会
に
お
い
て
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
観
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
発
言
を
す
る
武
士
は
死
に
至
る
ま
で
主
君
に
奉
仕
す

る
も
の
だ
と
い
う
意
識
に
近
現
代
の
歴
史
学
者
ま
で
が
呪
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
頼
朝
自
身
が
「
維
平
の
所
爲
、

賞
翫
す
べ
き
に
似
た
り
と
雖
も
、
大
敵
を
請
く
る
の
日
、
聊
か
憶
持
無
き
か
」（
二
十
九
日
条
（
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
世
前
期

の
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
行
動
は
決
し
て
全
面
的
に
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三　

奥
州
合
戦
直
後
、
出
羽
国
に
配
置
さ
れ
た
地
頭
た
ち

　

文
治
五
年
（
一
一
八
九
（
の
奥
州
合
戦
に
際
し
て
平
泉
藤
原
氏
と
運
命
を
共
に
し
な
か
っ
た
出
羽
の
在
地
勢
力
は
大
河
兼
任
の
乱
に

よ
っ
て
一
掃
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
後
頼
朝
は
、
平
泉
藤
原
氏
の
勢
力
の
及
ん
で
い
た
出
羽
国
内
の
新
た
な
在
地
支
配

者
と
し
て
誰
を
配
置
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
で
は
大
河
兼
任
の
乱
後
と
一
括
し
て
地
頭
の
配
置
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
だ
が
、

平
泉
藤
原
氏
滅
亡
後
か
ら
大
河
兼
任
挙
兵
ま
で
の
間
の
段
階
で
の
補
任
が
確
実
な
の
は
、
秋
田
郡
・
小
鹿
嶋
な
ど
の
橘
公
業
、
平
鹿
郡

の
中
四
郎
惟
重
、
由
利
郡
の
中
八
維
平
、
山
本
郡
の
中
原
親
能
、
成
島
・
屋
代
・
寒
河
江
庄
な
ど
の
大
江
（
当
時
は
中
原
（
広
元
く
ら

い
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
に
大
河
兼
任
を
は
じ
め
、
奥
州
合
戦
で
平
泉
藤
原
氏
に
与
し
な
か
っ
た
在
地
勢
力
も
存
続
し
た
訳
だ
が
、
い
ず
れ

も
新
来
勢
力
（
郡
・
惣
地
頭
（
の
下
に
編
成
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
職
業
身
分
と
し
て
の
武
士
に
属
す
る
と
評
価
で
き
る
の
は
橘
公
業
の
み
で
あ
り（

7
（

、
ほ
か
は
吏
僚
系
の
貴
族
な
い
し

は
官
人
層
（
文
士
（
で
、
橘
公
業
を
含
め
て
、
い
ず
れ
も
本
来
は
京
都
を
本
拠
地
な
い
し
は
活
動
の
場
と
し
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た（

（
（

。

　

前
述
の
よ
う
に
中
四
郎
惟
重
と
中
八
維
平
は
兄
弟
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
遠
藤
巌
氏
は
、
中
四
郎
惟
重
が
鎌
倉
で
仏
事
奉
行
を
つ
と
め



（

た
り
、
太
神
宮
祠
官
後
胤
と
し
て
頼
朝
に
祗
候
し
た
大
中
臣
頼
隆
と
同
一
行
動
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
頼
隆
と
惟
重
を
父
子
と

す
る
可
能
性
の
あ
る
記
述
が
『
吾
妻
鏡
』（
北
条
本
（
に
見
え
る
こ
と
か
ら
（
治
承
四
年
八
月
二
十
三
日
条
（、
惟
重
の
本
姓
を
大
中
臣

氏
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
し
、
ま
た
、
彼
の
娘
が
幕
府
学
問
所
結
番
衆
を
つ
と
め
た
学
者
肌
の
吏
僚
的
御
家
人
で
あ
る
松
葉
助
宗
と
結

婚
し
、
や
が
て
所
生
の
惟
泰
が
平
賀
郡
地
頭
と
な
っ
て
平
賀
を
名
字
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
見
通
し
を
示
し
て
い
る（

（
（

。
維
平
が

伊
勢
国
の
大
中
臣
能
親
か
ら
熊
野
山
湛
増
の
類
従
と
号
す
る
者
た
ち
に
よ
る
非
法
狼
藉
を
知
ら
せ
る
書
状
を
受
け
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
も
、
こ
れ
は
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

