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冒
頭
か
ら
恐
縮
だ
が
、
じ
つ
は
わ
た
し
は
、
書
評
が
好
き
で
な
い
。

と
い
う
よ
り
も
苦
手
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
第
一
に
、
書
評
と
い
う

作
業
の
重
た
さ
に
あ
る
。
四
〇
〇
頁
か
ら
な
る
著
書
を
通
読
す
る
忍

耐
は
、
大
変
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
幾
ら
か
は
読
ん
で
い
る
と
は
い

え
、
あ
ら
た
め
て
す
べ
て
を
読
み
直
す
の
は
苦
行
で
あ
る
。
そ
の
苦

行
に
耐
え
て
で
も
、
ど
う
し
て
も
読
ん
で
み
た
い
と
思
う
か
ど
う
か
。

し
か
も
書
評
の
依
頼
は
、
著
書
の
出
版
に
合
わ
せ
て
来
る
の
が
通
常

で
、
評
者
の
都
合
を
考
慮
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
書

評
依
頼
を
断
る
こ
と
に
な
る
。
評
者
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
絶
好
の
本

の
依
頼
が
来
た
た
め
し
は
、
わ
た
し
の
場
合
ほ
と
ん
ど
な
い
。

第
二
に
、
書
評
と
い
う
作
業
の
学
術
的
な
重
た
さ
で
あ
る
。
内
輪

誉
め
を
す
る
だ
け
と
か
、
そ
れ
こ
そ
内
容
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
の
よ
う

な
紹
介
に
徹
す
る
な
ら
と
も
か
く
、「
な
に
が
し
か
の
一
言
」
を
用

意
す
る
と
い
う
の
は
シ
ン
ド
イ
こ
と
で
あ
る
。
書
評
と
は
、
著
者
に

向
か
っ
て
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
、
じ
つ
は
、
目
に
見
え
な
い
読
者

や
、
研
究
上
の
後
継
者
に
向
か
っ
て
い
う
一
種
の
遺
言
の
よ
う
な
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
り
の
人
生
、
そ
ん
な
に
何
回
も
遺
言
を
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
い
き
お
い
、
書
評
依
頼
を
絞
ら
ざ
る

を
え
な
く
な
る
。

そ
れ
や
こ
れ
や
が
重
な
っ
て
、
書
評
の
依
頼
に
つ
い
て
は
ほ
ん
と

う
に
不
義
理
を
し
て
い
る
。
本
誌
に
は
関
係
な
い
が
、
は
じ
め
に
お

詫
び
と
釈
明
を
し
て
お
き
た
い
。

〔
書

評
〕

岩
城
卓
二
著
『
近
世
畿
内
・
近
国
支
配
の
構
造
』

藪

田

貫
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一

さ
て
、
本
書
『
近
世
畿
内
・
近
国
支
配
の
構
造
』
で
あ
る
が
、
こ

の
書
評
依
頼
に
は
応
え
ざ
る
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
で

に
岩
城
に
よ
っ
て
、
拙
著
『
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
』（
清
文
堂

出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
に
対
す
る
批
評
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
（
本
誌
第
一
一
号
、
二
〇
〇
八
年
）。
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
応
え
る

と
い
う
課
題
が
、
わ
た
し
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

よ
り
積
極
的
な
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
前
述
し
た
二
番
め
の
点
に
関

わ
っ
て
、
本
書
の
書
評
を
す
る
こ
と
で
、
次
の
研
究
世
代
へ
の
ミ
オ

ツ
ク
シ
の
役
割
を
す
こ
し
で
も
で
き
れ
ば
と
願
う
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
理
由
は
わ
た
し
も
そ
ろ
そ
ろ
研
究
者
と
し
て
の
晩
年
に
差
し
掛

か
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚
、
そ
し
て
岩
城
と
わ
た
し
の
間
に
は
、
少

な
く
な
い
共
通
部
分
と
、
少
な
く
な
い
意
見
の
対
立
が
あ
る
と
認
識

す
る
か
ら
で
あ
る
。

岩
城
が
序
章
で
書
く
よ
う
に
、
彼
が
前
提
と
す
る
研
究
は
、
安
岡

重
明
に
し
ろ
、
八
木
哲
浩
に
し
ろ
、
水
本
邦
彦
・
村
田
路
人
・
熊
谷

光
子
ら
に
し
ろ
、
わ
た
し
に
し
ろ
、
す
べ
て
関
西
圏
の
研
究
者
で
あ

る
。
関
西
圏
の
研
究
者
が
近
世
の
「
関
西
圏
」
に
つ
い
て
、
一
九
六

〇
年
前
後
か
ら
積
み
上
げ
て
き
た
も
の
の
な
か
か
ら
、
本
書
の
よ
う

な
成
果
が
出
た
こ
と
を
素
直
に
喜
び
た
い
。
お
互
い
に
切
磋
琢
磨
す

る
こ
と
で
し
か
、
い
い
成
果
は
生
ま
れ
な
い
。
し
か
も
本
書
は
、
そ

の
四
〇
年
間
の
研
究
を
総
括
し
、「
新
し
い
支
配
構
造
研
究
」
を
打

ち
立
て
よ
う
と
す
る
こ
と
を
最
大
の
目
的
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
ほ
と
ん
ど
の
論
者
は
、
岩
城
に
と
っ
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
が
（
唯
一
の
例
外
が
朝
尾
直
弘
で
あ
る
）、
そ
の
こ
と
の
も
つ
爽
快

