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《為
続
法
》
の
研
究

一

目
次

は
じ
め
に
-
-

《為
続
法
》

の
構
造

一

領
国
支
配
の
設
計
図
=
-
･第
六
条
､
第
七
条

土
地
禁
縛
法
-
-
第
四
条

土
地
売
買
法
-
-
第

1
条
､
第
二
条
'
第
三
条
'
第
五
条

-

｢文
｣
と
は
何
か

2

｢買
免
｣
と
は
何
か

3

売
買
四
法

(以
上
本
号
)

は
じ
め
に
-
-

《為
続
法
》
の
構
造

･

(1
)

安

野

英

幸

本
稿
の
課
題
は
九
州

･
肥
後

･
人
吉
の
戦
国
大
名
相
良
氏
の
家
法

『相
良
氏
法
度
』

(全
四
十

一
ヵ
条
)
の
中
で
も
'
特
に
戦
国
相
良
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氏
二
代
目
の
当
主
で
あ
る
相
良
為
続

[応
仁
二

(
垂
へ八
)
年
よ
り
明
応
九

(
一五〇
〇
)

年
ま
で
､
治
世
三
十
三
年
｣
の
制
定
し
た
法
令
七
ヵ

条

(こ
こ
で
は
こ
れ
を

《為
続
法
》
と
名
付
け
る
)
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
｡

こ
の

『相
良
氏
法
度
』
に
は
､
こ
の
他
三
代
目
の
長
毎

[明
応
九

(
妄
O
O
)

年
よ
-
永
正
九

(
l五
三

年
ま
で
､
治
世
十
三
年
]
の
制

定
し
た
日
付

･
事
書
の
な
い
法
令
十
三
ヵ
条

(こ
れ
を

《長
毎
法
》
と
名
付
け
る
)
､
七
代
目
の
当
主
相
良
晴
広

[天
文
十
五

(
一五
四
｣1I)

年
よ
-
弘
治
元

(
三
五
五
)
年
ま
で
､
治
世
十
年
]
が

｢天
文
廿
四
年
乙
卯
弐
月
七
日
｣
に
制
定
し
た

｢晴
広
様
被
仰
完
候
条
々
｣
と
事
書

の
あ
る
法
令
二
十

一
ヵ
条

(こ
れ
を

《晴
広
法
》
と
名
付
け
る
)
が
あ
る
(｣

《為
続
法
》
の
手
書
に
は

｢申
完
条
々
｣
､
日
付
に
は

｢明
応
二
(
l買
11)年
卯
月
甘
二
日
｣
と
あ
り
､
《為
続
法
》
は
こ
の
日
相
良
氏
の

法
廷
に

｢壁
書
｣
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の

《為
続
法
》
は
､
次
の

《長
毎
法
》
と
セ
ッ
ー
に
な

っ
て

r為
続

･
長

毎
両
代
之
御
法
式
｣
二
十
ヵ
条
の
形
で
伝
来
し
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
は

《為
続
法
》
が

《長
毎
法
》
と
共
に
壁
書
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
こ

と
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
L,

ま
た
こ
の

｢両
代
之
御
法
式
｣
の
末
尾
に
は

｢天
文
十
八
筈

星

口
日
押
之

税
所
新
兵
衛
尉
継
恵
(花
押
)｣

(rl二

の
日
付
奥
書
が
あ
り
､
こ
こ
か
ら
こ
の

｢両
代
之
側
法
式
｣
は
相
良
晴
広
に
よ
っ
て
壁
書
と
し
て
揚
げ
ら
れ
､
さ
ら
に
晴
広
は
､
自
か
ら

の
定
め
た
《暗
広
法
》
も
こ
れ
と
共
に
壁
書
と
し
て
掲
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
(ノ

次
に

《為
続
法
》
七
ヵ
条
の
原
文
を
掲
げ
る
｡

買
免
之
事
｡
売
主

･
買
主
過
候
て
以
後
'
子
々
孫
々
重
文
候
者
､
無
相
違
本
主
之
子
孫
に
可
返
｡

無
文
買
免
之
事
｡

一
方
過
候
者
､
本
主
可
知
行
｡

買
取
候
田
地
を
叉
人
に
売
候
て
後
､
其
主
退
転
之
時
者
､
本
々
売
主
可
付
｡

普
代
之
下
人
之
事
者
､
無
是
非
候
｡

領
中
之
者
､
婦
子
に
よ
ら
ず
'
来
候
ず
る
を
､
相
互
可
被
返
也
｡
寺
家

･
社
家
可
為
同
前
｡
其
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領
中
よ
-
地
頭
に
来
候
ず
る
婦
子
は
､
其
領
主
の
ま

､
た
る
べ
し
｡

悪
銭
之
時
之
買
地
之
事
｡
十
貰
字
大
鳥
､
四
貫
文
に
て
可
披
講
｡
黒
銭
十
貰
文
之
時
者
､
可
為
五
貰
｡

何
事
に
て
も
候

へ
､
法
度
之
事
申
出
候
ず
る
時
は
'
い
か
に
も
堅
固
に
､
相
互
に
被
仰
定
肝
要
候
｡

忽
緒
に
候
ず
る
方
は
'
承
出
､

無
勿
体
之
由
'
堅
可
申
候
｡

一

四
至
境
'
其
余
之
諸
沙
汰
､
以
前
よ
-
相
定
候
ず
る
事
は
不
及
申
候
｡

何
事
に
て
も
候

へ
､
其
所
衆
以
談
合
相
計
可
然
候
｡
誠
無
分

別
子
細
を
町
有
披
露
｡
無
理
之
儀
被
申
乱
候
ず
る
方
は
'
可
為
其
成
敗
也
｡
為
後
日
申
候
｡

こ
の

《為
続
法
》
七
ヵ
条
を
分
析
す
る
た
め
の
作
業
手
順
と
し
て
､
各
法
令
に

｢事
書
｣
を
つ
け
'
命
名
を
試
み
た
い
｡
既
に
佐
藤
進

(3
l

一
氏
は

『中
世
法
制
史
料
集
』
第
三
巻
に
こ
の

『相
良
氏
法
度
』
を
収
録
す
る
に
際
し
て
､
閲
覧
参
照
の
使
を
は
か
る
目
的
で
各
法
令
に

｢草
書
｣
を
付
け
ら
れ
た
が
､
こ
こ
で
は
そ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
､
私
の
方
で
も
独
自
に
考
え
て
み
た
い
｡
こ
の
命
名
の
作
業
は
本
来
法

令
解
釈
を
前
提
と
し
て
お
-
'
各
条
文
の
解
釈
の
結
果
と
し
て
分
析
の
最
後
に
提
示
す
べ
き
も
の
で
'
こ
こ
で
今
述
べ
て
し
ま
う
こ
と
は

本
稿
全
体
の
結
論
を
先
取
-
し
て
述
べ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
､
作
業
を
進
め
る
た
め
敢
え
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
｡
な
お
佐
藤
氏
の
｢草

書
｣
を
下
に
掲
げ
た
｡

第

一
条

｢E貝
免
之
事
｣

第
二
条

｢無
文
E貝
免
之
事
｣

第
三
条

｢
田
地
E貝
主
転
売
後
退
転
之
事
｣

第
四
条

｢譜
代
下
人
之
事
｣

｢E貝
免
事
｣

｢無
文
買
免
事
｣

｢
田
地
買
主
転
売
後
退
転
事
｣

｢譜
代
下
人
事
｣
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第
五
条

｢悪
銭
時
買
地
之
事
｣

第
六
条

｢法
度
事
申
出
之
事
｣

第
七
条

｢境
論
以
下
諸
沙
汰
之
事
｣

｢悪
銭
買
免
事
｣

｢法
度
事
申
出
事
｣

｢境
論
以
下
諸
沙
汰
事
｣

中
世
に
お
い
て
､
民
事
事
件
の
中
で
も
金
銭
貸
借
に
伴
う
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
裁
判
を

｢雑
務
沙
汰
｣
と
言
っ
た
｡
《為
続
法
》

の
第

一
条

｢買
免
之
事
｣､
第
二
条

｢無
文
買
免
之
事
｣
､
第
三
条

｢田
地
買
主
転
売
後
退
転
之
事
｣､
第
五
条

｢悪
銭
時
買
地
之
事
｣
は

い
ず
れ
も
土
地
売
買
を
巡
る
紛
争
に
関
連
し
た
法
令
で
あ
-
､
第
四
条

｢譜
代
下
人
之
事
｣
は
下
人
の
所
属
を
巡
る
相
論
に
関
係
し
た
法

令
で
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
第

一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
五
ヵ
条
は
す
べ
て
こ
の

｢雑
務
沙
汰
｣
に
当
た
ろ
う
｡

一
方
､
民
事
事
件
の
中
で
も

特
に
第
七
条
に
あ
る

｢所
領
の
境
界
に
関
す
る
相
論
｣
な
ど
所
領
を
巡
る
相
論
を

｢所
務
沙
汰
｣
と
言
い
､
ま
た
刑
事
事
件
関
係
の
裁
判

を

｢検
断
沙
汰
｣
と
言
っ
た
っ

同
じ

『相
良
氏
法
度
』
の
中
で
も
､
《晴
広
法
》
の
第
二
四
条
､
第
二
五
条
､
第
二
六
条
､
第
二
七
条
､
第
二
八
条
に
は
す
べ
て

｢検

断
ま

､
た
る
べ
し
｣
の
文
言
が
あ
-
､
後
で
詳
し
-
述
べ
る
よ
う
に
､
こ
の

《晴
広
法
》
は
全
体
と
し
て

｢検
断
沙
汰
｣
を
中
心
と
し
た

も
の
で
あ
る
｡
ま
た

《長
毎
法
》
に
も
こ
の

｢検
断
沙
汰
｣
に
関
連
し
た
法
令
が
見
ら
れ
る
｡
そ
れ
に
も
か

､
わ
ら
ず
こ
の

《為
続
法
》

に
は

｢検
断
沙
汰
｣
関
連
の
法
令
は

l
つ
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
《為
続
法
》
が
､
Gj)
｢雑
務
沙
汰
｣
｢所
務
沙
汰
｣
関
連

の
法
令
の
み
で
構
成
さ
れ
て
お
り
､
②
全
体
の
七
ヵ
条
中
五
ヵ
条
ま
で
も
が

｢雑
務
沙
汰
｣
関
連
の
法
令
で
あ
る
こ
と
が

『相
良
氏
法
度
』

全
体
の
中
で
の

《為
続
法
》
の
き
わ
だ
っ
た
特
徴
と
な
る
の
で
あ
る
｡

《為
続
法
》
の
中
で
も

｢雑
務
沙
汰
｣
関
連
の
五
ヵ
条
は
､
い
ず
れ
も
紛
争
の
原
因
と
な
っ
た
事
例
を
掲
げ
､
そ
れ
に
対
す
る
紛
争
解

決
の
方
法

･
裁
判
所
の
と
る
べ
き
判
断
を
述
べ
る
と
い
う
形
式
を
採
-
､
事
柄
に
即
し
て
問
題
を
個
別
具
体
的
に
捉
え
､
叙
述
す
る
形
式
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を
採

っ
て
い
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
第
六
条

｢法
度
事
申
出
之
事
｣､
第
七
条

｢境
論
以
下
諸
沙
汰
之
事
｣
で
は
､
法
令
の
文
末
に
判
定
者
､

相
良
為
続
個
人
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま

｢堅
-
申
す
べ
-
候
｣
｢後
日
の
た
め
申
し
候
｣
と
記
さ
れ
て
お
り
'
彼
の
言
葉

･
意
志
が
そ
の
ま

ま
法
令
と
な
る
形
式
を
採

っ
て
い
る
｡
内
容
面
で
も
第
六
条
は

一
般
的
な
立
法
の
手
続
き
を
､
第
七
条
は

｢所
務
沙
汰
｣
以
下
恐
ら
-
は

｢雑
務
沙
汰
｣
を
も
含
む
民
事
裁
判

一
般
の
取
扱
い
を
完
た
も
の
で
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え

(]為
続
法
》
に
お
い
て
は
､
前
の

｢雑
務
沙
汰
｣
関
連
の
五
ヵ
条
を
個
別
的
な

｢事
実
法
｣
'
後
の
二
ヵ
条
を

l
股
的
な

｢意

志
法
｣
と
名
付
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
(〉
と
す
る
と
､
こ
の
両
者
の
間
に
は
内
的
な
関
連
が
あ
り
'
前
の