大
江
（
中
原
（
広
元
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
京
下
り
吏
僚
の
代
表
格
で
あ
り
、
中
原
親
能
が
そ
の
兄
で
（
（1
（

、
中
央

貴
族
の
源
雅
頼
に
祗
候
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る（
（（
（

。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
中
原
親
能
の
猶
子
で
、

そ
の
代
官
と
し
て
出
羽
に
下
っ
た
能
直
（
古
庄
左
近
将
監
（
の
動
向
で
あ
る
。
能
直
は
当
時
の
東
国
武
士
に
は
類
例
の
見
ら
れ
な
い
左

近
将
監
と
い
う
官
を
帯
し
て
い
る
か
ら
「
京
武
者
」
的
な
存
在
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

建
久
元
年
（
一
一
九
〇
（
春
に
大
河
兼
任
が
反
乱
を
起
こ
し
た
際
、
鎌
倉
か
ら
三
手
に
分
か
れ
て
追
討
軍
が
発
遣
さ
れ
た
が
、
能
直

と
宮
六
傔
仗
国
平
以
下
は
現
地
に
所
領
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
そ
れ
と
は
別
に
首
途
し
た
と
『
吾
妻
鏡
』
は
記
す
。
素
直
に
読
め
ば
鎌
倉

か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
正
規
の
追
討
軍
に
加
わ
ら
な
い
と
い
う
の
は
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
り
、
現
地
か
ら
の
参
戦
の
可
能

【『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
中
四
郎
（
惟
重
）
の
所
見
】（
条
・
表
記
名
・
記
事
内
容
（

治
承
四
年　

八
月　

二
十
日　

中
四
郎
惟
重　

頼
朝
の
挙
兵
に
際
し
伊
豆
か
ら
相
模
に
扈
従

　
　
　
　
　
　
　

二
十
三
日　

中
四
郎
惟
重　

石
橋
山
合
戦
で
以
仁
王
令
旨
を
付
し
た
旗
を
持
つ

　
　
　
　
　

九
月
二
十
九
日　

中
四
郎
惟
重　

葛
西
清
重
の
許
に
遣
わ
さ
れ
頼
朝
の
命
を
伝
え
る

寿
永
元
年　

二
月　
　

八
日　

中
四
郎
維
重　

願
書
を
携
え
た
神
主
光
倫
に
従
い
伊
勢
に
進
発

文
治
五
年　

七
月　

十
九
日　

中
四
郎
是
重　

平
泉
藤
原
氏
追
討
の
頼
朝
の
軍
に
従
う

建
久
四
年　

三
月　

十
三
日　

中
四
郎
惟
重　

後
白
河
院
一
周
忌
の
千
僧
供
養
で
奉
行
を
つ
と
め
る
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性
も
否
定
で
き
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
宮
六
傔
仗
国
平
は
斎
藤
実
盛
の
外
甥
で
平
家
滅
亡
の
後
囚
人
と
な
り
、
は
じ
め
上
総
広
常
、
つ
い
で
中
原
親
能
に
召
預

け
の
身
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
勇
敢
さ
を
見
込
ん
だ
親
能
が
能
直
の
補
佐
役
に
任
じ
た
と
い
う
人
物
で
（『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
八
月
九

日
条
（、
傔
仗
の
官
を
帯
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
「
京
武
者
」
で
滝
口
を
輩
出
し
た
宮
道
氏
の
一
族
に
連
な
る
者
で
あ
ろ
う（
（1
（

。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
平
泉
藤
原
氏
滅
亡
直
後
の
段
階
で
、
頼
朝
か
ら
出
羽
に
所
領
を
与
え
ら
れ
た
の
は
吏
僚
系
の
「
文
士
」
か
元
来

「
京
武
者
」
だ
っ
た
存
在
で
あ
り
、
彼
ら
の
基
盤
は
東
国
で
は
な
く
京
都
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

大河兼任の乱における両軍の動き

（仙台市史編纂委員会編『仙台市史　通史編1　古代中世』（（000年 3月）p. （0（所掲「大河兼任の乱関係図」を転載）
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四　

大
河
兼
任
の
乱
後
の
幕
府
に
よ
る
対
応

　