さ
は
賞
賛
に
値
す
る
。

近
年
の
近
世
史
研
究
に
は
、
ひ
と
り
や
ふ
た
り
の
研
究
者
の
提
言

を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
そ
れ
を
枕
詞
の
よ
う
に
引
用
し
な
い

と
論
文
が
書
け
な
い
か
の
よ
う
な
風
潮
が
広
が
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
本
書
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
先
行
研
究
を
俎
上
に
載
せ

て
批
判
す
る
岩
城
の
姿
勢
は
、
な
に
も
の
に
も
替
え
が
た
い
。
苦
手

な
書
評
を
あ
え
て
し
よ
う
と
す
る
理
由
は
、
そ
こ
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
岩
城
の
諸
研
究
に
対
す
る
批
判
の
立
脚
点
を
確
認

す
る
こ
と
が
、
本
書
評
に
と
っ
て
最
大
の
課
題
で
あ
る
。
岩
城
が
い

か
に
自
立
し
た
足
場
に
立
っ
て
批
評
し
、
各
論
考
を
創
造
し
て
い
る

か
、
あ
る
い
は
そ
の
場
そ
の
場
の
批
評
に
終
始
し
、
い
か
に
足
場
が

固
定
さ
れ
て
い
な
い
か
、
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
分
岐
点
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
通
常
の
書
評
の
形
態
を
取
る
こ
と
は
し
な
い
。
ズ
ラ
ズ

ラ
と
本
書
の
内
容
を
繰
り
返
す
こ
と
は
、
省
略
す
る
。
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と
は
い
え
一
挙
に
核
心
に
迫
る
前
に
、
岩
城
の
諸
研
究
へ
の
対
峙

の
仕
方
が
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
こ
と
で
本
書
に
結
実
し
て
い
る
の

か
、
を
ま
ず
見
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
場
合
、
ひ
と
つ
の
足
場
を
定

め
て
お
き
た
い
。
い
う
な
れ
ば
、
本
書
を
批
評
す
る
と
き
の
わ
た
し

の
立
場
を
示
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
わ
た
し
の
足
場
は
わ

た
し
の
好
き
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
す
で
に
岩
城
に
よ
っ
て
、

本
書
の
中
で
具
体
的
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ

た
し
の
「
支
配
国
」
論
を
批
判
す
る
と
い
う
軸
を
設
定
す
る
こ
と
で
、

岩
城
の
諸
論
考
が
書
か
れ
、
そ
れ
ら
が
本
書
の
形
で
集
約
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

岩
城
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
用
達
を
介
し
て
（
略
）「
支
配
国
」
内

の
村
々
は
領
主
制
原
理
で
も
大
坂
町
奉
行
所
支
配
を
他
律
的
に
請
け

て
い
た
」（
四
四
頁
、
以
下
す
べ
て
漢
数
字
は
頁
数
）、「
藪
田
の
立
論
か

ら
落
ち
て
し
ま
う
個
別
領
主
支
配
の
問
題
」（
四
八
）、「
大
坂
城
代
を

長
と
す
る
支
配
機
構
の
な
か
で
の
大
坂
町
奉
行
の
位
置
、
他
の
役
職

と
の
関
係
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
」（
五
八
）、「
支
配
国
論

は
、
譜
代
大
名
へ
の
目
配
り
を
欠
落
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
」（
一
〇

五
）、「
用
達
は
村
・
百
姓
の
意
向
に
強
く
規
定
さ
れ
て
い
た
。
町
奉

行
所
の
広
域
支
配
と
は
、
こ
の
よ
う
な
用
達
の
存
在
が
あ
っ
て
は
じ

め
て
展
開
で
き
た
の
で
あ
る
」（
三
三
〇
）、
な
ど
な
ど
で
あ
る
。

わ
た
し
の
支
配
国
論
（
藪
田
ａ
）
が
大
き
く
批
判
の
対
象
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
了
解
さ
れ
よ
う
。
し
か
も
わ
た
し

だ
け
で
な
く
、「
支
配
国
論
を
意
識
し
す
ぎ
た
の
か
」（
一
〇
五
）
と

い
う
一
節
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
村
田
や
熊
谷
の
研
究
も
そ
の
な
か

に
包
摂
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
わ
た
し
は
「
戦
犯
」
の
位
置
に
い

る
。し

か
し
わ
た
し
と
て
、
い
つ
も
同
じ
場
所
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

カ
タ
ツ
ム
リ
よ
ろ
し
く
、
そ
れ
な
り
に
移
動
し
て
い
る
。
そ
の
移
動

と
、
岩
城
の
研
究
展
開
を
比
べ
る
た
め
に
別
表
を
用
意
し
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
第
一
に
理
解
さ
れ
る
の
は
、
わ
た
し
の
著
書
が
年

代
順
に
論
文
を
収
め
て
い
る
の
に
対
し
、
岩
城
は
そ
れ
を
無
視
し
て
、

大
き
く
構
成
を
作
り
直
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
本
書
が
、

学
位
申
請
論
文
で
あ
る
と
い
う
条
件
も
あ
る
が
、
同
時
に
彼
な
り
の

計
算
が
あ
る
。
第
二
に
、
わ
た
し
の
「
畿
内
・
近
国
支
配
研
究
」
が

一
九
八
〇
年
か
ら
一
九
九
六
年
ま
で
の
間
、
長
い
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る

が
、
岩
城
の
諸
論
考
は
、
そ
の
空
白
期
間
に
始
ま
り
、
展
開
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
九
九
六
年
以
降
、
わ
た
し
が
「
畿
内
・
近
国
支
配
研