｢事
実
法
｣
五
ヵ
条
の
制
定

の
原
則
は
､

一
般
原
則
で
あ
る

｢意
志
法
｣
の
第
六
条

･
第
七
条
で
あ
る
可
能
性
が
出
て
来
る
｡
つ
ま
-
相
良
氏
の
領
内
で

｢雑
務
法
｣

五
ヵ
条
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
何
ら
か
の
事
情
が
あ
り
へ
そ
れ
を
制
定
す
る
際
に

｢立
法
｣
手
続
き
や
裁
判
の
あ
り
方
を

｢中
産

条
々
｣
と
し
て
為
続
自
身
の
意
志
と
し
て
定
め
､
そ
れ
を
法
令
と
し
て
前
の
五
ヵ
条
共
に

｢壁
書
｣
に
記
し
た
の
が
'
《為
続
法
》
成
立

の
秘
密
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

と
す
る
と
､
｢意
志
法
｣
の
第
六
条
､
第
七
条
は
相
良
為
続
の
措
い
た
領
国
支
配
の
設
計
図
と
な
ろ
う
｡

特
に
第
六
条

｢法
度
事
申
出

之
事
｣
は
下
々
の
者
が

｢法
度
｣
の
制
定
を
相
良
氏
に
申
請

･
提
案
す
る
際
の
手
続
き
を
定
め
た
も
の
で
'
こ
の
よ
う
な
法
令
制
定
の
手

続
法
は

『相
良
氏
法
度
』
で
は
こ
の

《為
続
法
》
に
だ
け
見
ら
れ
る
も
の
で
､
こ
れ
ま
た

《為
続
法
》
の
特
徴
と
な
ろ
う
｡

こ
の

｢立
法
｣

の
仕
組
こ
そ
が
相
良
為
続
の
措
い
た
領
国
支
配
の
要
で
あ
-
､
こ
れ
が
長
-
相
良
氏
の
領
国
組
織
の
基
本
原
則
と
な
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
､

こ
の

《為
続
法
》
が
恐
ら
-
は
次
の

《長
毎
法
》
の
時
に
も
､
さ
ら
に
は
五
〇
年
後
の

《晴
広
法
》
の
時
に
も

｢壁
書
｣
と
し
て
掲
げ
ら

れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

(-
一

室
町
期
の

｢徳
政
令
｣
の
公
布
状
況
に
関
す
る
前
川
祐

一
郎
氏
の
研
究
に
よ
る
と
､
室
町
幕
府
の
公
布
し
た

｢高
札
｣
は

一
般
公
開
を

原
則
と
し
へ
紛
争
の
解
決
は
当
事
者
に
委
ね
る
の
を
常
と
し
た
の
に
対
し
､
｢壁
書
｣
は
幕
府
法
廷
の
壁
に
掲
げ
ら
れ
､
法
廷
で
の
判
断
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基
準
を
示
し
た
も
の
で
'
幕
府
法
曹
官
僚
と
か

､
わ
-
を
持

つ
ご
-
狭

い
範
囲
の
人
々
の
み
が
こ
こ
か
ら
利
益
を
受
け
た
と
あ
る
｡
《為

続
法
》
も
ま
た
相
良
氏
の

｢大
名
法
廷
｣
の
壁
に
掲
げ
ら
れ
た

｢壁
書
｣
で
､
し
か
も
後
述
す
る
よ
う
に
こ
れ
に
は

｢徳
政
令
｣
と
し
て

(.っ｣

の
側
面
も
あ
る
の
だ
か
ら
'
こ
れ
は
石
母
田
正
氏
の
言
う

｢領
国

一
般
に
向
け
て
公
布
さ
れ
た
領
主
法
｣
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
｡

一仁り一

さ
ら
に
山
室
恭
子
氏
は

｢印
判
状
｣
を
使
う
東
国
の
戦
国
大
名
が
郷
村
宛
に
命
令
を
下
し
､
百
姓
を
直
接
支
配
下
に
置
い
て
い
た
の
に

対
し
'
｢印
判
状
｣
を
用
い
な
い
西
国
の
大
名
は
'
領
主
を
介
し
て
間
接
的
に
し
か
支
配
し
て
い
な
か

っ
た
と
述
べ
て
い
る
｡
し
か
し
相

良
氏
が
こ
の

｢壁
書
｣
を
領
国
支
配
の
要
､
領
国
支
配
の
設
計
図
と
見
倣
し
て
お
へ

さ
ら
に
《為
続
法
》
が

｢大
名
法
廷
｣
の
み
な
ら
ず

在
地
の
法
廷
た
る

｢所
衆
談
合
｣
の
場
を
も
拘
束
し
て
い
た
と
仮
定
す
れ
ば
'
間
接
的
な
形
で
で
は
あ
れ
'
裁
判
の
原
則
を
提
示
す
る
こ

と
通
じ
て
領
国
へ
の
新
秩
序
の
導
入
を
図
る
こ
と
も
出
来
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立

っ
て
'
次
に

《為
続
法
》

の

各
法
令
の
分
析
を
行

っ
て
い
き
た
い
｡

一
で
は

｢領
国
支
配
の
設
計
図
｣
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
を
'
為
続
の
意
志
法
で
あ
る
第
六
条
'
第
七
条
の
分
析
を
通
じ

て
明
ら
か
に
し
た
い
｡

二
で
は
'
下
人
の
所
属
を
巡
る
相
論
に
関
係
し
た
法
令
と
思
わ
れ
る
第
四
条
を
分
析
し
た
い
｡

三
で
は
'
土
地
の

売
買
を
巡
る
紛
争
に
関
連
し
た
残
-
の
法
令
'
第

1
条
'
第
二
条
'
第
三
条
'
第
五
条
を

l
括
し
て
分
析
し
た
い
｡

一

領
国
支
配
の
設
計
図
-
-
第
六
条
へ
第
七
集

ま
ず
第
六
条

･
第
七
条
の
読
み
下
し
と
'
そ
の
現
代
語
訳
を
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡

こ
弔

六

条

一

tJ,]])

二
つ∵
しこ

一

何

事
に
て
も
候

へ
'
法
度
の
事
申
し
出
し
候
ず
る
時
は
'
い
か
に
も
堅
固
に
､
相
互
に
仰
せ
定
め
ら
れ
肝
要
に
候
｡

忽
緒

に
候
ず
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る
方
は
'
承
-
出
し
､
勿
体
な
き
の
由
､
堅
-
申
す
べ
く
候
｡

(第
上

条
)

一

四

至
の
境
､
其
の
余
の
諸
沙
汰
､
以
前
よ
-
相
い
定
め
候
ず
る
事
は
申
す
に
及
ば
ず
候
｡
何
事
に
て
も
候

へ
､
其
の
所
の
衆
談
合
を

も

っ
て
相
い
計
ら
い
然
る
べ
-
候
｡

誠
に
分
別
な
き
子
細
を
披
露
あ
る
べ
し
｡

無
理
の
儀
申
し
乱
さ
れ
候
ず
る
方
は
､
其
の
成
敗
た

る
べ
き
也
｡

後
R
の
た
め
申
し
候
｡

l第
･[
条
l相

談
し
て
決
め
て
お
-
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
｡
軽
は
ず
み
な
こ
と
を
申
し
出
る
人
に
対
し
て
は
､
相
良
氏
の
方
か
ら
そ
の
人
を
聞
き

だ
し
て
'
物
の
本
体
を
失

っ
て
い
る
由
を
き

つ
-
言
い
聞
か
せ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
｡

こ
弔
L

条
)

一

土

地
の
境
界
を
巡
る
争
い
や
そ
の
他
の
裁
判
に
つ
い
て
'
以
前
か
ら
定
め
て
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
､
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ

っ

て
も
､
そ
の
所
の
衆
が
談
合
を
も

っ
て
取
-
計
ら
う
の
が
良
い
｡
所
衆
談
合
の
場
で
決
定
出
来
な
い
問
題
に
限

っ
て
､
相
良
氏
の
許

に
上
訴
す
べ
き
で
あ
る
｡

理
屈
に
合
わ
な
い
こ
と
を
云
っ
て
所
衆
や
相
良
氏
に
訴
え
を
起
こ
す
も
の
に
対
し
て
は
､
所
衆
の
取
り
計

ら
い
と
し
'
処
罰
は
所
衆
に
任
せ
る
こ
と
と
す
る
Ll
後
日
の
為
に
述
べ
て
お
-
｡

第
六
条
で
言
う

｢法
度
｣
を
裁
判
規
範
と
考
え
る
な
ら
､
条
文
前
半
部
解
釈
の
鍵
と
な
る
言
葉

｢相
互
に
｣
は

(相
良
氏
領
内
に
あ
る

複
数
の
裁
判
所
､
あ
る
い
は
判
事
相
互
間
で
)
と
考
え
ら
れ
､
相
良
氏
は
彼
ら
に

｢法
度
｣
の
申
請

･
立
案
権
を
委
ね
て
い
る
こ
と
に
な

る
｡
ま
た

《長
毎
法
》
も

《為
続
法
》
と
同
じ
方
法
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
と
仮
定
す
れ
ば
､
《長
毎
法
》
第

一
九
条

｢
(面
々
)
に
至

っ

て
は

(上
様
)
よ
り
直
に
召
し
上
げ
ら
る
べ
-
候
｣
の
言
葉
の
主
は

｢重
臣
｣
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
､
《
長
毎
法
》
の
立
案
者
は

｢重

臣
た
ち
｣
と
な
ろ
う
｡

一
方
､
後
述
す
る
よ
う
に

《為
続
法
》
第
四
条
の
分
析
か
ら
は
､
こ
の

《為
続
法
》
の
立
案
者
は

｢所
衆

･
領
主
｣



《為続法≫の研究

38

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

第
七
条
の
文
面
か
ら
は
､
｢所
務
沙
汰
｣
や
恐
ら
-
は

｢雑
務
沙
汰
｣
を
も
含
む
民
事
裁
判
に
関
L
t
相
良
氏
領
内
に
は
在
地
の
法
廷

た
る

｢所
衆
談
合
｣
と
､
｢子
細
を
披
露
あ
る
べ
し
｣
の
文
言
か
ら

｢大
名
法
廷
｣
の
都
合
二
種
類
の
裁
判
機
構
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
'
第
六
条
の

｢相
互
に
｣
は
具
体
的
に
は
Gj)
｢所
衆
｣
の
内
部
､
②

｢所
衆
｣
相
互
間
､
あ
る
い
は
③

｢所
衆
｣
と

｢大
名
法

廷
｣
の
双
方
'
と
考
え
ら
れ
る
｡

と
な
る
と
､
い
ず
れ
に
せ
よ
相
良
為
続
は
こ
こ
で
相
良
氏
領
内
の

｢立
法
｣
の
仕
組
を
､
ボ
ー
ム
ア
ッ

プ
方
式
に
よ
る
下
か
ら
の
意
見
の
吸
い
上
げ
と
定
め
た
こ
と
に
な
り
'
相
良
氏
の
制
定
す
る

｢法
度
｣
に
は

｢所
衆
｣
の
意
向
が
強
-
戻

映
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

第
七
条
に
お
い
て
相
良
氏
は
､
｢以
前
よ
-
相
い
定
め
候
ず
る
事
は
申
に
及
ば
ず
｣
(ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ

