
力
と
一
向
一
揆
・
寺
内
町
等
都
市
に
つ
い
て
、
こ

れ
を
一
体
化
し
て
論
じ
て
い
る
。
本
願
寺
・
一
向

一
揆
・
寺
内
町
と
守
護
権
力
が
共
通
の
土
台
に
立

ち
、
「
大
坂
並
」
体
制
が
、
惣
國
一
揆
的
な
地
域
を

形
成
で
き
な
い
権
力
構
造
の
中
で
生
ま
れ
た
と
す

る
(
第
一
・
二
・
三
章
)
。
確
か
に
河
内
と
言
う
地

域
で
見
た
場
合
、
文
明
九
年
が
一
つ
の
画
期
と

な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
畠
山
氏
権

力
を
考
え
る
上
で
は
、
分
国
紀
伊
な
ど
の
地
域
を

含
め
て
の
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
著
者

の
提
示
し
た
「
大
坂
並
」
体
制
の
図
式
は
従
来
の

本
願
寺
・
寺
内
町
研
究
の
死
角
を
突
く
も
の
で
あ

り
、
今
後
、
建
設
的
な
論
争
が
期
待
さ
れ
る
。

第
三
部
は
、
京
都
近
郊
の
村
落
と
、
土
倉
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
。
天
文
法
華
一
揆
後
の
京
都
松

崎
を
例
に
し
た
、
一
揆
に
参
加
し
た
百
姓
の
違
住

交
渉
で
は
、
法
的
な
許
可
と
、
当
事
者
間
で
の
詫

び
銭
の
支
払
い
が
必
要
で
あ
っ
た
と
す
る
　
(
第
三

章
)
。
機
内
天
文
一
向
一
揆
後
の
河
内
で
の
還
住

交
渉
で
も
、
上
級
権
力
間
で
和
睦
が
成
立
し
て
も
、

在
地
で
は
当
事
者
間
の
交
渉
が
必
要
で
、
こ
れ
に

は
時
間
と
銭
が
か
か
っ
て
い
る
　
(
第
二
部
第
三

章
)
。
一
揆
の
後
日
談
と
も
言
え
る
還
住
交
渉
で

は
、
従
来
看
過
さ
れ
て
い
た
興
味
深
い
事
実
が
明

・
り
小
に
さ
れ
た
。

今
谷
明
氏
が
膨
大
な
古
文
絆
を
琅
大
公
約
数
的

に
処
理
し
た
の
に
対
し
て
、
著
者
は
古
文
綽
一
点

一
点
を
丁
寧
に
分
析
し
て
立
論
し
て
い
る
。
そ
の

結
果
、
戦
国
期
の
守
護
椎
力
が
、
幕
府
柁
力
に
依

拠
し
た
守
詭
公
柏
力
を
継
承
し
た
ば
か
り
か
、
戦

国
期
に
広
範
に
生
ま
れ
る
侍
層
を
拡
盤
と
す
る
地

域
権
力
を
甜
成
し
た
こ
と
を
論
証
し
た
。
著
者
が

河
内
で
示
し
た
こ
の
モ
デ
ル
は
、
践
内
の
戟
同
期

権
力
を
検
討
す
る
上
で
避
け
て
通
れ
な
い
ば
か
り

か
、
戦
国
期
の
幕
府
・
守
護
体
制
を
検
討
す
る
上

で
も
、
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

本
書
は
比
較
的
入
手
囚
雉
な
雑
誌
等
に
掲
載
さ

れ
た
論
文
を
中
核
と
し
て
、
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
大
変
婁

ば
し
い
限
り
で
あ
る
。
た
だ
、
現
在
の
研
究
水
準

と
の
関
係
も
あ
っ
て
、
著
者
の
初
期
の
論
文
の
中

で
、
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
存
在
す
る
。
そ

の
た
め
、
畠
山
氏
の
在
京
奉
行
人
に
関
す
る
研
究

が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
い
さ
さ
か
残
念
で

あ
る
。
し
か
し
、
第
一
部
・
第
二
部
を
通
し
て
、

従
来
、
細
川
二
二
好
氏
の
従
属
的
立
場
で
し
か
捉

え
ら
れ
な
か
っ
た
畠
山
氏
権
力
が
、
独
自
の
地
域

支
配
を
設
定
し
、
「
国
法
」
を
発
布
し
て
い
た
こ

と
は
、
畠
山
氏
の
み
な
ら
ず
、
戦
国
期
の
幾
内
権

力
を
考
え
る
上
で
、
大
き
な
収
樺
で
あ
っ
た
。
本

晋
は
、
畠
山
氏
に
限
ら
ず
、
戦
国
期
の
守
護
柏
力

2

の
在
り
方
を
間
い
正
す
、
一
冊
と
甘
え
よ
う
。

(
ゆ
み
く
ら
・
ひ
ろ
と
し
　
和
歌
山
県
立
向
陽
拓
等
学

校
教
諭
)

(
A
5
判
、
三
九
〇
ペ
ー
ジ
、
九
二
四
〇
円
、
活
文
坐

出
版
、
二
〇
〇
三
・
四
刊
)