究
」
を
再
開
し
、
そ
こ
で
の
主
題
を
「
支
配
国
下
の
領
主
制
」
に
向

け
、
か
つ
て
の
支
配
国
論
か
ら
す
れ
ば
自
己
転
回
を
志
し
た
（
藪
田
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ｂ
）。
そ
の
結
果
、
あ
る
面
で
、
支
配
国
論
を
批
判
す
る
岩
城
と
重

な
る
部
分
が
出
て
き
た
。
そ
こ
で
岩
城
は
、
わ
た
し
へ
の
批
判
の
重

点
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
い
か
え
る
と
藪
田
ａ
に
対
す

る
岩
城
Ａ
か
ら
、
藪
田
ｂ
に
対
す
る
岩
城
Ｂ
へ
の
移
動
で
あ
る
。
本

書
に
は
そ
の
双
方
Ａ
Ｂ
を
収
め
、「
畿
内
・
近
国
支
配
の
構
造
」
と

し
て
統
合
し
よ
う
と
し
た
。

本
書
所
収
一
二
論
稿
（
序
章
・
補
論
・
結
語
を
一
論
文
と
す
る
）
の

う
ち
、
岩
城
Ａ
の
中
心
に
当
た
る
の
が
第
７
論
文
「
大
坂
町
奉
行
所

と
用
達
」（
第
二
部
第
二
章
、
一
九
九
一
・
九
二
年
）、
岩
城
Ｂ
の
中
心

に
当
た
る
の
が
第
２
論
文
「
幕
府
畿
内
・
近
国
に
お
け
る
譜
代
大
名

の
役
割
」（
第
一
部
第
二
章
、
一
九
九
八
年
）。
し
た
が
っ
て
本
書
は
成

立
年
代
を
逆
転
さ
せ
、
第
一
部
が
岩
城
Ｂ
、
第
二
部
が
岩
城
Ａ
と
い

う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
第
７
論
文
と
第
２
論
文
を
読
み
比

べ
て
み
る
と
、
藪
田
批
判
の
重
点
は
大
き
く
移
動
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

一
言
半
句
を
引
用
す
る
の
は
本
意
で
は
な
い
が
、「
用
達
を
介
し

て
「
支
配
国
」
内
の
村
々
は
領
主
制
原
理
で
も
大
坂
町
奉
行
所
支
配

を
他
律
的
に
請
け
て
い
た
」（
四
四
、
補
論
、
一
九
九
三
年
）、「
藪
田
の

立
論
か
ら
落
ち
て
し
ま
う
個
別
領
主
支
配
の
問
題
」（
四
八
、
補
論
、

一
九
九
三
年
）、「
用
達
は
村
・
百
姓
の
意
向
に
強
く
規
定
さ
れ
て
い

別表 岩城著書（２００６）と藪田著書（２００５）の比較

藪田の発表年次発表年次著書の構成

畿内所領構成の特質１９７６２００３序章
「摂河支配国」論１９８０１９９３補論
（以上藪田ａ）２００２１ 在坂役人と大坂町人社会

１９９８２ 幕府畿内・近国支配における譜代大名の役割
支配国・領主制と地域社会１９９７新稿３ 町奉行所広域支配と尼崎藩
領主制下の地域社会１９９６２００３４ 明和六年尼崎藩領上知考

「館入与力」について１９９６２００２５ 幕末期における尼崎藩の軍事的役割
兵と農のあいだ１９９９（以上第一部）

「武士の町」大坂１９９８２００５６ 畿内・近国の河川支配
大坂町奉行与力内山彦次郎の生涯１９９９１９９１・１９９２７ 大坂町奉行所と用達
大坂町奉行の世界２００１２０００８ 一橋家領の用達
大坂代官の世界２００２２０００９ 訴願と用達・郷宿
交差する年中行事 新稿（以上第二部）

（以上藪田ｂ）新稿１０結語

注：岩城の著書は一部・二部と構成しているが、通番にした。藪田の論稿は第二部のみで、すべてでは
ない。
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た
。
町
奉
行
所
の
広
域
支
配
と
は
、
こ
の
よ
う
な
用
達
の
存
在
が

あ
っ
て
は
じ
め
て
展
開
で
き
た
の
で
あ
る
」（
三
三
〇
、
第
７
論
文
、

一
九
九
一
・
九
二
年
）
を
ま
と
め
て
第
一
グ
ル
ー
プ
（
Ａ
）
と
す
る
と
、

「
支
配
国
論
は
、
譜
代
大
名
へ
の
目
配
り
を
欠
落
さ
せ
る
こ
と
に
な

り
」（
一
〇
五
、
第
２
論
文
、
一
九
九
八
年
）
に
示
さ
れ
る
第
二
グ
ル
ー

プ
（
Ｂ
）
が
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
大
坂
城
代
を
長
と
す
る
支
配

機
構
の
な
か
で
の
大
坂
町
奉
行
の
位
置
、
他
の
役
職
と
の
関
係
な
ど

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
」（
五
八
、
第
１
論
文
、
二
〇
〇
二
年
）
と

い
う
第
三
グ
ル
ー
プ
（
Ｃ
）
へ
と
、
移
動
に
移
動
を
重
ね
て
い
る
。

こ
の
事
実
は
、
か
り
に
わ
た
し
と
い
う
批
判
対
象
を
抜
き
に
し
て

も
、
岩
城
が
ど
う
し
て
Ａ
か
ら
Ｂ
、
さ
ら
に
Ｃ
に
足
場
を
移
動
さ
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
が
説
明
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し

岩
城
は
そ
れ
を
し
な
い
で
、
藪
田
批
判
で
連
続
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
論
述
す
る
。
こ
れ
は
一
種
の
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。