っ
て
も
在
地
の

｢所
衆
談

合
｣
の
側
が
裁
判
す
べ
き
で
あ
る
)
と
し
､
｢無
理
之
儀
被
申
乱
候
ず
る
方
｣
の

｢成
敗
｣
と
い
う
実
際
の
法
の
執
行
を
も

｢所
衆
談
合
｣

に
任
せ
て
い
る
｡

つ
ま
-
相
良
氏
は
自
ら
が
裁
判
す
る
こ
と
を
嫌
い
'
紛
争
の
解
決
を

｢所
衆
談
合
｣
に
任
せ
て
い
る
の
で
あ
る
っ

こ
の

よ
う
に
上
に
あ
る
も
の
が
無
為
の
ま

ゝ
で
支
配
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
は
'
下
部
の
組
織
が
自
治
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必

要
不
可
欠
で
､
相
良
氏
は

｢所
衆
｣
と
い
う
形
で
各
地
域
が
自
治
的
に
組
織
運
営
さ
れ
て
い
る
状
態
を
前
提
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
こ
こ
に
は

｢以
前
よ
り
相
い
定
め
候
ず
る
事
は
中
に
及
ば
ず
候
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
'
｢
四
至
の
境
'
其
の
余
の
諸
沙
汰
｣
に
つ

い
て
､
相
良
氏
は
こ
の
時
点
以
前
に
何
ら
か
の
法
度
を
公
布
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
､
永
和
三

‥

(
E三
七
)
年
に
今
川
了
俊
が
島
津
氏
を
牽
制
す
る
た
め
組
織
し
た
南
九
州
の
国
人

l
操
の

1
挟
契
約
状
で
あ
る
｡
そ
の
第
二
条
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
｡

此
の
契
約
衆
中
に
お
い
て
､
所
領
相
論
以
下
煩
は
し
き
事
､
出
来
候
時
は
､
各
談
合
を
加

へ
､
上
我
を
仰
ぎ
､
多
分
の
儀
を
以
て
'
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理
運
に
任
せ
､
口
入
致
す
べ
-
候
｡
そ
の
儀
に
背
か
れ
候
人
は
､
此
の

一
校
を
破
ら
る
る
に
相
当
た
る
べ
-
候
の
間
､
閣
心
の
儀
あ
る

べ
か
ら
ず
候
｡

｢所
領
相
論
以
下
煩
は
し
き
事
｣
に
つ
い
て
は

｢契
約
衆
中
｣
の

｢談
合
｣
に
よ

っ
て
口
入
致
す
べ
し
と
あ
る
点
は

《為
続
法
》
の

｢所

衆
談
合
｣
に
は
.,,
対
応
し
､
ま
た

｢
そ
の
儀
に
背
か
れ
候
人
は
､
此
の

1
漢
を
破
ら
る
る
に
相
当
た
る
べ
-
候
｣
は

｢無
理
の
儀
申
乱
さ

れ
候
ず
る
方
は
'
其
の
成
敗
た
る
べ
き
也
｣
に
相
当
し
よ
う
｡
も
と
よ
-
､
永
和
三
年
に
お
け
る
今
川
了
俊
と
国
人

一
操
の
メ
ン
バ
ー
と

の
関
係
と
'

一
世
紀
後
の
明
応
二
(一四
九
三
)
年
に
お
け
る
相
良
為
続
と

｢所
衆
｣
と
の
関
係
が
同
じ
だ
な
ど
と
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
が
'

南
九
州
に
存
在
し
た
第
七
条
の
先
行
法
令
と
し
て
は
注
目
に
値
し
よ
う
｡

相
良
氏
は
こ
の

一
挟
契
約
状
を
基
に
何
ら
か
の
法
度
を
出
し
て

い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

と
も
あ
れ
以
上
の
よ
う
な
第
六
条

･
第
七
条
の
文
面
上
の
解
釈
か
ら
'
戦
国
大
名
相
良
氏
の
権
力
は
下
か
ら
の
自
律
的
な

｢所
衆
談
合
｣

の
力
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
､
領
内
隅
々
に
ま
で
は
直
接
及
び
え
な
い
仕
組
に
な
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
な

が
ら
第
六
条
全
体
を
虚
心
に
眺
め
る
と
､
確
か
に
法
令
前
半
部
で
は
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
方
式
に
よ
る
下
か
ら
の
意
見
吸
い
上
げ
を
定
め
て
い

る
が
､
後
半
部
で
は
む
し
ろ
､
相
良
氏
は

｢忽
緒
｣
な
申
出
に
対
し
て

｢承
-
出
し
｣
｢勿
体
な
き
の
由
｣
を
堅
-
言
う
と
し
て
'
己
の

持

つ
採
用
権
や
許
認
可
権
を
振
-
か
ざ
し
'
逆
に
立
案

･
申
請
す
る

｢所
衆
｣
の
側
を
相
良
氏
は
威
嚇
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

つ
ま
-

｢法
度
｣
の
立
案
権

･
申
請
権
は
総
て

｢所
衆
｣
側
に
あ
る
と
し
て
も
､
｢所
衆
｣
の
提
案
を

｢法
度
｣
と
し
て
採
用
す
る
か

否
か
の
許
認
可
権
は
相
良
氏
自
身
に
あ
る
と
し
て
､
相
良
氏
は

｢所
衆
｣
と
鋭
-
対
峠
L
t
提
案

･
要
求
す
る

｢所
衆
｣
に
対
し
て
､
む

し
ろ
相
良
氏
は
こ
れ
と
逆
立
す
る
関
係
に
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
相
良
氏
の
出
す

｢法
度
｣
が
､
本
来
社
会

(-

｢所
衆
｣
)

の
要
求
か
ら
生
れ
な
が
ら
も
､
社
会
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
り
､
遂
に
は
社
会
と
対
立
し
､
そ
の
外
部
に
立
つ
性
質
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
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と
を
示
し
て
い
よ
う
｡

こ
の
こ
と
を
立
案

･
申
請
す
る

｢所
衆
｣
の
側
か
ら
言
い
直
せ
ば
､
｢法
度
｣
に
は
自
己
否
定
の
要
素
が
含
ま
れ

て
い
た
と
な
ろ
う
｡

そ
れ
ゆ
え
相
良
氏
の

｢法
度
｣
と
は
'
相
良
氏
領
内
に
お
け
る
自
律
的
な
自
治
集
団
で
あ
る

｢所
衆
｣
の
存
在
を
前
提
と
し
､
彼
ら
に

｢法
度
｣
の
立
案
権

･
申
請
権
の
す
べ
て
を
与
え
'
彼
ら
を
相
良
氏
の
支
配
機
構
の
内
部
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
､
彼
ら
を
自
己

の
支
配
下
に
組
み
込
み
つ
つ
､
逆
に
そ
の

｢法
度
｣
を
通
じ
て
彼
ら
を
外
側
か
ら
規
制
し
'
服
従
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ

っ
た
｡

そ
れ
ゆ
え
相
良
為
続
の
描

い
た
領
国
支
配
の
設
計
図
と
は
､

一
方
で
は

｢所
衆
｣
を
自
律
的
な
自
治
集
団
に
育
て
上
げ

つ
＼

他
方
で
は

こ
う
し
た

｢所
衆
｣
と
対
峠
す
る
も
の
と
し
て
自
ら
の
権
力
を
鍛
え
上
げ
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

こ
う
し
た
相
良
氏
と

｢所
衆
｣
と
の
緊
張
関
係

･
逆
立
関
係
は
､
『六
角
氏
式
目
』
の
制
定
を
巡
る
主
君
六
角
氏
と
起
草
し
た
重
臣
た

･1･

ち
の
関
係
と
も
共
通
し
て
い
よ
う
｡

当

『式
目
』
は
主
君
六
角
氏
の
懇
意
的
な
施
政
の
制
約
と
､
領
主
相
互
間
の
対
立
の
克
服

･
領
主
層

全
体
の
協
調
実
現
を
目
的
と
し
､
重
臣
た
ち
の
起
草
と
六
角
氏
の
承
認
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
も
の
で
'
『式
目
』
実
施
に
当
た
-
六
角
氏

と
重
臣
団
は
互
い
に
起
請
文
を
取
交
わ
し
､
法
の
遵
守
を
誓
い
あ
う
形
式
を
と
っ
た
と
い
う
｡

一
方
､
六
角
氏
側
は

『式
目
』
制
定
を
重

臣
団
と
の
折
合
い
の
場
と
位
置
付
け
､
『式
目
』
制
定
を
通
じ
て
自
ら
を
領
主
層
全
体
の
利
益
の
擁
護
者

･
領
主
層
全
体
の
協
調
の
シ
ン

ボ
ル
と
化
そ
う
と
試
み
た
と
思
わ
れ
る
｡

相
良
氏
も
同
様
に
､
｢所
衆
｣
の
側
の

｢忽
緒
｣
な
申
出
を
禁
ず
る
こ
と
で
､
彼
ら
が
立
案

･
申
請
す
る

｢法
度
｣
が
各
領
主
の
個
別

的
な
利
益
の
追
及
や
領
主
相
互
間
の
対
立
を
超
え
､
領
主
層
全
体
の
共
同
の
利
益
と
合
致
す
る
こ
と
を
強
-
要
求
し
､
ま
た
そ
の
こ
と
を

通
じ
て
､
相
良
氏
は
自
ら
を
領
主
層
全
体
の
利
益
の
擁
護
者
に
位
置
付
け
'
領
主
層
全
体
を
自
ら
の
支
配
下
に
組
織
し
よ
う
と
試
み
た
わ

け
で
あ
る
｡

こ
こ
に
こ
そ
こ
の
第
六
条
の
眼
目
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
以
上
か
ら
､
相
良
氏
の
公
布
し
た
こ
の

《為
続
法
》

に
は
､
既
に
先
学
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
､
領
主
層
全
体
の
共
同
の
利
益
を
守
る
べ
-
締
結
さ
れ
た

｢
一
撲
法
｣
と
の
連
続
性
を
認
め
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る
こ
と
が
出
来
よ
う
｡

(9
)

｢所
衆
談
合
｣
に
つ
い
て
は
､
藤
木
久
志
氏
の
明
ら
か
に
さ
れ
た
在
地
の
紛
争
解
決
の
習
慣

｢近
所
之
儀

･
方
角
之
儀
｣
が
参
考
と
な

ろ
う
｡
｢近
所
之
儀
｣
と
は
近
所
に
居
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
､
近
所
の
人
々
が
紛
争
中
の
両
当
事
者
間
に
割

っ
て
入
-
､
紛
争
解
決
に

乗
り
出
す
も
の
で
､
｢方
角
之
儀
｣
と
は
､
大
友
氏
の
領
国
内
に
お
い
て

｢大
名
法
廷
｣
で
は
な
-

｢方
角
｣
と
い
う
地
域
集
団
内
部
で

紛
争
解
決
を
図
る
も
の
で
あ
る
｡
特
に
後
者
は
同
じ
九
州
の
例
で
あ
る
か
ら

｢所
衆
談
合
｣
を
考
え
る
上
で
大
い
に
参
考
と
な
ろ
う
｡
こ

う
し
た
地
域
の
住
民
相
互
間
で
現
地
の
紛
争
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
､
中
世
後
期
に
表
れ
る
郷
付
利
と
呼
ば
れ
る
自
治
組
織
の
高

ま
り
と
関
連
が
あ
ろ
う
｡

い
.