平
泉
藤
原
氏
滅
亡
後
、
頼
朝
が
出
羽
国
に
、
こ
の
よ
う
な
文
武
に
わ
た
っ
て
京
都
に
由
縁
の
あ
る
人
物
を
配
置
し
た
の
は
、
出
羽
を

安
定
し
た
支
配
下
に
置
く
に
は
中
央
の
官
司
や
権
門
と
の
連
繋
が
不
可
欠
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う（
（3
（

。
こ
の
段
階
で
当
地
方
の
軍
事
的
支

配
の
面
で
最
も
期
待
さ
れ
た
の
は
、
文
治
元
年
に
源
義
経
が
屋
島
合
戦
で
勝
利
を
得
る
た
め
の
地
な
ら
し
を
担
っ
た
橘
公
業
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が（
（1
（

、
彼
は
、
大
河
兼
任
の
蜂
起
に
際
し
て
、
敗
軍
・
逃
走
の
憂
き
目
を
見
る
こ
と
と
な
り
、
む
し
ろ
吏
僚
系
の
中
八
惟
平

が
討
死
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
乱
後
、
下
野
国
小
野
寺
保
を
本
拠
地
と
す
る
小
野
寺
道
綱
が
雄
勝
郡
の
地
頭
と
さ
れ
た
の
は
、
そ

の
対
応
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
小
野
寺
氏
も
東
国
武
士
と
は
い
え
、
相
模
の
山
内
首
藤
氏
や
下
野
の
那
須
氏
同
様
、
河
内
源
氏
の

同
盟
軍
的
な
軍
事
貴
族
か
ら
家
人
化
し
た
「
京
武
者
」
首
藤
氏
の
一
族
で
あ
り
、
道
綱
の
父
の
代
に
小
野
寺
保
に
入
部
し
た
ば
か
り
の

下
野
に
お
い
て
は
比
較
的
新
来
の
武
士
で
あ
っ
た
か
ら
、
生
え
抜
き
の
東
国
武
士
と
は
い
い
難
い
（
（1
（

。

　

ほ
か
に
、
大
河
兼
任
の
乱
後
ま
で
の
段
階
で
出
羽
に
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
た
（
奥
州
合
戦
に
よ
る
恩
賞
の
可
能
性
も
あ
る
（
御
家
人

と
し
て
は
、
武
藤
氏
・
二
階
堂
氏
・
安
達
氏
・
中
条
氏
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
か
れ
ら
も
ま
た
吏
僚
系
で
あ
っ
た
り
京
武
者
あ
る
い
は
東

国
に
本
拠
を
置
き
つ
つ
も
在
京
活
動
の
突
出
し
た
武
士
団
に
属
す
る
者
た
ち
で
あ
っ
た（
（1
（

。

　

大
泉
・
成
島
両
庄
の
地
頭
と
な
っ
た
武
藤
資
頼
は
、
辞
典
類
に
「
武
蔵
国
の
武
士
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り

で
（
（1
（

、
彼
自
身
が
近
衛
の
故
実
に
通
じ
て
い
た
こ
と
や
、
父
の
頼
平
が
藤
原
（
二
階
堂
（
行
政
と
共
に
鶴
岡
若
宮
仮
宝
殿
造
営
事
始
の
奉

行
を
つ
と
め
た
り
、「
大
蔵
丞
」
の
官
を
帯
し
て
幕
府
政
所
の
「
令
」
に
任
じ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、吏
僚
系
の
「
京
武
者
」

と
み
る
べ
き
存
在
で
あ
る（
（1
（

。
後
に
彼
は
筑
前
・
豊
前
・
肥
前
の
守
護
を
つ
と
め
、
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
（
に
は
筑
後
守
に
任
じ
、
さ
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ら
に
大
宰
少
弐
を
兼
ね
て
、
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
北
九
州
地
域
の
広
域
行
政
官
と
し
て
の
活
躍
を
示
し
た
の
で
あ
る（
（1
（

。

　

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
山
北
三
郡
の
惣
地
頭
中
原
親
能
の
猶
子
大
友
能
直
も
ま
た
豊
前
・
豊
後
・
筑
後
の
守
護
を
つ
と
め
、
武

藤
資
頼
と
同
様
に
鎮
西
奉
行
に
任
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る（
11
（