二

岩
城
卓
二
の
論
文
の
魅
力
は
、
課
題
提
示
の
明
瞭
さ
、
新
史
料
の

発
掘
な
い
し
再
発
掘
、
そ
し
て
丁
寧
な
分
析
に
あ
る
。
ど
の
論
文
を

と
っ
て
も
、
そ
の
魅
力
に
溢
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
個
々
の

論
文
と
い
う
限
り
で
の
話
で
、
著
書
と
な
る
と
話
が
違
う
。
こ
こ
で

の
わ
た
し
の
責
務
は
、
著
書
と
し
て
の
批
評
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る

と
、
前
述
し
た
よ
う
に
本
書
に
は
論
点
の
移
動
が
少
な
く
と
も
三
回

見
ら
れ
る
。

第
二
部
の
論
考
、
と
く
に
第
７
、
第
８
、
第
９
論
文
は
、
村
・
百

姓
と
領
主
支
配
の
間
に
金
銭
を
媒
介
に
し
て
立
つ
用
達
町
人
を
主
題

と
し
て
い
る
。
そ
の
出
発
点
は
「
用
達
触
」
の
発
見
と
位
置
づ
け
に

あ
る
が
、
そ
の
意
味
合
い
は
補
論
（
一
九
九
三
年
）
が
物
語
る
。

補
論
は
拙
著
『
国
訴
と
百
姓
一
揆
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九

二
年
）
に
寄
せ
た
書
評
で
あ
る
が
、「
こ
う
し
た
地
域
性
原
理
の
大
坂

町
奉
行
所
触
は
近
世
を
通
じ
て
存
在
し
た
が
、
中
後
期
に
な
る
と
新

し
い
触
の
形
態
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
用
達
触
で
あ

る
」（
四
四
）
と
書
き
、「
通
達
方
法
は
領
分
単
位
、
す
な
わ
ち
領
主

制
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
点
が
既
存
の
町
奉
行
所
触
と
の
違
い
で
あ

る
」
と
位
置
づ
け
る
。
用
達
に
関
す
る
実
証
研
究
を
重
ね
な
が
ら

（
第
７
論
文
、
第
二
部
第
二
章
）、
そ
こ
に
依
拠
し
て
の
批
判
が
補
論
で

あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
重
点
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
用
達
触
や
用
達

の
存
在
を
「
領
主
の
用
達
こ
そ
が
本
質
と
い
う
傾
聴
す
べ
き
批
判
を

う
け
な
が
ら
も
、
村
・
百
姓
の
用
達
と
い
う
位
置
づ
け
に
こ
だ
わ
り

続
け
た
」
と
い
う
評
価
に
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
領
主
と
村
の
間
の
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中
間
支
配
機
構
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
「
村
・
百
姓
の
地
域
社
会

運
営
能
力
」（
三
三
六
）、「
畿
内
・
近
国
民
衆
の
政
治
力
の
獲
得
」

（
四
九
）
を
み
よ
う
と
す
る
視
点
で
あ
る
（
→
結
語
の
３
民
衆
の
政
治

力
に
相
当
す
る
論
点
）。

と
こ
ろ
が
第
２
論
文
（
第
一
部
第
二
章
）「
幕
府
畿
内
・
近
国
に
お

け
る
譜
代
大
名
の
役
割
」（
一
九
九
八
年
）
以
降
、
こ
う
い
っ
た
観
点

は
一
掃
さ
れ
、
中
間
支
配
機
構
と
い
う
表
現
も
、「
村
・
百
姓
の
地

域
社
会
運
営
能
力
」
と
い
う
視
点
も
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
く
な
る
。
わ
ず

か
に
第
４
論
文
で
、「
西
摂
津
海
岸
村
々
も
上
知
を
受
け
入
れ
る
利

点
を
確
保
す
る
運
動
を
続
け
て
い
た
」（
二
二
九
）
と
書
く
と
こ
ろ
に

痕
跡
を
認
め
る
程
度
で
あ
る
。

し
か
し
別
の
箇
所
で
は
、
明
和
七
年
の
上
知
は
「
軍
事
拠
点
と
し

て
の
大
坂
よ
り
も
、
経
済
拠
点
と
し
て
の
大
坂
を
重
視
す
る
立
場
か

ら
断
行
さ
れ
た
点
に
こ
そ
、
明
和
上
知
の
重
大
な
意
味
が
あ
る
」

（
二
五
五
）
と
書
き
、
こ
こ
に
は
村
も
百
姓
も
な
い
。
論
理
の
次
元
が
、

知
ら
ぬ
間
に
移
動
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
明
白
で
あ
る
。「
非
領
国
論
は
経
済
的
側
面
に
力
点

を
置
い
た
た
め
、
政
治
的
側
面
か
ら
の
説
明
を
欠
い
て
い
る
」（
一
〇

四
）、「
支
配
国
論
は
、
譜
代
大
名
へ
の
目
配
り
を
欠
落
さ
せ
る
こ
と

に
な
り
」（
一
〇
五
）
と
し
、
み
ず
か
ら
の
課
題
を
「
譜
代
大
名
の
軍

事
的
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
」（
一
〇
六
）
こ
と
に
転
換
し
た
か
ら
で

あ
る
。「
畿
内
・
近
国
支
配
の
研
究
」
を
経
済
か
ら
、
政
治
、
そ
し
て

さ
ら
に
軍
事
へ
と
、
岩
城
は
転
換
す
る
こ
と
で
進
化
し
た
の
で
あ
る

（
→
結
語
の
１
幕
府
支
配
に
お
け
る
畿
内
・
近
国
に
相
当
）。
実
際
、
こ

の
移
動
は
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
の
間
に
行
な
わ
れ
、
第
一