ま
た

｢大
名
法
廷
｣
の
実
態
に
つ
い
て
は
'
相
良
氏
と
同
国
の
菊
池
氏
の

『菊
池
武
重
起
請
文
』
の
第
二
条

｢国
務
の
政
道
は
内
談
の

義
を
賞
す
べ
し
｣
が
参
考
に
な
ろ
う
｡
領
内
支
配
の
中
心
的
な
機
関
を

｢大
名
法
廷
｣
と
考
え
る
な
ら
へ
こ
の

｢大
名
法
廷
｣
の
活
動
こ

そ

｢
国
務
の
政
道
｣
と
な
ろ
う
｡
こ
こ
で
菊
池
武
重
は
菊
池
氏
の

｢大
名
法
廷
｣
は

｢親
裁
｣
で
な
-
'

一
族
や
家
臣
団
の
宿
老
か
ら
な

る

｢寄
合
衆
｣
の

｢内
談
｣
の
場
で
行
う
と
し
､
ま
た
そ
の
尊
重
を
誓

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
相
良
氏
の
場
合
も
'
｢大
名
法
廷
｣

は
大
名
の
個
人
的

･
独
裁
的
な
裁
判
-
｢親
萩
｣
で
は
な
-
､
相
良
氏
重
臣
団
-

｢内
談
衆
｣
の
合
議
に
よ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

先
に
述
べ
た
よ
う
に
最
初
の
五
ヵ
条
が
こ
の
第
六
条
へ第
七
条
に
則

っ
て
制
定
さ
れ
た
と
仮
定
す
る
と
､裁
判
規
範
と
し
て
の
二
の
五
ヵ

条
は

｢所
衆
談
合
｣
の
場
で
は
解
決
出
来
ず
､
第
七
条
が
定
め
る
よ
う
に

｢大
名
法
廷
｣
っ
ま
-

｢内
談
｣
の
場
に
ま
で

｢披
露
｣
さ
れ

た
現
実
の
訴
訟
に
基
づ
き
､
｢所
衆
｣
の
側
の
申
請

二
止
案
と
い
う
第
六
条
の
手
続
き
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
な
ろ
う
｡

次
に

｢雑

務
法
｣
五
ヵ
条
の
分
析
に
入
っ
て
い
き
た
い
｡
先
ず
最
初
､
下
人
の
所
属
を
巡
る
相
論
に
関
係
し
た
法
令
で
あ
る
第
四
条

｢譜
代
下
人
之

事
｣
の
分
析
に
入
-
た
い
｡
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二

土
地
禁
縛
法
-
-
-
第
四
条

こ
こ
で
は
､
譜
代
下
人
に
対
す
る

｢人
返
し
法
｣
と
思
わ
れ
る
第
四
条

｢譜
代
下
人
之
事
｣
を
取
-
上
げ
る
｡
ま
ず
法
令

の
読
み
下
し

と
そ
の
現
代
語
訳
を
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡

こ

弔

-
兵

､

一

譜

代
の
下
人
の
事
は
是
非
な
-
候
｡
領
中
の
者
婦
子
に
よ
ら
ず
来
た
-
候
ず
る
を
､
相
互
に
返
さ
せ
ら
る
べ
き
也
｡
寺
家

･
社
家
同

然
た
る
べ
し
｡

其
の
領
中
よ
り
地
頭
に
来
た
-
候
ず
る
婦
子
は
､
其
の
領
主
の
ま

､
た
る
べ
し
｡

1

世

襲
的
に
主
家
に
隷
属
し
て
い
る

｢譜
代
下
人
｣
が
逃
亡
し
た
場
合
'
互
い
に
返
し
合
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
領
中
の
百
姓

が
婦
人
子
供
に
よ
ら
ず
逃
げ
来
る
場
合
も
ま
た
､
互
い
に
返
し
合
う
べ
き
で
あ
る
｡
寺
家

･
社
家
に
逃
げ
来
る
場
合
も
こ
れ
に
同
じ
｡

各
領
主
の
支
配
下
か
ら
地
頭
の
屋
敷
に
逃
げ
来
る
婦
人
子
供
の
場
合
は
､
地
頭
で
は
な
く
､
そ
の
領
主
の
支
配
の
ま

,
に
す
べ
き
で

あ
る
｡

i;1
v

｢相
互
に
返
さ
せ
ら
る
べ
き
な
り
｣
の
部
分
に
は
､
藤
木
久
志
氏
が
述
べ
た
よ
う
に

｢逃
亡
下
人
は
見

つ
け
次
第
返
し
あ
う
べ
し
｣
と

す
る

｢
人
返
し
法
｣
の
有
名
な
規
定
を
含
ん
で
い
る
｡
こ
の

｢
下
人
の
人
返
し
｣
は
南
北
朝
期
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
､
下
人
を
支
配
す

る
主
人
相
互
間
に
張
-
巡
ら
さ
れ
た

｢
人
返
し
協
約
体
制
｣-
｢
一
挨
法
｣
が
こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
｡
相
良
氏
は
こ
こ
で
領
国
全
体
に
こ

の
よ
う
な
体
制
を
作
る
よ
う
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
法
令
は

｢
一
挟
法
｣
に
連
続
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
こ
こ
で

注
意
す
べ
き
は
､
領
中
の
百
姓
が
婦
子
に
よ
ら
ず
逃
げ
来
る
場
合
も
ま
た
､
互
い
に
返
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
百
姓
の
返
還
と
土
地

へ
の
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禁
縛
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
｡

《晴
広
法
》
の
第
三
二
条
に
は

｢人
の
下
人
｣
と
あ
-
､
第
二
四
条
に
も

｢作
子
｣
と
あ
る
が
'
こ
れ
ら
も
こ
こ
で
言
う

｢譜
代
下
人
｣

と
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

《
長
毎
法
》
の
第
九
条
の

｢内
之
者
｣
や
同
じ
-
第
十
五
条
の

｢小
者
｣
は
武
家
奉
公
人
を
指
し
'
ど
ち

ら
も
主
人
の
支
配
下
に
あ
る
点
で

｢譜
代
下
人
｣
と
よ
-
似
た
面
を
持

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た

《晴
広
法
》
の
第
一二

条
に
あ
る

｢本
作
人
｣
は

｢百
姓
｣
を
指
す
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
ま
た
こ
の

｢本
作
人
｣
と
い
う
言
葉
か
ら
､
米
所
､
稲
作
地
域
で
あ
る
肥
後

国
球
磨
郡
に
お
い
て
は
､
当
時

｢作
職
｣
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

近
世
に
な
る
と
各
藩
で
百
姓
の
人
返
し
は
見
ら
れ
る
が
､
戦
国
期
に
お
け
る
百
姓
の
返
還
規
定
は
珍
し
-
､
こ
の
点
も

《為
続
法
》
の

特
徴
で
あ
る
｡
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
第
四
条
を
踏
ま
え
､
下
人
で
は
な
-
百
姓
の
人
返
し
を
軌
道
修
正
し
た
も
の
が

《
長
毎
法
》
の
第

十
七
条

｢他
所
よ
り
尋
来
者
之
事
｣
で
あ
り
､
ま
た
下
人
の
人
返
し
を
よ
り
具
体
化

･
級
密
化
し
た
も
の
が

《晴
広
法
》
の
第
三
二
条

｢
下

人
逃
亡
之
事
｣
や
第
三
四
条

｢欠
落
入
札
銭
之
事
｣
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え

『相
良
氏
法
度
』
の
中
で
も
こ
の

《為
続
法
》
第
四
条

の

｢百
姓
の
人
返
し
｣
規
定
は
特
異
な
位
置
に
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
ま
た
以
上
か
ら
こ
の
第
四
条

｢譜
代
下
人
之
事
｣
は
広
-
土
地
禁
縛

法
と
見
倣
す
こ
と
が
出
来
よ
う
｡

後
述
す
る
よ
う
に
､
当
時
相
良
氏
の
領
内
に
お
い
て
名
主
職

･
作
職
等
の
売
E貝
は
多
-
見
ら
れ
､
村
落
内
部
で
は
そ
れ
ら
を
買
得

･
集

積
し
た
土
豪

･
小
領
主

･
地
主
な
ど
中
間
層
と
小
作
百
姓
と
の
対
立
は
俄
烈
で
'
作
職
を
売

っ
た
小
作
百
姓
側
が
不
納

･
末
進
な
ど
を
理

由
に
'
①
改
易
を
迫
ら
れ
た
-
､
②

｢婦
子
｣
を
人
質
と
し
て
取
ら
れ
た
り
'
あ
る
い
は
逆
に
③
逃
散
を
企
て
る
t
な
ど
の
事
態
が
頻
発

し
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で

｢婦
子
に
よ
ら
ず
｣
と
あ

っ
て
'
走
入
-
の
中
心
が

｢婦
子
｣
で
あ
る
の
は
'
地
主

･
小
作
間
の

対
立
か
ら
小
作
百
姓
の

｢婦
子
｣
が

｢人
質
｣
と
し
て
取
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
い

｢領
内
｣
か
ら
逃
げ
出
す
事
態
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら

で
は
あ
る
ま
い
か
｡
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次
の

｢寺
家

･
社
家
同
然
｣
は
､
寺
家

･
社
家
の
持

つ
ア
ジ
ー
ル
権
の
否
定
を
意
味
し
て
い
る
｡

注
目
す
べ
き
は
後
半
の

｢其
領
中
よ

-
地
頭
に
来
候
ず
る
婦
子
は
､
其
領
主
の
ま

ゝ
た
る
べ
し
｣
と
あ
る
中
で
の

｢地
演
-
領
主
｣
関
係
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
の

｢領
主
｣
と

(?
L

は
下
人
を
支
配
す
る
主
人

一
般
を
指
し
､
ま
た

｢
地
頭
｣
と
は
南
九
州
に
存
在
し
た

｢地
頭
-
衆
中
｣
体
制
に
基
づ
き
'
こ
れ
ら

｢領
主
｣

を

｢寄
子
｣
と
し
て
組
織
す
る
相
良
氏
の
有
力
家
臣
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡
大
事
な
こ
と
は

｢寄
子
｣
も
ま
た
相
良
氏
の
家
臣
で
あ
る
こ
と

と
'
既
に
見
た
よ
う
に

《為
続
法
》
で
は
'
地
域
支
配
の
実
権
は

｢地
頭
｣
で
は
な
-

｢所
衆
談
合
｣
の
側
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
の

二
つ
で
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え

｢其
領
主
の
ま

ゝ
た
る
べ
し
｣
と
は
'
逃
亡
し
た
下
人

･
百
姓
に
対
す
る

｢地
頭
｣
の
介
入

･
干
渉
を
排
除
L
t
彼
ら
に
対

(13
)

す
る

｢領
主
｣
の
支
配
を
第

一
義
的
に
認
め
'
彼
ら
を
土
地
に
禁
縛
し
て
置
-
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
私
が
既
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
'
鎌

倉
幕
府
法
に
お
い
て
は
人
返
し
協
約
体
制
は
見
ら
れ
ず
'
逃
亡
下
人
に
つ
い
て
は
時
効
取
得
を
問
題
と
し
､
地
頭
屋
敷
に
は
ア
ジ
ー
ル
と

し
て
の
機
能
が
認
め
ら
れ
'
そ
こ
へ
逃
げ
込
ん
だ
下
人
に
は
主
従
対
論
さ
え
可
能
で
あ

っ
た
｡
つ
ま
-
鎌
倉
幕
府
法
で
は
'
下
人
の
走
入

る
地
頭
屋
敷
に
は
ア
ジ
-
ル
権
が
認
め
ら
れ
て
お
り
'
下
人
を
支
配
す
る

｢領
主
｣

一
般
に
対
し

｢地
頭
｣
は
地
頭
裁
判
権
の
形
で
優
越

性
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

(‖
一

勝
俣
氏
は
こ
の

｢地
頭
に
来
候
ず
る
｣
を
､
｢地
頭
居
住
地
を
中
心
と
し
て
'
衆
中
居
住
区
域
た
る

竃
》

が
あ
り
､
そ
れ
近
辺
に
町

(ほ
一

が
成
立
し
て
い
た
が
'
こ
の

《
町
場
》

へ
領
主
の
領
中
の
も
の
が
流
入
し
た
場
合
｣
と
し
て
い
る
｡
藤
木
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
､
確

か
に
こ
の
時
代
の
下
人
の
走
入
る
先
に
は

《
町
場
》
が
考
え
ら
れ
よ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
以
上
の
分
析
か
ら
'
こ
の
法
令
の

｢地
頭
に
来

候
ず
る
｣
の

｢地
頭
｣
と
は

《
町
場
》
で
な
-
'
鎌
倉
幕
府
法
に
お
い
て
は
ア
ジ
-
ル
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た