。
こ
う
し
て
み
る
と
、
出
羽
国
は
鎌
倉
幕
府
の
鎮
西
支
配
の
予
行

演
習
の
場
で
あ
っ
た
よ
う
な
観
が
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
両
者
は
左
に
示
し
た
よ
う
に
、
頼
朝
政
権
に
お
け
る
京
下
り
吏
僚
の
中
核

的
存
在
と
も
い
う
べ
き
中
原
親
能
を
介
し
て
縁
戚
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

28

27

26

25 24

20 （23）
22（19）

18

17 21
13

1615

14
12

10
98

6
73

2

4
（5）

11

1

摂関家領荘園

保元の乱後に天皇家領
となった摂関家領荘園

その他の荘園

出
羽
国

出羽国の荘園と地頭の配置
伊藤清郎「奥羽合戦と鎌倉幕府」所掲「地頭配置分布図」
に『仙台市史　通史編 1　古代中世』p. 1（（所掲「奥羽両国
の荘園」の情報を加えて作成	

庄
庄
庄

庄
庄

庄
庄
庄
庄

庄

庄
庄

庄
庄

嶋
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中
原
・
大
友
・
武
藤
氏
系
図

　
　

中
原
広
季
─
─
─
─
─
─
親
能　
　
　
　
　
　

能大
友（
豊
前
守
（

直

　
　
　
　
　
　
　

─

広大
江元

　
　

遠波
多
野義

─
─
─
経大
友家

─
─
─
女
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
女
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
能
直

　
　

景近
藤親

─
─
─
景
頼
─
─
─
能
成
（
武
者
所
・
左
近
将
監
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
頼武
藤平

（
武
者
所
・
大
蔵
丞
（

─
─
─
─
─
─
資（
大
宰
少
弐
（

頼

（
古
沢
恒
平
「
豊
後
大
友
氏
の
出
自
と
そ
の
親
交
圏
」（『
大
分
縣
地
方
史
』
第
二
〇
六
号
、
二
〇
〇
九
年
（・『
尊
卑
分
脉
』
な
ど
に
よ
る
（
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お
わ
り
に
─
頼
朝
政
権
の
中
枢
は
「
東
国
武
士
」
に
あ
ら
ず
─

　

私
は
か
つ
て
、
源
頼
朝
に
よ
る
鎌
倉
幕
府
の
樹
立
を
日
本
に
お
け
る
唯
一
の
主
体
的
な
革
命
的
事
件
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
担
い
手

と
な
っ
た
東
国
武
士
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
の
実
証
的
な
研
究
を
課
題
と
し
て
き
た（
1（
（

。
し
か
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
成
果
に
基
づ
く
と
、

当
初
の
認
識
と
は
逆
に
、
従
来
い
わ
れ
る
よ
う
な
「
貴
族
と
武
士
」、「
東
国
と
京
都
（
西
国
（」、「
大
地
に
根
を
下
ろ
し
た
中
世
武
士

と
鉢
植
え
の
近
世
武
士
」
な
ど
の
対
立
の
図
式
を
相
対
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た（
11
（

。
わ
が
こ
と
な
が
ら
、
あ
た
か

も
「
変
節
」
と
か
「
転
向
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
よ
う
な
趣
で
あ
る
。

　

近
年
の
「
武
士
論
」
で
は
中
世
前
期
に
お
け
る
地
方
武
士
の
在
京
活
動
が
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も（
13
（

、
私
は
、
そ
れ

は
官
司
・
権
門
へ
の
祗
候
や
大
番
役
勤
仕
と
い
っ
た
制
度
に
よ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
す
で
に
彼
ら
（
妻
女
も
含
め
て
（
に
と
っ
て
は

人
生
の
階
梯
の
中
に
あ
っ
て
は
当
然
の
日
常
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
る
に
至
っ
て
い
る（
11
（

。
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う

に
、
当
時
の
地
方
武
士
は
京
都
に
馴
染
ん
だ
貴
族
的
か
つ
都
市
的
な
存
在
だ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。「
由
利
八
郎
」
と
「
由
利
中
八

維
平
」
が
別
人
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
た
の
は
、
そ
う
し
た
地
方
武
士
に
対
す
る
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
常
識
的
に

考
え
る
な
ら
ば
、
流
人
頼
朝
の
側
近
に
い
た
武
士
身
分
に
あ
る
と
は
思
え
な
い
「
中
八
維
平
」
が
、
ま
さ
か
奥
州
合
戦
後
の
出
羽
に
一