部
に
は
経
済
を
扱
っ
た
第
三
章
、
政
治
を
扱
っ
た
第
四
章
、
そ
し
て

軍
事
を
扱
っ
た
第
二
・
第
五
章
が
、
同
じ
尼
崎
藩
を
素
材
に
書
か
れ

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
を
あ
わ
せ
て
「
畿
内
・
近
国
支

配
」
に
お
け
る
譜
代
大
名
の
経
済
・
政
治
・
軍
事
と
し
て
総
括
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
→
結
語
の
２
幕
府
畿
内
・
近
国
支
配
に
お
け
る
尼
崎

藩
に
相
当
）。
と
こ
ろ
が
、
全
体
の
基
調
は
、
明
和
上
知
を
境
に
、
経

済
か
ら
軍
事
へ
の
転
換
を
指
摘
す
る
方
に
力
点
が
あ
る
。

し
か
し
、
は
た
し
て
軍
事
と
経
済
は
対
立
す
る
概
念
か
。
政
治
に

軍
事
は
入
っ
て
い
な
い
の
か
。
軍
事
と
「
村
・
百
姓
の
政
治
力
」
は

ど
う
い
う
回
路
を
経
て
つ
な
が
る
も
の
か
。
こ
う
い
っ
た
「
そ
も
そ

も
」
の
議
論
に
、
本
書
は
い
っ
さ
い
応
え
て
い
な
い
。
言
い
換
え
る

な
ら
近
世
の
軍
事
、
政
治
、
経
済
、
行
政
と
は
な
に
か
を
彼
が
語
る

べ
き
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
代
わ
り
に
、
世
間
の
一
般
的
な

認
識
─
そ
れ
に
し
て
も
軍
事
経
済
と
い
う
用
語
も
、
政
治
経
済
と
い

う
用
語
も
あ
る
が
─
に
依
拠
し
な
が
ら
、「
地
域
編
成
原
理
の
転
換
」
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（
二
五
五
）
と
い
う
表
現
で
回
答
し
よ
う
と
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
「
畿
内
・
近
国
支
配
の
研
究
」
が
、
時
期
区
分
を
欠

い
て
い
た
と
い
う
主
張
も
、
本
書
を
特
徴
づ
け
る
論
点
で
あ
る
。
大

和
川
の
付
け
替
え
を
論
じ
て
は
、
大
坂
城
防
御
に
対
す
る
軍
事
的
緊

張
が
緩
ん
だ
と
し
て
元
禄
期
を
（
第
二
部
第
一
章
）、
村
田
路
人
の
研

究
を
引
用
し
て
は
享
保
期
を
（
序
章
）、
上
知
に
関
わ
っ
て
は
明
和
期

を
（
第
一
部
第
三
・
四
章
）、
そ
し
て
海
防
に
関
し
て
は
嘉
永
七
年

（
第
一
部
第
五
章
）
と
矢
継
ぎ
早
に
、
画
期
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は

今
後
の
研
究
へ
の
手
が
か
り
と
し
て
貴
重
な
指
摘
だ
が
、
区
分
す
る

契
機
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
。

い
み
じ
く
も
明
和
上
知
の
直
前
に
、
藩
主
家
引
き
留
め
嘆
願
運
動

を
位
置
づ
け
た
第
一
部
第
四
章
で
は
、
明
和
三
、
四
年
か
ら
六
年
の

間
に
状
況
の
転
換
が
あ
っ
た
と
し
て
、
明
和
上
知
と
い
う
「
大
状

況
」
の
前
提
に
「
小
状
況
」
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は

「
大
坂
優
先
主
義
的
な
河
川
支
配
」
と
い
う
「
大
状
況
」
の
前
に
、
川

違
い
賛
成
派
と
反
対
派
の
訴
訟
合
戦
と
い
う
「
小
状
況
」
が
あ
っ
た

こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
岩
城
ら
し
い
着
眼
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら

「
小
状
況
」
が
、「
大
状
況
」
に
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
か
と
い
う
問
題

は
、
幕
府
の
全
国
統
治
と
地
域
支
配
に
関
す
る
重
要
な
論
点
で
あ
る

が
、
叙
述
は
「
大
状
況
」
で
流
さ
れ
、「
小
状
況
」
は
無
視
さ
れ
る
。

あ
ま
り
に
も
惜
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

岩
城
の
研
究
が
も
っ
て
い
た
ミ
ク
ロ
分
析
の
豊
か
さ
が
、
第
一
部

に
は
い
る
と
、「
畿
内
・
近
国
支
配
の
統
合
的
支
配
」
と
い
う
よ
う

な
大
仰
な
表
現
に
引
っ
張
ら
れ
、
ど
ん
ど
ん
地
上
か
ら
離
れ
、
マ
ク

ロ
優
先
に
な
っ
て
行
っ
た
よ
う
に
思
う
の
は
わ
た
し
だ
け
で
あ
ろ
う

か
。
第
二
部
か
ら
第
一
部
、
先
の
表
現
で
言
え
ば
、
岩
城
Ａ
か
ら
岩

城
Ｂ
へ
の
移
動
に
は
、
平
面
的
な
移
動
だ
け
で
な
く
、
地
上
か
ら
離

れ
て
し
ま
う
と
い
う
垂
直
的
な
移
動
も
あ
る
と
思
う
。
な
ぜ
、
そ
う

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

三

こ
の
遊
離
の
最
た
る
も
の
が
、
第
１
論
文
「
在
坂
役
人
と
大
坂
町

人
社
会
」
で
あ
る
。
本
書
の
一
章
と
し
て
で
は
な
く
、
単
独
の
論
文

と
し
て
読
ん
だ
と
き
、
こ
の
論
文
も
岩
城
の
特
徴
を
よ
く
示
す
好
論

で
あ
る
。
と
く
に
大
坂
城
内
の
城
代
・
大
御
番
頭
・
大
御
番
衆
・
加

番
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
光
が
当
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
諸
職
の
実
態