｢地
頭
屋
敷
｣
そ
の
も
の

を
指
し
'
条
文
の
後
半
部
分
は
む
し
ろ
旧
体
制
で
あ
る

｢地
頭
裁
判
権
｣
の
否
定
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

逃
亡
下
人
に
対
す
る

一
挟
法
と
し
て
の
人
返
し
協
約
体
制
の
成
立
は
南
北
朝
期
か
ら
な
の
だ
が
'
戦
国
期
の
こ
の

《為
続
法
》
に
お
い
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て
は
'
人
返
し
協
約
体
制
に
と

っ
て
目
障
り
な

｢寺
家

･
社
家
｣
の
み
な
ら
ず

｢地
頭
屋
敷
｣
の
ア
ジ
-
ル
権
も
否
定
さ
れ
'
人
返
し
の

対
象
は

｢譜
代
下
人
は
云
う
ま
で
も
な
-
百
姓
の
妻
子
を
も
｣
と
拡
大
し
'
相
良
氏
領
内
の
領
主
間
の
人
返
し
協
約
体
制
は
す
べ
て
の
障

害
を
乗
り
越
え
て
貫
徹
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
《為
続
法
》

が

｢領
主

･
所
衆
｣
の
側
の
申
請

･
立
案
に
基
づ
き
'

領
主
層
全
体
の
共
通
の
利
益
を
守
る
も
の
と
し
て
'
ま
た

｢寺
家

･
社
家
｣
の
み
な
ら
ず

｢地
頭
｣
の
譲
歩
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
｡

既
に
我
々
は
第
六
条
の
分
析
を
通
じ
て
､
《為
続
法
》

の
成
立
に
は

｢所
衆
｣
の
側
の
働
き
か
け
と
'
そ
れ
を
受
け
て
の
相
良
氏
権
力

に
よ
る
立
法
と
い
う
二
つ
の
契
機
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
き
た
が
'
こ
の
第
四
条
の
下
人

･
百
姓
に
対
す
る
土
地
禁
縛
法
の
立
案

･
申
請

は
､
在
地
に
お
い
て

｢人
返
し
協
約
体
制
｣
と
い
う
新
た
な
法
共
同
体
の
形
成
を
望
む

｢領
主

･
所
衆
｣
た
ち
が
行
い
'
そ
れ
を
大
名
相

良
氏
の
側
が
強
力
に
支
援
し
た
結
果
'
制
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
こ
の
第
四
条
は
領
主
層
全
体
の
階
級
的
利
益
を
守

る
べ
-
'
下
人
の
み
な
ら
ず
百
姓
の
逃
亡
を
も
禁
じ
た
も
の
で
'
｢寺
家

･
社
家

･
地
頭
｣
か
ら
の
譲
歩
を
も
勝
ち
取

っ
て
成
立
し
た
も

の
と
な
る
｡

1
万
'
我
国
大
名
相
良
氏
の
側
は
こ
の

｢法
度
｣
の
制
定
を
通
じ
て
'
領
主
た
ち
の
要
求
に
応
え
'
在
地
社
会
に

｢
人
返
し
協
約
体
制
｣

の
網
の
目
を
作
り
出
し
'
そ
れ
に
よ
り
'
在
地
に
お
け
る
新
た
な
秩
序
維
持
の
た
め
の
法
共
同
体
=

｢所
衆
｣
に
よ
る

｢談
合
｣
体
制
を

築
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
う
し
て
相
良
氏
は
旧
秩
序
で
あ
る

｢地
頭
｣
の
権
限
を
押
さ
え
'
｢地
頭
｣
と

｢百
姓
｣
と
の
中
間
に

位
置
す
る

｢領
主

･
所
衆
｣
層
を
全
体
と
し
て
味
方
に
付
け
'
国
人

一
挟
体
制
を
解
体
す
る
求
心
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
O
こ
の
こ
と
が
第
七
条
で
確
認
し
た

｢所
衆
談
合
｣
に
大
幅
な
権
限
を
認
め
て
い
る
事
実
と
密
接
に
か
か
わ

っ
て
い
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡
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土
地
売
買
法
-
-
-
第

一
集
､
第
二
条
､
第
三
条
､
第
五
条

こ
こ
で
は

《為
続
法
》
七
ヵ
条
の
う
ち
､
土
地
売
買
を
巡
る
紛
争
に
関
す
る
法
令
と
思
わ
れ
る
第

一
条

｢E貝
免
之
事
｣､
第
二
条

｢無

文
買
免
之
事
｣
､
第
三
条

｢
田
地
買
主
転
売
後
退
転
之
事
｣'
第
五
条

｢悪
銭
時
買
地
之
事
｣
の
四
ヵ
条
を

一
括
し
て
分
析
し
た
い
｡
こ
れ

ら
の
四
ヵ
条
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
と
き
直
面
す
る
､
最
初
で
し
か
も
最
大
の
難
問
は
､
第

一
条
､
第
二
条
に
あ
る

｢文
な
き
買
免
｣
と

は
何
か
で
あ
る
｡
こ
の
疑
問
は

｢文
な
き
｣
の

｢文
｣
と
は
何
か
､
｢買
免
｣
と
は
何
か
､
ま
た
こ
れ
ら
四
法
令
が
前
提
と
し
て
い
る

｢売

買
｣
と
は
何
か
､
等
々
と
言
い
替
え
る
こ
と
が
出
来
る
｡
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
'
①

｢文
｣
と
は
何
か
､
②

｢買
免
｣
と
は
何
か
､
③
売

買
四
法
令
t
を
順
に
論
じ
て
い
き
た
い
｡

-

｢文
｣
と
は
何
か

『相
良
氏
法
度
』
を
校
注
し
た
時
俣
鎮
夫
氏
に
よ
れ
ば
､
｢文
な
き
買
免
｣
の

｢文
｣
と
は

｢売
買
契
約
状
｣
を
指
し
､
｢無
文
｣
と
は

｢売
買
契
約
状
が
作
成
さ
れ
な
い
こ
と
｣
と
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
質
券
の
書
方
を
定
め
た

《長
毎
法
》
第
十
六
条
に
は
､
｢質
券
に
は
必
ず.i

,

質
入
期
間
を
明
示
す
べ
き
で
あ
る
｣
と
あ
り
､
こ
の
第
十
六
条
の
前
提
に
は

｢質
入
れ
契
約
は
文
書
に
よ
る
べ
し
｣
と
す
る

｢文
書
主
義
｣

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら

《為
続
法
》
の
第

一
条
､
第
二
条
の
場
合
も
ま
た
､
こ
れ
ら
の
法
令
の
前
提
に

｢土

地
の
売
買
契
約
は
文
書
で
行
う
べ
し
｣
と
の

｢文
書
主
義
｣
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡

勝
俣
説
に
基
づ
き
第
二
条
を
理
解
す
る
こ
と
は

一
応
可
能
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
考
え
を
前
提
と
し
た
上
で
第

一
条
を
合
理
的
に
説
明

し
ょ
う
と
す
る
と
､
｢買
免
｣
形
式
の
売
買
に
お
い
て
は
､
代
替
わ
-
ご
と
に
売
E貝
契
約
状
を
作
成
し
た
と
す
る
当
時
の
売
買
慣
習
を
想

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な
る
が
､
現
在
ま
で
の
研
究
で
は
､
こ
の
想
定
を
裏
付
け
る
実
例
の
報
告
は
な
-
､
こ
の
想
定
の
当
否
に
つ
い



｢文化紀要｣第42号,1995年

47

て
判
断
出
来
な
い
｡
次
に
'
第

一
条
の

｢
子
々
孫
々
文
な
-
候
は
ゞ
｣
を

｢子
孫
が
売
買
契
約
状
を
紛
失
し
た
場
合
｣
と
す
る
と
､
第
二

条
の

｢売
買
契
約
状
が
作
成
さ
れ
な
い
場
合
｣
と
の
比
較
に
お
い
て
'
同
じ

｢無
文
｣
を
ふ
た
通
-
に
解
釈
し
た
こ
と
に
な
り
'
多
少
の

無
理
が
感
じ
ら
れ
る
｡

ド

周
知
の
よ
う
に
､
勝
俣
氏
の
こ
の
議
論
の
前
提
に
は
笠
松
宏
至
氏
の

｢無
券
文
の
世
界
｣
の
議
論
が
あ
り
'
こ
の
考
え
方
を
菅
野
文
夫

】限
t

氏
も
ま
た
採
用
す
る
な
ど
､
こ
れ
は
現
在
学
界
の
通
説
に
な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
当
時
の
土
地
売
買
が
た
だ

一
度
の
代
金
の

支
払
に
よ

っ
て
所
有
権
の
移
動
が
完
結
す
る
よ
う
な
単
純
明
快
な
も
の
で
な
-
'
｢年
季
売
り
｣
や

｢本
銭
返
し
｣
の
よ
う
に
売
手

･
買

手
が
共
に
土
地
に
対
し
て

二
正
の
権
利
を
保
有
し
っ
つ
'
後
々
ま
で
両
者
の
複
雑
な
社
会
関
係
を
拘
束
す
る
契
約
を
内
包
し
て
い
た
こ
と

か
ら
'
こ
の
笠
松
説
に
対
し
て
は
'
そ
う
し
た
複
雑
な
内
容
の
契
約
が
口
約
束
だ
け
で
可
能
だ

っ
た
の
か
と
い
う
根
本
的
な
疑
問
が
あ
る
｡

[土
地
売
買
は
券
契
に
拠
る
](lp

)

中
田
薫
氏
の

『売
買
雑
考
』
に
よ
れ
ば
'
｢我
大
宝
養
老
両
律
令
の
制
も
亦
そ
の
母
法
た
る
唐
制
に
模
倣
し
て
'
土
地
奴
姪
牛
馬
の
売

E貝
の
み
は
特
別
な
形
式
､
即
ち
券
契
に
拠
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
居
る
｡
扱
て
此
売
買
券
契
は
目
的
物
の
種
類
に
従

っ
て
'
こ
れ
を
公
券

と
私
券
と
の
両
種
に
分
つ
こ
と
を
得
る
｡

公
券
と
は
官
司
を
し
て
作
成
せ
し
め
た
券
契
で
'
土
地
及
び
奴
姪
の
売
買
に
課
せ
ら
れ
'
私
券

と
は
当
事
者
間
に
於
て
作
成
さ
れ
た
証
書
で
'
牛
馬
の
売
買
に
用
ひ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
も
し
そ
れ
此
等
特
殊
財
産
以
外
の
物
の
売
買
に

至
て
は
'
何
ら
特
別
の
形
式
に
拠
る
必
要
は
無
か

っ
た
が
'
『証
拠
分
明
』
の
為
め
に
私
券
を
利
用
す
る
こ
と
は
当
事
者
の
自
由
で
あ

っ
た
｣

と
あ
る
｡

つ
ま
り
中
田
氏
は
'
売
買

一
般
を

｢券
契
に
拠
る
べ
き
も
の
｣
と

｢
そ
の
必
要
の
無
い
も
の
｣
に
大
別
し
､
さ
ら
に
前
者
を

｢公
券
｣

に
拠
る
も
の
と

｢私
券
｣
に
拠
る
も
の
に
二
分
し
た
上
で
'
土
地
売
買
を

｢公
券
｣
に
拠
る
と
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
日
本
の
歴
史
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に
お
い
て
は
へ
古
代
の
律
令
時
代
は
中
国
'
唐
の
制
度
を
模
倣
し
た
が
'
平
安
中
期
以
降
唐
風
は
廃
れ

｢
国
風
文
化
｣
が
起
こ
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た

一
般
論
は
土
地
売
買
に
も
当
て
は
ま
-
'
古
代
の
土
地
売
買
は
唐
風
に
売
買
公
券
を
用
い
た
が
'
平
安
中
期
以
降