郡
の
地
頭
と
し
て
配
さ
れ
る
と
は
思
い
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
に
『
吾
妻
鏡
』
が
「
由
利
八
郎
」
と
「
由
利
中
八
」
を
書
き
分
け
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
た
研
究
者
が
い

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
鈴
木
登
氏
は
、
藤
原
泰
衡
の
郎
従
の
由
利
八
郎
と
頼
朝
か
ら
由
利
郡
の
地
頭
に
補
任
さ
れ
た
由
利
中
八
維

平
が
同
一
人
物
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
、
地
元
の
研
究
者
の
間
で
も
議
論
の
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る（
11
（

。
し
か
し
、
そ
の
当
事
者
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の
一
人
で
あ
る
新
野
直
吉
氏
が
「
別
人
で
も
、
そ
の
一
族
か
後
継
者
で
あ
ろ
う
」
と
し
た
の
に
と
ど
ま
り（
11
（

、
源
頼
朝
挙
兵
の
頃
、
そ
の

周
辺
に
「
中
八
惟
平
」
が
い
た
こ
と
を
見
い
だ
し
た
塩
谷
順
耳
氏
も
、
そ
の
姓
（
氏
（
で
あ
る
「
中
」
に
注
目
し
て
、
彼
が
他
の
地
域

で
成
長
し
て
何
ら
か
の
理
由
で
由
利
に
入
部
し
た
と
も
の
と
考
え
た
け
れ
ど
も
、
つ
い
に
別
人
説
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た（
11
（

。

　
「
中
八
」
と
「
八
郎
」
を
同
一
人
物
と
す
る
見
方
が
疑
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
が
、
奥
州
合
戦
で
捕
縛
さ
れ
た
際
の
彼
の
弁
舌

に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
や
は
り
最
大
の
理
由
は
、
地
頭
は
武
士
、
そ
れ
も
東
国
武
士
で
あ
る
こ
と
を
当
然
視
す
る

研
究
者
レ
ベ
ル
の
発
し
た
思
い
込
み
で
あ
る
と
思
う
。
入
間
田
氏
が
実
在
し
な
い
「
由
利
八
郎
惟
平
」
を
陸
奥
に
お
け
る
佐
藤
氏
の
よ

う
な
「
案
内
者
」
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
が
、
そ
の
思
い
込
み
を
さ
ら
に
補
強
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
総

じ
て
、
鎌
倉
幕
府
を
東
国
武
士
と
在
地
の
視
点
か
ら
の
み
捉
え
る
理
解
か
ら
の
演
繹
的
な
評
価
が
こ
う
し
た
陥
穽
を
も
た
ら
し
た
の
だ

と
思
う
。

　

ち
な
み
に
、
由
利
八
郎
以
前
か
ら
の
由
利
氏
に
つ
い
て
は
、
地
元
の
自
治
体
史
に
様
々
な
伝
承
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（
11
（

。
し
か
し
、
そ

の
諱
が
中
八
惟
平
や
そ
の
子
孫
た
ち
の
用
い
た
通
字
で
あ
る
「
維
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
話
は
本
来
の
伝
承
に

「
中
八
維
平
流
」
の
系
譜
を
結
び
つ
け
て
後
世
に
創
作
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、冒
頭
に
掲
げ
た
「
内
乱
後
、幕
府
が
鎮
西
支
配
の
担
当
者
と
し
て
配
置
し
た
御
家
人
の
多
く
は
吏
僚
系
の
武
士
た
ち
で
あ
っ

た
が
、
奥
羽
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
一
定
の
見
通
し
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
第
四
章
で
述
べ

た
よ
う
に
、
中
原
（
大
友
（・
武
藤
（
少
弐
（
な
ど
、
鎮
西
と
出
羽
に
配
置
さ
れ
た
御
家
人
が
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
両
地
域
が

鎌
倉
権
力
か
ら
統
治
対
象
と
し
て
見
た
場
合
、
共
通
す
る
要
素
を
も
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
陸
奥
で
は
千
葉
氏

や
小
山
氏
な
ど
伝
統
的
な
東
国
武
士
が
多
く
の
所
領
を
獲
得
し
た
が
、
大
河
兼
任
の
乱
後
、
留
守
職
に
補
さ
れ
た
伊
沢
家
景
の
よ
う
に