を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
と
町
人
社
会
の
関
係
を
論
じ
た
点
で
出
色
の

論
文
で
あ
る
。
塚
田
の
蔵
屋
敷
論
（『
近
世
の
都
市
社
会
史
』
一
九
九

六
年
）
が
提
示
し
た
関
係
を
、
中
枢
の
大
坂
城
か
ら
示
し
た
の
で
あ

る
。
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し
か
し
、
で
あ
る
。
こ
の
論
文
と
、
第
一
部
の
第
二
章
か
ら
五
章

に
収
め
ら
れ
た
尼
崎
藩
に
関
す
る
分
析
と
は
ど
う
関
係
し
て
い
る
と

い
う
の
か
。
第
二
章
に
は
、
尼
崎
藩
と
岸
和
田
藩
の
参
勤
の
組
み
合

わ
せ
と
城
代
へ
の
報
告
と
い
う
形
で
、
尼
崎
藩
→
城
代
の
経
路
が
書

か
れ
て
い
る
が
、
第
一
章
に
城
代
→
尼
崎
藩
へ
の
経
路
が
辿
れ
る
か
。

そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
で
の
主
題
は
「
軍
事
と
い
う
幕
藩
権
力
の
根

幹
に
関
わ
る
問
題
を
処
理
」（
九
四
）
す
る
こ
と
と
、「
町
・
町
人
の

役
割
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
支
配
機
構
論
の
構
築
」（
五
八
）
で
あ
る
。

な
ら
ば
広
域
支
配
を
他
律
的
に
請
け
負
う
用
達
・
郷
宿
と
比
較
す

る
か
と
い
え
ば
、
そ
の
道
は
す
で
に
、
こ
の
論
文
を
第
一
部
に
入
れ

た
こ
と
で
絶
た
れ
て
い
る
。
率
直
に
言
え
ば
、
こ
の
論
文
は
、
岩
城

の
つ
ぎ
の
研
究
段
階
へ
の
出
発
点
と
す
べ
き
も
の
で
、
本
書
の
冒
頭

に
来
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
と
思
う
。
竜
頭
蛇
尾
と
ま

で
は
い
わ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
木
で
竹
を
継
ぐ
よ
う
な
印
象
を
拭

え
な
い
。

む
し
ろ
必
要
な
の
は
、
第
一
章
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
大
御
番

衆
に
な
っ
た
旗
本
鈴
木
家
の
領
地
摂
津
高
浜
村
の
西
田
家
と
高
浜
村

の
百
姓
た
ち
、
加
番
や
大
御
番
頭
に
な
る
小
堀
氏
と
泉
州
中
庄
村
新

川
家
の
動
向
の
よ
う
に
、
譜
代
大
名
に
限
定
し
な
い
方
向
で
の
独
立

し
た
展
開
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
岸
和
田
藩
も
、
そ
の
候
補
で
あ

る
。
そ
う
考
え
る
と
「
軍
事
と
い
う
幕
藩
権
力
の
根
幹
に
関
わ
る
問

題
を
処
理
」（
九
四
）
す
る
方
向
と
、「
町
・
町
人
の
役
割
ま
で
を
視

野
に
入
れ
た
支
配
機
構
論
の
構
築
」（
五
八
）
の
方
向
で
論
述
の
方
向

性
が
異
な
る
。
ど
ち
ら
に
岩
城
の
関
心
が
あ
る
か
は
、「
軍
事
拠
点

と
し
て
の
大
坂
を
さ
さ
え
る
仕
組
み
が
形
成
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
関

わ
る
こ
と
を
欲
す
る
町
人
層
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
畿

内
・
近
国
論
で
は
射
程
に
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
」（
九
五
）
と
の
一
文

が
物
語
る
。
な
ぜ
前
者
の
方
向
で
、
興
味
深
い
論
点
で
あ
る
武
家
奉

公
人
論
を
入
れ
な
が
ら
、
旗
本
領
や
外
様
大
名
領
を
組
み
入
れ
な

か
っ
た
の
か
。
し
か
も
、
京
都
所
司
代
を
中
心
と
し
た
類
似
の
構
造

と
そ
の
研
究
に
つ
い
て
も
、
目
配
り
を
欠
い
て
い
な
い
。
そ
の
方
向

に
向
か
え
ば
、
大
坂
を
軸
と
し
た
編
成
と
京
都
を
軸
と
し
た
編
成
が

比
較
対
照
す
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
に
。

ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
第
一
章
は
、「
町
・
町
人
の
役
割
ま
で
を
視

野
に
入
れ
た
支
配
機
構
論
の
構
築
」
に
流
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、

「
軍
事
と
い
う
幕
藩
権
力
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
を
処
理
」
す
る
と

い
う
論
調
と
不
協
和
音
を
奏
で
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
塚
田
孝
の
蔵