は
売
買
私
券
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し

｢公
券
｣
か
ら

｢私
券
｣
に
変
化
し
て
も
､
｢券
契
に
拠
る
べ
き
も
の
｣
と
し
て
は
共
通

し
て
い
る
と
い
う
の
が
中
田
氏
の
考
え
で
あ
る
｡

中
田
氏
は

｢公
券
｣
と
同
様

｢私
券
｣
に
お
い
て
も

｢売
券
の
形
式
を
以
て
売
買
約
諾
を
締
結
し
'
売
券
の
授
受
に
依
て
目
的
物
所
有

権
を
移
動
す
る
こ
と
が
'

1
般
習
慣
と
な
っ
た
｣
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
中
田
氏
の
考
え
に
照
ら
し
て
笠
松
説
の

｢無
券
文

の
世
界
｣
を
考
え
る
と
'
笠
松
氏
は
日
本
中
世
の
土
地
売
買
は

｢私
券
｣
に
変

っ
た
だ
け
で
な
-
'
そ
の

一
部
は
さ
ら
に

｢券
契
に
拠
る

必
要
の
無
い
も
の
｣
に
な
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
な
が
ら

｢本
銭
返
し
｣

l
つ
を
と

っ
て
も
へ
後
述
す
る
よ
う

(20
)

に
そ
の
契
約
内
容
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
あ
-
方
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
'
こ
う
し
た
複
雑
な
契
約
を
口
約
束
だ
け
で
済
ま
し
得
た
と
す
る

こ
と
に
は
多
く
の
無
理
が
あ
る
｡

そ
も
そ
も

｢本
銭
返
し

･
年
季
売
り
｣
に
お
い
て
は
'
売
主
は
講
戻
権
を
留
保
し
て
い
た
と
い
う
｡
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
'
こ
の
売
主

側
の
権
利
は
何
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
売
主
側
も
買
主
よ
-
講
戻
権
の
留
保
を
認
め
る
証
文
を
得
て
い
た
の
で
は
な
い
の

か
｡
小
学
館

『日
本
国
語
大
辞
典
』
｢返
証
文

(か
え
-
し
ょ
う
も
ん
)
｣
の
項
目
に
は
'
｢
一
度
人
に
渡
し
た
所
有
物
件
に
対
し
'
約
定

の
金
を
定
め
た
期
間
ま
で
に
持
参
し
た
時
は
'
再
び
所
有
権
を
取
り
返
し
得
る
こ
と
を
記
し
た
証
文
｡
か
え
り
し
ょ
う
｣
と
あ
り
'
江
戸

時
代
で
あ
れ
ば
'
金
銭
貸
借
の
際
発
行
す
る
借
用
証
文
の

｢預
手
形
｣
な
ど
に
対
し
て

｢返
手
形
｣
｢返
証
文
｣
が
発
行
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

】,.i"a

質
入
れ
に
関
し
て
も
'
奥
州
伊
達
氏
の
戟
国
家
法

『塵
芥
集
』
第
九
五
条
'
第

一
〇
七
条
に
は

｢質
に
吾
人
候
所
帯
｣
と
あ
り
､
第

一

一
七
条
'
第

二

八
条
に
は

｢人
の
子
を
質
に
喜
入
｣
｢娘
を
質
に
吾
人
｣
と
あ
る
｡
ま
た
第

一
〇
七
条
に
は

｢借
状
｣'
第

二

八
条
に
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は

｢質
の
文
｣
と
あ
る
｡
以
上
か
ら
質
置
主
が

｢借
状

･
質
の
文
｣
に

｢所
帯
｣
や

｢子

･
娘
｣
を
抵
当
と
し
て

｢吾
人
｣
た
こ
と
が
わ

か
る
が
､

一
方
同
じ

『塵
芥
集
』
｢蔵
方
之
綻
之
事
｣
第
八
条
に
は

｢手
札
失
せ
ば
'
質
不
可
為
請
｣
と
あ
へ

質
札
と
し
て
の

｢手
札
｣

が
質
の
請
戻
し
に
は
必
要
で
あ

っ
た

こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
へ

質
入
れ
の
場
合

｢借
状

･
質
の
文
｣
と

｢手
札
｣
と
が
互
い
に

交
換
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
中
世
の
土
地
売
買
'
特
に

｢本
銭
返
し
｣
や

｢年
季
売
-
｣
の
際
に
お
い
て
は
'
こ
れ
ら
の
売
買
は

｢質
入
れ
｣
と
本
質
的

に
大
き
な
違
い
は
な
い
こ
と
か
ら
'
｢質
入
れ
｣
の
際
の

｢手
札
｣
と
同
じ
よ
う
な
も
の
が
買
主
か
ら
売
主
に
渡
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て

∵

よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
既
に
百
瀬
瀬
美
津
氏
は
質
流
れ
や
本
銭
返
し
の
場
合
'
｢送
状
｣
を
伴
な
う
こ
と
を
実
例
を
以

っ
て
立
証
し
､

(23
)

宝
月
圭
吾
氏
も
ま
た
'
｢売
券
の
誘
取
｣
の
場
合

｢返
状
｣
の
交
付
が
習
慣
化
し
て
い
た
と
論
じ
ら
れ
た
｡
以
下
こ
の
間
題
に
つ
い
て
考

え
て
行
き
た
い
｡

[｢返
証
文
｣
｢買
券
｣]

こ
れ
ま
で
我
々
の
日
本
史
学
界
に
お
い
て
は
､
土
地
売
買
と
言
え
ば

｢売
券
｣
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
｡
そ
れ
は
現
在
ま
で
多
-

の

｢売
券
｣
が
伝
来
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
｡
そ
も
そ
も

｢公
正
証
書
｣
の
な
-
な
っ
た
中
世
に
お
い
て
は
'
土
地
支

配
の
正
統
性
を
証
明
す
る
た
め
に
､
土
地
の
旧
所
有
者
よ
-
新
所
有
者
に
引
き
渡
さ
れ
る

｢売
券
｣
｢譲
状
｣
｢寄
進
状
｣
な
ど
土
地
支
配

の
権
利
を
証
明
す
る
証
書
の
す
べ
て
が
手
継
証
文
=
本
券
と
し
て

一
巻
物
の
巻
物
と
な
り
'
常
に
硯
所
有
者
の
許
に
置
か
れ
る
必
要
が

あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
多
-
の

｢売
券
｣
が
現
在
ま
で
組
織
的
に
伝
来
す
る
こ
と
と
な

っ
た
理
由
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
｡

現
在
の
日
本
の
よ
う
に
土
地
売
買
の
公
正
さ
を
証
明
す
る
た
め
に
､
法
務
局
の
登
記
所
に
お
い
て

｢登
記
｣
を
す
る
仕
組
に
お
い
て
は
､

一
つ
の
土
地
に
お
け
る
所
有
者
の
変
化
の
歴
史
は
中
世
の
手
継
証
文
の
代
わ
り
に
登
記
簿
上
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
登



《為続法》の研究

50

記
簿
で
あ
れ
ば
'
土
地
の
所
有
権
と
抵
当
権
=

質
権
は
別
の
欄
に
書
き
分
け
ら
れ
'
抵
当
権
を
持

つ
人
と
所
有
権
を
持

つ
人
が
異
な
る
こ

と
が
可
能
と
な

っ
て
い
る
が
'
中
世
の
場
合
'
売
買
の
場
合
も
質
入
れ
の
場
合
も
共
に
手
継
証
文
を
相
手
に
差
出
す
と

い
う
同

一
手
続
き

一24
)

を
と

っ
た
こ
と
か
ら
'
『室
町
幕
府
法

･
追
加
法
』
三

一
四
条
'
明
応
六
年
六
月
七
目
付
け

｢銭
主
誘
取
借
状
於
活
券
事
｣
に
あ
る
よ
う
に
'

｢質
入
｣
に
際
し
て
銭
主
は
'
徳
政
を
避
け
る
目
的
で

｢情
状
｣
の
代
り
に

｢売
券
｣
を

｢誘
取
｣
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

〔2
)

中
田
氏
は

『法
制
史
漫
筆
』
で
'
中
世
の
貸
借

･
質
入
の
場
合
､
徳
政
に
対
す
る
防
御
策
と
し
て
質
地
の
売
渡
証
文
を
作
成
し
'
貸
主

に
預
け
て
お
-
事
例
を
紹
介
し
'
こ
こ
で
は
質
置
人
が
売
券
と
借
状
を
同
時
に
貸
主
に
差
出
す
こ
と
か
ら
'
質
置
人
は
貸
主
よ
-

｢返
証

文
｣
を
受
け
取

っ
た
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
た
｡
こ
の
想
像
に
応
え
た
の
が
'
前
述
し
た
百
瀬

･
宝
月
の
両
氏
で
あ
る
｡
宝
月
氏
は
永
代
売

買
で
な

い
証
拠
と
し
て
'
幕
府
裁
許
状
に
お

い
て
は
'
①
利
子
の
徴
収
と
②

｢返
状
｣
交
付
を
挙
げ
て
い
る
事
実
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の

で
あ
る
｡

つ
ま
り
'

一
般
の
永
代
売
買
の
場
合

｢近
状
｣
は
必
要
と
し
な

い
の
だ
が
､
実
質
的
な
質
入
れ
で
あ
る

｢本
銭
返
し
｣
や

｢誘

取
売
券
｣

の
場
合
に
は

｢
返
状
｣
が
附
随
し
た
の
で
あ
る
｡

(2
)

Lrl)

ま
た
神
田
千
里
氏

は
'
白
川
部
達
夫
氏
が
若
狭

小
浜
の

『明
通
寺
文
書
』
中
で
発
見
さ
れ
た
延
宝
五
年
の
土
地
売
買
の
際
の

｢
か

へ
り

手
形
｣
が
､
宝
月
氏

の
明
ら
か
に
し
た

｢
返
状
｣
と
同
じ
も
の
と
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
で

『塵
芥
集
』
第

一
〇
〇
条
に
は

｢本
銭
返
し

･

年
季
売
り
｣
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

本
銭
返
'
年
紀
地
の
こ
と
｡
売
手

･
買
手
互
に
証
文
と
り
わ
た
し
､

一
方
の
文
夫
す
る
の
と
き
は
'

一
方
の

一
証
文
を
も

っ
て
､
年
紀

の
限
り
を
相
済
ま
す
事
は
傍
例
な
り
｡
然
に

一
方
の
証
文
ば
か
り
に
て
売
る
の
と
き
t
か
の
証
文
失
す
る
の
う

へ
'
買
手
は
本
銭
返
の
よ

し
申
'
売
手
は
平
年
記
の
よ
し
申
'
相
論
の
時
は
証
人
ま
か
せ
た
る
べ
し
｡
も
し
叉
証
人
も
な
-
ば
､
買
手
の
損
た
る
べ
き
な
-
｡
も
し

以
後
し
て
'
証
文
見
出
し
候
は
ゞ
､
其
文
二二U
に
ま
か
せ
知
行
を
定
む
べ
き
な
り
｡
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こ
こ
に
は

｢売
手

･
買
手
互
に
証
文
と
-
わ
た
し
｣
と
あ
る
｡
ま
た
同
じ

『塵
芥
集
』
第
九
七
条
に
は

｢年
記
に
売
る
所
帯
の
事
､
た

が
い
に
証
文
を
と
-
わ
た
す
と
い
ふ
と
も
-
｣
と
あ
-
､
同
第

一
〇
六
条
に
も

｢惣
領
よ
り
庶
子
の
扶
持
分
と
し
て
所
帯
を
貸
す
事
､

い

ま
よ
-
の
ち
は
､
互
に
証
文
を
書
き
わ
た
し
是
を
貸
す
べ
し
｣
と
あ
る
｡
以
上
か
ら
､
こ
の
時
代
少
な
-
と
も
奥
州
の
伊
達
氏
領
国
内
に