京
都
の
有
力
権
門
へ
の
祗
候
歴
を
持
つ
吏
僚
系
武
士
も
あ
っ
た（
11
（

。
奥
羽
は
駿
馬
・
砂
金
・
鷲
羽
な
ど
、
院
（
王
家
（・
摂
関
家
＝
国
家
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最
高
の
権
力
者
が
自
ら
の
威
厳
と
そ
れ
を
視
覚
化
す
る
た
め
の
儀
式
を
執
行
す
る
た
め
の
材
料
（「
珍
貨
」（
の
供
給
地
で
あ
っ
た（
31
（

。
そ

う
し
た
点
は
鎮
西
と
共
通
す
る
。
す
で
に
院
や
摂
関
家
の
支
配
が
進
み
、
彼
ら
と
の
利
害
の
調
整
を
は
か
り
な
が
ら
在
地
支
配
を
進
め

る
に
は
、
王
朝
権
力
の
内
情
に
精
通
し
た
吏
僚
系
の
御
家
人
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
鎌
倉
幕
府
の
政
務
の
多
く
が
京
下

り
の
吏
僚
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
地
方
支
配
の
担
い
手
も
ま
た
、（
一
般
に
京
・
畿
内
と
隔
絶
し
た
存
在
と
認
識
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
（「
東
国
武
士
」
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注（
1
（
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
二
八
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
。

（
（
（「
鎌
倉
幕
府
と
奥
羽
両
国
」（
小
林
清
治
・
大
石
直
正
編
『
中
世
奥
羽
の
世
界
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
四
月
（。

（
（
（
入
間
田
宣
夫
先
生
還
暦
記
念
論
集
編
集
委
員
会
、
二
〇
〇
二
年
三
月
。　

（
（
（
網
野
善
彦
『
東
と
西
の
語
る
日
本
の
歴
史
』（
講
談
社
、
一
九
九
八
年
九
月
、
初
出
一
九
八
二
年
十
一
月
（。

（
5
（
目
崎
徳
衛
「
鎌
倉
幕
府
草
創
期
の
吏
僚
に
つ
い
て
」（
同
『
貴
族
社
会
と
古
典
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
二
月
、
初
出
一
九
七
四
年
（。

ち
な
み
に
、「
葛
山
家
譜
」（『
裾
野
市
史　

第
二
巻　

資
料
編　

古
代
・
中
世
』
の
別
冊
付
録
「
中
世
系
図
集
」
収
録
（
に
は
、
北
条
時
定
の　
　
　

妻
が
維
重
の
姉
で
あ
っ
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。

（
（
（
拙
稿
「
北
条
時
政
の
上
洛
」（
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
二
五
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
（。

（
7
（
橘
公
業
に
つ
い
て
は
、
岩
田
慎
平
「
小
鹿
島
橘
氏
の
治
承
・
寿
永
内
乱
─
鎌
倉
幕
府
成
立
史
に
寄
せ
て
─
」（『
紫
苑
』
第
八
号
、
二
〇
一
〇
年

三
月
（、
拙
稿
「
橘
（
小
鹿
島
・
橘
薩
摩
（
氏
─
移
動
す
る
武
士
の
典
型
─
」（『
本
郷
』
第
一
三
二
号
、
二
〇
一
七
年
十
一
月
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、「
由
利
八
郎
」
と
「
中
八
維
平
」
が
別
人
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
拙
稿
の
中
で
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
掲
載
誌
が
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一
般
対
象
の
も
の
で
あ
り
、
紙
面
も
限
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
詳
細
な
論
証
は
省
略
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
そ
の
補
完
の
目
的
を
持

つ
。

（
（
（
三
好
俊
文
氏
は
「
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
東
北
」（
七
海
雅
人
編
『
鎌
倉
幕
府
と
東
北
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
九
月
（
に
お
い
て
、
出
羽

国
に
は
陸
奥
国
に
比
較
し
て
文
官
系
御
家
人
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
（
（
遠
藤
巌
「
平
賀
郡
惣
領
職
を
め
ぐ
っ
て
」（
半
田
市
太
郎
教
授
退
官
記
念
会
編
『
秋
田
地
方
史
論
集
』
み
し
ま
書
房
、
一
九
八
一
年
（。