屋
敷
論
に
引
っ
張
ら
れ
た
岩
城
が
い
る
。
同
様
に
、「
畿
内
・
近
国

の
統
合
的
支
配
」
で
は
、
横
田
冬
彦
に
引
っ
張
ら
れ
て
い
る
。
わ
た

し
は
も
ち
ろ
ん
、
村
田
や
熊
谷
・
水
本
の
研
究
に
も
冷
静
な
岩
城
に
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し
て
は
、「
脇
が
甘
い
」
と
思
う
。
も
っ
と
自
立
し
た
視
点
を
堅
持

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
岩
城
Ａ
か
ら
岩
城
Ｂ
、
そ
し
て
岩
城
Ｃ
に
至
る

過
程
で
、
著
者
の
足
場
は
な
に
か
に
引
っ
張
ら
れ
て
移
動
し
て
い
る
。

移
動
し
て
い
る
こ
と
の
意
識
が
ど
こ
ま
で
あ
る
か
？

そ
れ
は
唯
一
、

朝
尾
直
弘
が
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う

問
い
と
も
関
わ
る
。

こ
だ
わ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
第
一
論
文
「
在
坂
役
人
と
大
坂
町
人

社
会
」
は
、
本
書
の
な
か
で
も
っ
と
も
異
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
論
理

構
成
上
の
こ
と
で
も
あ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
史
料
上
の
こ
と
が
あ
る
。

岩
城
の
研
究
の
信
条
は
、
み
ず
か
ら
発
掘
し
た
史
料
、
た
と
え
ば

藩
主
家
引
き
留
め
運
動
の
史
料
や
、
儒
者
服
部
清
三
郎
の
書
状
、
あ

る
い
は
『
大
坂
便
用
録
』
の
よ
う
に
周
知
の
史
料
に
新
た
に
光
を
当

て
た
も
の
な
ど
、
そ
の
秀
逸
な
史
料
調
査
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
第
一

章
だ
け
が
違
う
。
こ
こ
で
は
論
説
の
半
分
を
、
大
阪
城
天
守
閣
が
企

画
す
る
「
江
戸
時
代
大
坂
城
史
料
集
」
に
依
拠
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、

他
人
の
ふ
ん
ど
し
で
相
撲
を
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
公
開
さ

れ
た
史
料
で
あ
る
限
り
、
編
者
を
含
め
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
新
し
い
研
究

が
出
る
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
こ
で
は
岩
城
と
異
な
っ
た
観
点
で

「
在
坂
役
人
と
大
坂
町
人
社
会
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
確
実
に
交
わ

さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
端
緒
と
な
る
論
文
が
、
本
書
の
冒
頭
に
据
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
が
こ
だ
わ
る
所
以
で
あ
る
。

翻
っ
て
考
え
て
み
た
と
き
、
な
ぜ
大
坂
城
が
こ
れ
ま
で
の
「
畿

内
・
近
国
支
配
の
研
究
」
で
落
ち
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
軍

事
を
考
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

わ
た
し
は
違
う
と
思
う
。「
豊
臣
の
大
坂
城
」
に
気
を
取
ら
れ
す

ぎ
た
こ
と
で
、「
江
戸
の
大
坂
城
」
を
忘
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
誰
も
、
そ
の
史
料
を
調
査
し
な
か
っ
た
。
大
阪
市
史
編
纂

所
が
出
す
「
大
阪
市
史
史
料
」
に
城
代
公
用
人
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
出

て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
大
坂
城
に
一
気
に
切
り
込
ん
だ
人

は
い
な
い
。「
江
戸
時
代
大
坂
城
史
料
集
」
と
で
は
、
迫
力
が
違
い

す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ど機

迫
力
を
、「
江
戸
時
代
大
坂
城
史
料
集
」

と
い
う
企
画
が
与
え
た
。
そ
の
意
味
で
、
い
ま
も
出
続
け
る
こ
の
史

料
集
は
、「
畿
内
・
近
国
支
配
の
研
究
」
の
可
能
性
を
一
気
に
押
し

上
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
嵩
上
げ
さ
れ
た
地
盤
の
上
で
、
今
後
、
陸

続
と
新
し
い
研
究
が
出
る
こ
と
を
確
信
す
る
。
そ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン

グ
な
場
面
に
、
岩
城
に
は
、
こ
の
第
一
章
を
引
っ
さ
げ
て
参
入
し
て

も
ら
い
た
い
。
だ
か
ら
つ
ぎ
の
闘
い
の
た
め
に
（
相
手
が
わ
た
し
と

は
限
ら
な
い
）
に
取
っ
て
お
い
て
ほ
し
か
っ
た
、
と
わ
た
し
は
思
う
。

史
料
に
か
か
わ
っ
て
岩
城
は
序
章
で
、「
主
に
は
村
に
残
さ
れ
た

史
料
を
用
い
て
き
た
こ
と
に
も
あ
る
」（
二
六
）
と
、
史
料
が
研
究
者
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の
視
線
を
制
約
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
っ
た
く
の
同
感
で
あ
る
。

な
ら
ば
岩
城
は
、
そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
克
服
し
よ
う
と
し
た
の

か
？

四

第
一
部
所
収
論
文
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
成
立
年
代
の
早
い
第
二
章

と
、
そ
の
後
の
三
、
四
、
五
章
が
尼
崎
藩
に
集
中
し
て
い
る
の
は
特

別
の
事
情
が
あ
る
。
岩
城
が
、
故
八
木
哲
浩
ら
の
『
尼
崎
市
史
』
の

跡
を
受
け
て
、「
新
修
尼
崎
市
史
」
に
参
画
し
た
か
ら
で
あ
る
。
尼

崎
市
を
扱
う
こ
と
は
、
支
配
国
の
中
の
譜
代
大
名
を
扱
う
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
服
部
清
三
郎
の
よ
う
な
「
村
に
残
さ
れ