お
い
て
は

｢本
銭
返
し

･
年
季
売
-
｣
や

｢質
入
れ
｣
の
場
合
､
契
約
の
両
当
事
者
は
慣
例
と
し
て
､
互
い
に
相
手
に
対
し
て

｢証
文
｣

を
交
換
し
て
お
り
'
｢
1
万
の
証
文
ば
か
り
に
て
売
る
｣
場
合
も

l
部
あ

っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
｡
ま
た

｢年
季
売
-
｣
の
際
に
､

質
入
れ
の
際
の

｢手
札
｣
と
同
様
な
も
の
の
交
付
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
に

『塵
芥
集
』
第

l
〇
八
条
が
あ
る
｡

月
日
を
限
-
､
質
に
を
き
候
所
帯
流
る

ゝ
の
と
き
､
か
の
所
帯
を
年
紀
に
売
-
､
借
銭
を
済
ま
し
'
質
の
文
と
-
返
さ
ず
､
自
然
に

過
ご
し
き
た
る
と
こ
ろ
に
'
代
貸
し
候
人
体
死
去
し
て
の
ち
､

一
人
の
子
は
質
に
と
り
流
す
の
文
を
も

つ
｡

一
人
の
子
は
年
紀
の
文
を

も
ち
'
二
人
互
に
譲
り
得
た
る
の
よ
し
'
問
答
に
を
よ
ぶ
｡
質
の
文

･
年
紀
の
文
､
相
論
決
し
難
き
に
付
て
は
､
証
人
ま
か
せ
た
る
べ

し
｡
証
人
な
-
ば
'
二
の
文
を
ひ
き
あ
は
せ
､
文
言
の
是
非
に
よ
り
其
沙
汰
有
べ
き
也
｡

こ
の
法
令
解
釈
の
要
点
は
､
勝
俣
氏
の
校
注
の
通
-

｢
か
の
所
帯
を
年
紀
に
売
-
｣
は

｢質
入
れ
し
た
同

一
人
物
に
年
季

(本
銭
返
)

で
売

っ
た
｣
の
意
と
す
る
点
に
あ
る
｡
前
述
し
た
よ
う
に
中
世
に
お
い
て
は

｢質
入
｣
が

｢売
買
｣
へ
と
発
展
す
る
ケ
ー
ス
は
多
-
あ
り
､

こ
の
法
令
は
先
に
取
上
げ
た

｢誘
取
売
券
｣
と
も
関
連
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
こ
の
第

一
〇
八
条
に
お
い
て
は

｢質
置
人
｣

は

｢借
状
｣
=
｢質
の
文
｣
を
銭
主
に
差
出
し
た
後
､
さ
ら
に
同

一
人
物
宛
に
年
季

(本
銭
返
)
で
売

っ
た

｢売
券
｣
を
差
出
し
た
の
で
あ

ろ
う
｡

こ
の
法
令
が
想
定
し
て
い
る
事
態
は
'
代
替
わ
-
の
際
､
子
孫
が
互
い
に
親
よ
-

｢譲
り
得
た
｣
｢質
の
文

･
年
紀
の
文
｣
を
盾

に

｢問
答
に
及
ぶ
｣
こ
と
で
あ
る
｡
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と
す
れ
ば

｢代
貸
し
候
人
鉢
｣
の
子
が

｢質
に
と
り
流
す
の
文
｣
-

｢質
の
文
｣
を
持

つ
の
は
当
然
な
の
だ
が
'
問
題
は

｢質
置
人
｣
の

子
が
持

つ

｢年
紀
の
文
｣
と
は
何
か
で
あ
る
｡

こ
れ
は
'
質
入
れ
の
際
の

｢手
札
｣
と
同
様
'
｢
買
手
｣
=
｢代
貸
人
｣
の
出
し
た

｢返
状
｣

L詣
一

で
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
で
'
宝
月
氏
は

｢
預
状
に
つ
い
て
の

一
考
察
｣
の
中
で

｢借
状
の
典
型
的
な

一
例
｣
と
し
て
'
次
の
永
和
五
二

一七
九
)

年

の
文
書
を
掲
げ
て
い
る
｡

こ
こ
で
は

｢借
状
｣
を
そ
の
ま
ま

｢
買
状
｣
と
し
て
'
抵
当
物
を
買

い
取

っ
て
よ

い
と
約
束
し
て
お
り
'

｢質
入
｣
が
そ
の
ま
ま

｢売
買
｣

へ
発
展
す
る
ケ

ー
ス
を
示
し
て
い
る
｡

担
保
文
言
の
中
に

｢
買
状
｣
と

い
う
言
葉
も
記
さ
れ
て
い
る
の

で
引
屈
し
た
い
｡

借
請

用
途
手

合
壱
貫
七
百
文
者

右
件
用
途
者
,
毎
月
貰
別
伍
拾
文
宛
乃
加
利
平
,
来
十
二
月
中
,
必
々
可
返
弁
候
,
質
物

二
ハ
安
居
院
大
宮
々
々
面
東
頬
源
五
郎
屋
敷
南

I

端
'
口
参
丈
'
尺
別
糾
和
文
地
子
也
'
件
地

-
宗
英
相
伝
無
相
違
'
且
者
安
居
院
相
証
状
を
相
副
'
人
置
質
物
上
者
'
下
町
有
不
法
事
'
若

過
約
月

ハ
,
此
借
状
為
買
状
,
町
有
管
領
,
共
時
更
不
可
申
子
細
,
偽
借
書
之
状
如
件
,

永
和
五
年
三
月
九
日

宗
英

(花
押
)

〔大
徳
寺
文
書
三
〕

こ
の
用
例
か
ら

｢
買
状
｣
が
当
時

l
股
に
流
通
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
O
と
こ
ろ
で
中
村
直
勝
氏
は

｢売
券
が

あ
る
以
上
'
買
券
が
あ

っ
て
も
然
る
べ
き
で
あ
る
が
'
滅
多
に
無

い
も

の
で
あ
る
｣
と
し
な
が
ら

｢
キ
キ
-
-
｣
の
登
場
す
る

｢
天
河
文

書
｣
の
延
徳
三
(
一四
九
一)
年

｢
買
券
｣
を

『
日
本
古
文
書
学

中
』
で
紹
介
し
て
い
る
｡
ま
た

『上
杉
年
譜
』
所
載

の
上
杉
氏

の
天
正
十

一

∴∴

年
七
月
の
徳
政
条
々
に
は

｢永
代
売
券
か

い
券
｣
と
の
文
言
が
あ
-
'
上
杉
氏
の
領
国
内
部
に
お
い
て
も

｢売
券
｣
と

｢
か

い
券
｣
の
存
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在
が
知
ら
れ
る
｡
以
上
か
ら
､
理
論
的
に
も
ま
た

『塵
芥
集
』
な
ど
の
史
料
の
分
析
上
か
ら
も
､
少
な
-
と
も

｢本
銭
返
し
｣
や

｢年
季

売
-
｣
の
売
買
に
お
い
て
は
､
｢買
券
｣
や

｢買
状
｣
｢返
状
｣
等
々
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
だ
と
言
え
よ
う
｡

｢
買
券

･
買
状
｣
は
そ
の
名
前
か
ら

｢売
券
｣
と
同
じ
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
'
｢近
状

･
返
証
文
｣
や
､
請
取
と
し
て
の

｢
返

｢31
)

抄
｣､
質
札
と
し
て
の

｢手
札
｣
な
ど
は

一
般
に
切
紙
を
用
い
た
と
言
わ
れ
て
お
-
､
こ
こ
か
ら

｢買
券

･
買
状
｣
も
ま
た
切
紙
で
あ

っ

た
可
能
性
が
あ
る
｡
ま
た

｢売
券
｣
な
ど
が
手
継
証
文
と
な
-
永
続
的
な
効
力
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
比
べ
る
と
､
こ
れ
ら
の
文
書

の
命
は
は
る
か
に
短
-
､
｢年
季
売
り
｣
｢本
銭
返
し
｣
で
あ
れ
ば
､
土
地
を
取
旦
屍
し
て
し
ま
え
ば
用
済
み
と
な
り
､
破
棄
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
し
､
質
流
れ
の
ご
と
-
取
戻
し
不
可
能
と
決
ま

っ
て
し
ま
え
ば
'
こ
れ
ま
た
不
要
の
文
書
と
な
る
運
命
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

つ
ま
-

｢
買
券

･
買
状

･
返
状
｣
等
々
は
保
存
さ
れ
る
文
書
で
は
な
-
､
消
費
さ
れ
る
文
書
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
点
に
こ

そ

｢
買
券

･
買
状

･
返
状
｣
等
々
が
現
在
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
さ
て
置
き
､
以
上
明
ら

か
に
し
て
き
た
よ
う
に
､
｢年
季
売
り
｣
｢本
銭
返
し
｣
な
ど
の
契
約
に
際
し
て
､
売
手

･
買
手
が
互
に
証
文
と
-
交
わ
す
こ
と
が
通
例
で

あ

っ
た
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
'
買
戻
し
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
《為
続
法
》
の
世
界
の
中
に

｢軽
券
文
の
世
界
｣
を
想
定
す
る
こ
と
は
ま
す

ま
す
困
難
と
な
ろ
う
｡
そ
れ
で
は

｢文
｣
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
､
次
に
我
々
の
梶
本
問
題
に
取
組
み
た
い
｡

[買
得
安
堵
状
]

第

一
条
､
第
二
条
の

｢文
｣
が

｢売
買
契
約
状
｣
で
な
い
と
す
れ
ば
､
そ
れ
で
は

｢文
｣
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
｡
こ
こ
で
改
め
て
こ

の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
｡
売
買
契
約
の
際
､
契
約
状
に
伴
う
も
の
と
す
れ
ば
､
ま
ず
第

一
に
考
え
ら
れ
る
も
の
は

｢手
継
文
書
｣
=

｢本

券
｣
で
あ
る
｡

次
に
考
え
ら
れ
る
も
の
は

｢買
得
安
堵
状
｣
で
あ
る
｡
こ
こ
で
ま
ず
最
初
､
｢文
｣
-
｢手
続
文
書
｣
と
考
え
て
み
た
い
｡

土
地
売
E貝
は
券
契
に
よ
る
の
が
原
則
で
あ

っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
､
同
じ
土
地
に
対
す
る
売
買
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
た
び
ご
と
に
､
古
い
文
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書
は
手
継
文
書
に
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
第

1
条
が
手
継
文
書
の
紛
失
の
場
合
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
'
第
二
条

(32
)

の
場
合
は
笠
松
氏
の
言
う
よ
う
に
最
初
か
ら
手
継
文
書
を
伴
わ
な
い
土
地
売
買
と
考
え
ら
れ
る
｡
同
じ

｢無
文
｣
に
つ
い
て
の
こ
の
ふ
た

通
り
の
解
釈
に
は
多
少
の
無
理
が
感
じ
ら
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
第

1
の
可
能
性
は
考
え
な
い
こ
と
と
す
る
.