（
10
（
山
北
三
郡
惣
地
頭
と
し
て
の
中
原
親
能
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
巌
「
雄
勝
郡
地
頭
小
野
寺
氏
」（『
出
羽
路
』
第
九
二
号
、
一
九
八
八
年
二
月
（
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
（
源
雅
頼
に
つ
い
て
は
、
浅
見
和
彦
「
源
雅
頼
小
伝
」（『
國
語
と
國
文
学
』
昭
和
五
十
四
年
九
月
号
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1（
（
こ
の
時
期
の
滝
口
に
つ
い
て
は
、
米
谷
豊
之
祐
「
滝
口
武
者
考
」『
院
政
期
軍
事
・
警
察
史
拾
遺
』
近
代
文
藝
社
、
一
九
九
三
年
（
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
1（
（
伊
藤
清
郞
氏
は
、
奥
州
合
戦
の
後
、
国
衙
機
構
を
温
存
し
て
平
泉
体
制
を
継
承
す
る
方
針
を
担
い
得
る
郡
地
頭
と
し
て
、
橘
氏
や
中
原
氏
の
よ

う
な
吏
僚
的
な
武
士
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
遠
藤
巌
氏
の
所
説
を
紹
介
し
て
い
る
（「
奥
羽
合
戦
と
鎌
倉
幕
府
」
伊
藤
清
郞
・
山
口
博

之
編
『
中
世
出
羽
の
領
主
と
城
館
』
高
志
書
院
、
二
〇
〇
二
年
二
月
（。

（
1（
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
野
中
寛
文
「
讃
岐
武
士
団
の
成
立
」（『
四
国
中
世
史
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
九
〇
年
十
二
月
（・
同
「
讃
岐
武
士
団
の

発
生
と
源
平
合
戦
」（
新
香
川
風
土
記
刊
行
会
編
『
新
香
川
風
土
記
』
一
九
八
二
年
十
月
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
（
雄
勝
郡
地
頭
小
野
寺
氏
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
巌
「
雄
勝
郡
地
頭
小
野
寺
氏
」、
首
藤
氏
の
成
立
や
河
内
源
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
坂

東
武
士
団
の
成
立
と
発
展
』（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
三
年
十
一
月
、
初
出
は
一
九
八
二
年
十
二
月
（・
同
『
伝
説
の
将
軍　

藤
原
秀
郷
』（
吉
川　
　
　

弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
（
お
よ
び
元
木
泰
雄
『
武
士
の
成
立
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
八
月
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
1（
（
武
藤
氏
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
治
承
・
寿
永
内
乱
に
と
も
な
う
鎌
倉
勢
力
の
鎮
西
進
出
に
つ
い
て
」、二
階
堂
氏
に
つ
い
て
は
、山
本
み
な
み
「
鎌

倉
幕
府
成
立
期
に
お
け
る
文
士
─
二
階
堂
氏
を
中
心
に
─
」（『
紫
苑
』
第
八
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
（、
安
達
氏
に
つ
い
て
は
、
金
澤
正
大
「
鎌　
　
　

倉
幕
府
成
立
期
に
於
け
る
武
蔵
国
々
衙
支
配
を
め
ぐ
る
公
文
所
寄
人
足
立
右
馬
允
遠
元
の
史
的
意
義
」（
同
『
鎌
倉
幕
府
成
立
期
の
東
国
武
士
団
』

岩
田
書
院
、
二
〇
一
八
年
九
月
、
初
出
は
一
九
七
九
年
五
月
（・
拙
稿
「
流
人
の
周
辺
─
源
頼
朝
挙
兵
再
考
─
」（
拙
著
『
中
世
東
国
武
士
団
の
研

究
』
髙
科
書
店
、
一
九
九
四
年
十
二
月
、
初
出
は
一
九
八
九
年
四
月
（、
中
条
氏
に
つ
い
て
は
、
吉
井
功
兒
「
小
野
系
中
条
氏
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
─
鎌
倉
・
南
北
朝
期
を
通
し
て
─
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
一
八
号
、
一
九
八
八
年
三
月
（・
牧
野
あ
き
沙
「
瑞
林
寺
地
蔵
菩
薩
坐
像
の
銘　
　
　