た
史
料
」
で
は
な
い
も
の
に
出
会
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、

隠
れ
た
条
件
と
し
て
市
史
の
編
纂
が
あ
る
。
そ
れ
は
わ
た
し
が
代
官

塩
野
清
右
衛
門
に
、「
羽
曳
野
市
史
」
の
編
纂
を
通
じ
て
出
会
っ
た

と
い
う
の
と
共
通
し
て
い
る
。
多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ
う
い
う
事
情

は
近
世
史
、
と
く
に
地
域
史
に
普
遍
的
で
、「
新
修
狭
山
市
史
」
か
ら

は
狭
山
藩
に
、「
新
修
豊
中
市
史
」
か
ら
は
麻
田
藩
に
、
そ
し
て
「
新

修
泉
佐
野
市
史
」
か
ら
は
小
室
藩
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

道
が
開
か
れ
、「
村
に
残
さ
れ
た
史
料
」
で
は
な
い
史
料
に
出
会
う

チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。

お
そ
ら
く
そ
の
成
果
は
こ
の
の
ち
、
目
に
見
え
る
形
で
登
場
す
る

だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
お
お
い
に
期
待
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に

限
界
も
感
じ
る
。
近
世
の
大
坂
城
が
、「
新
修
大
阪
市
史
」
で
十
分

に
掬
い
取
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
自
治
体
史

に
は
、
可
能
性
と
同
時
に
限
界
が
あ
る
。「
江
戸
時
代
大
坂
城
史
料

集
」
は
、
大
阪
城
で
し
か
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
大
阪
城
天
守

閣
の
自
己
批
判
と
自
己
転
回
の
賜
物
で
あ
る
。
岡
本
良
一
か
ら
内
田

九
州
男
を
へ
て
、
北
川
央
と
宮
本
祐
次
の
代
に
な
っ
て
や
っ
と
そ
の

位
置
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
噛
み
締
め
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

わ
た
し
も
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
自
己
批
判
と
自
己
転
回
を
し
た
。

そ
の
途
上
で
立
て
た
の
が
、「
武
士
の
町
大
坂
」
と
い
う
問
い
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
問
い
を
確
か
め
る
た
め
に
わ
た
し
も
、「
村
に

残
さ
れ
た
史
料
」
で
は
な
い
も
の
に
向
か
っ
た
。
自
治
体
史
の
制
約

を
、
は
じ
め
て
超
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
弾
は
大
坂
町
奉
行
新

見
正
路
の
日
記
、
第
二
弾
が
大
坂
代
官
竹
垣
直
道
の
日
記
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
竹
垣
日
記
は
、
じ
つ
は
八
木
哲
浩
が
す
で
に
『
尼
崎
市

史
』
で
着
目
し
て
お
り
、
同
氏
の
了
解
を
得
て
、
羽
曳
野
市
史
編
纂

の
過
程
で
マ
イ
ク
ロ
を
撮
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
「
羽
曳
野

市
史
」
の
範
囲
を
超
え
て
お
り
、
断
念
、
そ
の
終
了
後
に
大
学
院
の
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授
業
で
ほ
そ
ぼ
そ
と
読
み
始
め
た
の
で
あ
る
。
一
〇
年
以
上
た
っ
て
、

『
大
坂
代
官
竹
垣
直
道
日
記
』
と
し
て
公
刊
し
た
（
関
西
大
学
な
に

わ
・
大
阪
文
化
遺
産
学
研
究
セ
ン
タ
ー
発
行
）
が
、
現
在
、
第
三
冊
ま

で
公
刊
さ
れ
、
来
年
春
に
は
第
四
冊
が
出
て
完
結
す
る
。
岩
城
が
第

二
部
の
第
一
章
で
扱
う
築
留
堤
防
は
、
堤
奉
行
で
も
あ
る
竹
垣
の
日

記
に
頻
出
す
る
。
こ
こ
か
ら
も
今
後
、
新
し
い
研
究
が
で
る
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、
わ
た
し
の
自
己
転
回
は
、
武
士
、
と
く
に
町
奉

行
・
代
官
と
い
っ
た
町
方
武
家
諸
職
の
史
料
調
査
と
編
纂
を
と
も

な
っ
て
い
る
。
大
阪
城
天
守
閣
の
メ
ン
バ
ー
が
自
己
転
回
を
通
じ
て
、

加
番
・
大
御
番
・
定
番
・
城
代
な
ど
の
城
方
諸
職
の
史
料
調
査
に
向

か
っ
た
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
岩
城
の
Ａ
か
ら
Ｂ
、

そ
し
て
Ｃ
へ
の
足
場
の
移
動
に
は
、
な
に
が
と
も
な
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
？

優
れ
た
研
究
者
で
あ
り
、
今
後
、
確
実
に
、
村
田
路
人
と
と
も
に

「
畿
内
・
近
国
支
配
の
研
究
」
の
中
心
的
担
い
手
と
な
る
岩
城
だ
け

に
、
あ
え
て
そ
の
問
い
を
書
き
記
し
て
お
き
た
い
。

＊
文
中
、
敬
称
は
い
っ
さ
い
省
略
し
て
い
る
こ
と
を
付
記
す
る
。

岩
城
卓
二
著
『
近
世
畿
内
・
近
国
支
配
の
構
造
』（
柏
書
房
、
二
○
○
六

年
六
月
刊
、
Ａ
５
判
、
四
一
九
頁
、
本
体
価
格
六
、
八
○
○
円
）

（
や
ぶ
た

ゆ
た
か
・
関
西
大
学
文
学
部
教
授
）