∴〃

∵

∴

次
の

｢買
得
安
堵
状
｣
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
伊
達
氏

･
今
川
氏

･
長
宗
我
部
氏
な
ど
の
世
界
で
確
認
さ
れ
て
い
る
｡
先
に

引
用
し
た
伊
達
の

『塵
芥
集
』
第
九
八
条
で
は
こ
れ
を

｢書
下
｣
｢判
形
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡
相
良
氏
の
世
界
で
は
こ
の

｢買
得
安
堵
状
｣

が
末
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
'
｢文
｣
-
｢買
得
安
堵
状
｣
と
断
二一一口す
る
の
は
心
苦
し
い
が
､
こ
れ
が
相
手
に
直
接
当
て
た

｢直
状
｣

形
式
の
文
書
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
相
良
氏
の
世
界
で
は

｢文
｣
と
呼
ん
だ
と
解
釈
し
た
い
｡
こ
う
考
え
る
と
､
第

一
条
は
代
替
わ
り
の
際

子
孫
が
相
良
氏
よ
-

｢買
得
安
堵
状
｣
を
貰
わ
な
か

っ
た
場
合
'
第
二
条
は
最
初
か
ら
相
良
氏
の

｢買
得
安
堵
状
｣
の
な
い
売
買
の
場
合

と
な
り
へ
解
釈
が
自
然
と
な
る
｡

t3
)

『熊
本
県
史
料

中
世
篇
三
』
所
収
の

｢駆
成
寺
文
書
｣
に
は

｢相
良
為
続
置
文
｣
が
あ
り
'
為
続
が
活
躍
し
て
い
た
頃
の
球
磨
郡
の

政
治
情
況
が
よ
-
わ
か
る
の
で
次
に
引
屈
し
た
い
｡

こ
佃
真

吾

l

｢

願

成
寺

江

参

｣

肥
後
国
求
麻
郡
久
米
郷
多
良
木
村
之
内
､
当
家
先
祖
長
頼
法
名
号
蓮
悌
彼
御
方
御
寄
進
願
成
寺
之
田
地
､
三
四
代
自
多
良
木
致
押
領
候
､
然

者
多
良
木
之
事
'
近
江
寺
前
積
令
退
治
之
時
'
願
成
寺
江
如
本
文
書
被
至
寄
進
候
'
其
以
後
前
積

･
尭
頼
意
依
無
子
孫
'
多
良
木
遠
江
守

頼
久
令
蜂
起
'
郡
内
之
人
々
過
半
属
彼
手
仮
底
､
当
家
如
順
次
'
親
候
長
積
当
郡
知
行
之
時
､
裏
里
之
人
依
忠
節
'
先
彼
領
地
被
宛
行
給

分
候
欺
'
今
年
如
前
代
､
彼
三
町
願
成
寺
井
供
僧
様
之
御
中
江
付
進
之
候
,
坪
付
在
別
紙
､
如
前
代
御
知
行
,
可
目
出
候
､
当
家
於
御
祈
念
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者
弥
奉
悉
候
､
京
都
国
役
等
'
叉
者
弓
矢
向
可
隙
入
時
節
者
､
如
諸
寺
家
御
心
得
可
然
候
'
他
所
完
如
件
､

文
明
十
九
年
丁
末
七
月
十
日

左
衛
門
尉
藤
原
朝
臣
為
積

こ
れ
を
読
む
と
'
《為
続
法
》
を
制
定
し
た
相
良
為
続
は
'
(I)当
家
先
祖
長
頼
法
名
号
蓮
怖
､

笠
近
江
守
前
積

･
尭
頼
'
言
長
嶺
と
い

う
人
吉
相
良
氏
の
系
統
に
属
し
'
彼
ら
は
常
に
願
成
寺
に
土
地
を
寄
進
し
て
い
た
の
だ
が
'
Gj
)と
丑
の
間
に
は

｢
三
四
代
多
良
木
よ
-
秤

領
｣
と
い
う
事
態
が
'
甘
)と
耳
の
間
に
も
多
良
木
遠
江
守
頼
久
が

｢蜂
起
｣
し

｢郡
内
の
人
々
過
半
彼
の
手
に
属
す
｣
と
い
う
事
態
が
あ

-
'
球
磨
郡
の
支
配
を
巡
-
人
吉
相
良
氏
と
多
良
木
相
良
氏
と
の
間
の
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
が
続

い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

こ
の
ゲ
ー
ム

が
続
-
限
-
'
球
磨
郡
内
の
人
々
に
と

っ
て
所
料
の
確
保

･
保
全
は
難
し
-
､
い
-
ら

｢安
堵
状
｣
を
貰

っ
て
い
て
も
､
い
つ
か
は
覆
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
り
'
所
料
支
配
は
安
定
し
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

そ
れ
ゆ
え

《為
続
法
》
制
完
当
時
'
支
配
領
国
内
の
す
べ
て
の
人
々
が
為
続
の

｢安
堵
状
｣
に
よ
る
所
科
の
安
堵
を
望
ん
で
い
た
と
い

う
状
態
で
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
為
続
と
し
て
は
'
球
磨
川
流
域
世
界
に
お
い
て
唯

一
人
の
安
堵
権
者

･

秩
序
維
持
者
と
し
て
'
自
己
主
張
を
し
た
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
そ
れ
が
相
良
氏
の

｢買
得
安
堵
状
｣
を
伴
わ
な
い
土
地
売
買
を
無
効
と

す
る
こ
の
二
法
令
と
な

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
('
こ
の
二
法
令
を
通
じ
て
'
原
理
的
に
は
､
相
良
氏
の
領
国
内
に
お
い
て
は
相
良
氏
の

｢買
得
安
堵
状
｣
を
伴
わ
な
い
土
地
売
買
は
な
-
な
り
'
相
良
氏
は
領
内
の
土
地
の
硯
所
有
者
を
す
べ
て
掌
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ

た
は
ず
で
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
こ
の
法
が
意
味
を
持

っ
た
限
り
に
お
い
て
､
相
良
氏
は

｢買
得
安
堵
状
｣
の
控
を
整
理
す
れ
ば
'
領
国
内
の
土
地
台
帳
を
作

成
可
能
な
体
制
に
次
第
に
近
づ

い
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
《為
続
法
》
よ
-
五
〇
年
後
に
削
完
さ
れ
た

《晴
広
法
》
の
第
二
二
条
に
は
'

相
良
氏
が
領
民
に
課
す
開
水
路
の
築
造

･
修
理
の
た
め
の
労
働
力
の
提
供
を
､
ま
た
第
二
三
条
に
は
田
地
の
段
別
に
応
じ
て
賦
課
さ
れ
る
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税
-
段
銭
の
支
払

い
を
'
そ
れ
ぞ
れ
買
地
の
場
合
は
ど
ち
ら
も

｢買
主

･
売
主
半
分
づ

つ
｣
と
定
め
て
い
る
が
､
こ
う
し
た
法
令
が
意
味

を
持

つ
た
め
に
は
､
相
良
氏
が
領
内
の
土
地
台
帳
を
持
ち
へ
土
地
売
買
の
実
態
を
把
握
し
､
そ
れ
に
基
づ
い
て
領
民
に
負
担
を
課
す
こ
と

の
で
き
る
体
制
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
へ｣

《為
続
法
》

と

《晴
広
法
》

は
共
に
壁
書
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
､
両
者
の
間
に
大
き
な
原
則
上
の
変
化
は
な
か

っ
た
は
ず
で

あ
り
､
《為
続
法
》
の
土
地
売
買
に
関
す
る
法
令
は

《晴
広
法
》
の
前
提
と
な

っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

注(ユ

勝
俣
鎮
夫
校
注

｢相
良
氏
法
度
｣
(石
井
進
他

『日
本
思
想
大
系
』
『中
世
政
治
社
会
思
想

上
』

一
九
七
二
年
'
岩
波
書
店

所
収
)
を
テ
キ

(ヮ
こ
同
書
の
陣
俣
鎮
夫
の

｢解
題
｣
に
よ
る
｡

(3
〓

九
六
五
年
'
岩
波
書
店
()

(4
)
r壁
書

･
高
札
と
室
町
幕
府
徳
政
令
-
形
式
か
ら
見
た
中
世
法
｣
｢｢史
学
雑
誌
』
百
四
I

l
九
九
五
年

l
目

(5
)
石
井
進
他

『中
世
政
治
社
会
思
想

上
コ
の

｢解
説
｣

(6
)
『中
世
の
中
に
生
ま
れ
た
近
世
コ

一
九
九

一
年
､
吉
川
弘
文
館
｡

(

7

)

｢
一
挟
契
状
三
｣
(石
井
進
他

『中
世
政
治
社
会
思
想

上
コ
所
収
)

(8
)
二
ハ
角
氏
式
目
の
所
持
立
法
｣
(『戟
国
法
成
立
史
論
｣一
一
九
七
九
年
'
東
京
大
学
出
版
会

所
収
)

(9
)
r戟
国
法
の
成
上り
一過
程
｣
｢在
地
法
と
農
民
支
配
｣
(『戦
国
社
会
史
論
コ

l
九
七
四
年
'
東
京
大
学
出
版
会

所
収
)

(10
)
r置
文
五
｣
(石
井
進
他

『中
世
政
治
社
会
思
想

上
』

所
収
)

(13
)拙
稿

｢
下
人
と
犯
罪
｣
(『下
人
論
』

一
九
八
七
年
'
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
会

所
収
)

(14
)前
注

(-
)参
照
一し
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(15
)
『織
田

･
豊
臣
政
権
』
『日
本
の
歴
史
ほ
.コ

l
九
七
五
年
､
小
学
館
｡

(捕
)菅
野
文
夫

｢本
券
と
手
継
-
中
世
前
期
に
お
け
る
土
地
証
文
の
性
格
｣
『日
本
史
研
究
｣二

l八
四
号

l.
九
八
六
年
四
月

(E;
)
｢本
券
な
し
｣
(『日
本
中
世
法
史
論
,n

一
九
七
九
年
､
東
京
大
学
出
版
会

所
収
)

(18
)前
注
(16
)参
照
｡
山
田
渉

｢中
世
的
土
地
所
有
と
中
世
的
所
有
権
｣
(『歴
史
学
研
究
』
特
別
特
集

｢東
ア
ジ
ア
世
界
の
再
編
と
民
衆
世
界
｣

九
八
三
年

所
収
)
に
お
い
て
も
同
じ
｢一

(19
)
『法
制
史
論
集

第
三
巻
上
二
初
版

一
九
四
三
年
､
山石
波
書
店

所
収
｡

(訓
二
次
号

r
cl
r買
免
｣
と
は
何
か
｣
参
照
｡

(21
)
｢武
家
家
法
四
｣

(石
井
進
他

『中
世
政
治
社
会
思
想
口
上

所
収
)

(24
)
佐
藤
進

一
他
編

『中
世
法
制
史
料
集

第

一
巻
鎌
倉
幕
府
法
』

一
九
五
五
年
'
岩
波
書
店
一)

(26
こ

｢中
世
後
期
の
作
職
売
買
に
関
す
る

l
考
察
｣
(石
井
進
編

『中
世
の
村
と
流
通
ユ

l
九
九
二
年
､
吉
川
弘
文
館

所
収
)

(27
)
｢近
世
質
地
講
戻
し
慣
行
と
百
姓
高
所
持
｣
『歴
史
学
研
究
し一
五
五
二
号

(29
二

九
七
四
年
､
角
川
書
店

七
〇
二
頁

(30
)
入
間
田
富
夫

『
百
姓
申
状
と
起
請
文
の
世
界
』

7

九
八
六
年
､
東
京
大
学
出
版
会

二
五
七
頁
｡
な
お
､
こ
の
徳
政
令
を
初
め
て
紹
介
さ
れ
た

中
村
吉
治

r戦
国
時
代
後
期
の
土

l
操
と
徳
政
必
｣
(『歴
史
学
研
究
』
二
1
.
1

1
九
三
四
年
)
で
は

｢
限
永
代
売
券
之
儀
有
之
者
｣
と
読
ん

で
い
る
｡

(3i
)相
田
二
郎

『日
本
の
古
文
書
』
初
版

l.
九
四
九
年
､
岩
波
書
店

九

二
ハ
頁
､
中
村
直
勝

『日
本
古
文
書
学

中
上
七
五

l
貫
参
照
｡

(32
)前
注

(17
)
参
照
｡

(33
)
藤
木
久
志

一｢戦
国
社
会
史
論
.IT
一
九
七
四
年
､
東
京
大
学
出
版
会

(34
)
勝
俣
鎮
夫

｢戦
国
大
名
今
川
氏
検
地
の

一
事
例
｣
｢戟
国
法
｣
(共
に
前
掲

『戟
国
法
成
立
史
論
』

所
収
)

(請
)
下
村
放

｢戟
国

･
織
豊
期
徳
政
の

l
形
態
1
土
佐
長
宗
我
部
氏
の
買
地
安
堵

･
上
表

･
徳
政
を
め
ぐ

っ
て
｣
(Jr戦
国
大
名
論
集
15

長
宗
我
部
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氏
の
研
究
lJ
li
九
八
六
年
､
吉
川
弘
文
館

所
収
)

(36
)
一
九
六
三
年
､
熊
本
県