文
と
仏
師
康
慶
」（
跡
見
学
園
女
子
大
学
『
美
学
美
術
史
学
科
報
』
第
二
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
17
（
た
と
え
ば
、『
国
史
大
辞
典
』
第
七
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
十
一
月
（
の
「
少
弐
資
頼
」
の
項
（
川
添
昭
二
氏
執
筆
（。

（
1（
（
目
崎
徳
衛
「
鎌
倉
幕
府
草
創
期
の
吏
僚
に
つ
い
て
」。

（
1（
（
川
添
昭
二
「
鎌
倉
時
代
の
筑
前
守
護
」（
同
『
九
州
中
世
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
、
初
出
一
九
七
一
年
（。

（
（0
（
石
井
進
『
日
本
中
世
国
家
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
七
月
（。

（
（1
（
拙
著
『
坂
東
武
士
団
の
成
立
と
発
展
』（
弘
生
書
林
、
一
九
八
二
年
十
二
月
（
な
ど
。

（
（（
（
拙
著
『
列
島
を
翔
け
る
平
安
武
士
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
年
四
月
（
な
ど
。

（
（（
（
須
藤
聡
「
平
安
末
期
清
和
源
氏
義
国
流
の
在
京
活
動
」（『
群
馬
歴
史
民
俗
』
第
一
六
号
、
一
九
九
五
年
三
月
（・
伊
藤
瑠
美
「
11
～
1（
世
紀
に

お
け
る
武
士
の
存
在
形
態
─
清
和
源
氏
重
宗
流
を
題
材
に
─
（
上
（（
下
（」（『
古
代
文
化
』
第
五
六
巻
（
第
八
・
九
号
、
二
〇
〇
四
年
八
・
九
月
（・

長
村
祥
知
『
中
世
公
武
関
係
と
承
久
の
乱
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
十
二
月
（
な
ど
。

（
（（
（
拙
稿
「
寒
河
尼
と
小
山
三
兄
弟
」（『
日
本
歴
史
』
第
七
九
八
号
、
二
〇
一
四
年
十
一
月
（。

（
（5
（
鈴
木
登
「
鎌
倉
期
出
羽
国
由
利
地
方
の
地
頭
に
つ
い
て
」（『
秋
大
史
学
』
第
二
五
号
、
一
九
七
八
年
九
月
（。



1（

（
（（
（
新
野
直
吉
『
古
代
東
北
の
覇
者　

史
実
の
中
の
安
倍
・
清
原
・
藤
原
氏
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
三
月
（。

（
（7
（
塩
谷
順
耳
「
由
利
中
八
維
平
」（
同
『
秋
田
地
方
史
の
諸
問
題
─
中
世
か
ら
近
世
へ
─
』
書
肆
え
ん
、
二
〇
一
六
年
八
月
（。

（
（（
（
鈴
木
登
「
鎌
倉
期
出
羽
国
由
利
地
方
の
地
頭
に
つ
い
て
」
に
『
豊
田
郷
土
史
』（
昭
和
八
年
（・『
由
利
町
史
』（
昭
和
四
五
年
（・『
仁
賀
保
町
史
』

（
昭
和
四
七
年
（
な
ど
に
お
け
る
記
述
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（
七
海
雅
人
「
留
守
氏
と
「
奥
州
余
目
記
録
」」（
峰
岸
純
夫
・
入
間
田
宣
夫
・
白
根
靖
大
編
『
中
世
武
家
系
図
の
史
料
論　

下
巻
』
高
志
書
院
、

二
〇
〇
七
年
十
月
（。

（
（0
（
齊
藤
仁
「
中
世
成
立
期
の
出
羽
国
」（『
中
世
出
羽
の
領
主
と
城
館
』（
参
照
。

〔
付
記
〕　

執
筆
に
あ
た
り
、
高
野
山
大
学
助
教
坂
口
太
郎
氏
よ
り
、
先
行
研
究
に
関
す
る
多
く
の
資
料
を
提
供
し
て
頂
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し

た
い
。
な
お
、
本
稿
は
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
に
お
け
る
研
究
（
研
究
課
題
「
日
本
中
世
社
会
に
お
け
る
宗
教
者
の
政
治
・
文
化
的

環
境
に
関
す
る
研
究
」（
の
平
成
二
九
年
度
に
お
け
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
　
　
　

鎌
倉
幕
府　

出
羽
国　

奥
州
合
戦　

大
河
兼
任
の
乱　

吏
僚
系
武
士