森
下
　
徹
著

r
近
世
瀬
戸
内
海
地
域
の
労
働
社
会
J

中
　
山
　
富
　
広

本
書
は
前
著
「
日
本
近
世
雇
用
労
働
史
の
研
究
」

(
東
京
大
学
山
版
会
、
一
九
九
五
年
)
　
に
続
い
て
、

著
者
が
放
つ
近
世
労
働
史
研
究
の
第
二
弾
で
あ

る
。
周
知
の
よ
う
に
、
著
者
の
労
働
史
研
究
は
近

世
社
会
の
固
有
性
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
り
、
近

代
貸
労
働
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
武
家

奉
公
人
の
多
く
を
士
分
で
は
な
く
「
日
用
」
層
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
そ
の
意
義
が
あ
る
。
ま
ず

本
書
の
概
要
を
紹
介
し
よ
う
。

第
一
編
は
萩
藩
の
足
軽
以
下
の
直
属
奉
公
人
を

考
察
し
た
武
家
奉
公
人
論
で
あ
る
。

tosho-seibi-repo
長方形
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第
一
章
「
武
家
奉
公
人
の
身
分
意
識
」
で
は
、

特
定
の
家
筋
か
ら
供
給
さ
れ
る
直
属
奉
公
人
が
身

分
序
列
に
固
執
し
た
意
識
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の

よ
う
な
彼
ら
の
身
分
意
識
が
彼
ら
自
身
の
労
働

(
対
価
の
獲
得
を
目
的
に
せ
ず
)
　
を
固
定
・
非
適

応
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
そ
の
こ
と
が
効
率

よ
く
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
使
用
し
ょ
う
と
し
た
藩

庁
と
の
対
立
を
生
み
、
や
が
て
彼
ら
の
労
働
観
は

否
定
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。第

二
章
「
萩
藩
庁
の
手
子
と
中
間
」
は
、
藩
庁

の
諸
役
所
の
末
端
で
実
務
を
担
う
手
子
が
中
間
に

よ
っ
て
占
拠
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
中
間
の
な
か
に

・
は
手
子
を
長
期
間
勤
め
て
蓄
財
し
株
を
集
積
す
る

一
揺
り
の
中
間
と
、
「
役
」
を
肩
代
わ
り
す
る
多

数
の
中
間
に
分
化
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
そ
し
て
役
所
で
実
務
を
担
当
し
、
そ
の

地
位
を
株
化
し
て
い
た
中
間
の
存
在
形
態
も
近
世

後
期
の
一
つ
の
「
日
用
」
形
態
で
あ
り
、
そ
の
性

格
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

第
三
章
「
萩
藩
の
江
戸
奉
公
人
確
保
」
で
は
、

江
戸
詰
め
の
直
属
奉
公
人
に
は
江
戸
番
手
と
よ
ば

れ
た
役
が
あ
り
、
中
間
が
国
元
か
ら
出
向
く
原
則

で
あ
っ
た
が
代
役
を
雇
用
し
て
差
し
出
す
こ
と
が

一
般
化
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
背
景
に
は
中
間
な

ど
の
地
位
の
物
件
化
が
進
み
売
買
の
対
象
と
な
っ

て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
領
内
全
域
を
覆
う
斡
旋
業

者
の
存
在
が
大
き
く
、
供
給
に
不
足
は
な
か
っ
た

こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
二
章
で
も
指

摘
さ
れ
て
い
た
が
、
直
属
奉
公
人
は
武
士
身
分
に

対
し
て
は
あ
く
ま
で
も
周
縁
的
な
存
在
で
あ
っ

た
。第

四
章
「
武
家
奉
公
人
の
徴
発
と
雇
用
労
働
」

は
、
萩
藩
の
支
藩
で
あ
る
徳
山
藩
を
対
象
と
し
て

武
家
奉
公
人
の
徴
発
を
検
討
し
た
も
の
で
、
そ
れ

が
徳
山
町
・
徳
山
相
に
成
立
し
て
い
た
雇
用
関
係

に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
市
場
価
格
よ
り
安
価
に
奉

公
人
を
確
保
し
た
い
と
い
う
藩
と
の
せ
め
ぎ
あ
い

の
関
係
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
「
行
政

の
請
負
シ
ス
テ
ム
」
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。

以
上
が
第
一
編
の
概
要
で
あ
る
。
次
に
第
二
婦

の
出
稼
ぎ
職
人
論
の
各
章
を
紹
介
し
よ
う
。

第
五
章
「
出
稼
ぎ
大
工
と
地
域
社
会
」
は
幕
末

期
の
岡
山
藩
領
と
萩
藩
領
を
素
材
と
し
て
出
稼
ぎ

大
工
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
出
稼

ぎ
大
工
を
受
け
入
れ
る
地
域
社
会
で
は
、
地
元
の

大
工
た
ち
が
一
種
の
カ
ル
テ
ル
を
形
成
し
て
い
た

こ
と
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
島
惧
部
か
ら
出
稼
ぎ
大

工
を
招
致
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
そ
し
て
出
稼
ぎ
大
工
を
組
織
化
さ
れ
た
労

働
力
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
性
を
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

第
六
章
「
萩
藩
の
大
工
編
成
と
出
稼
ぎ
大
工
」

で
は
、
萩
城
下
の
町
大
工
編
成
が
御
木
尾
と
い
う

機
関
で
行
わ
れ
、
即
大
工
も
御
木
屋
へ
の
登
録
と

水
役
負
担
を
通
し
て
横
断
的
な
同
職
集
団
を
形
成

し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
同
職
集
団
が
近
世

後
期
に
も
存
続
し
続
け
る
背
景
に
出
稼
ぎ
大
工
の

台
頭
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
七
章
「
防
長
地
域
の
新
田
開
発
と
石
工
」
は

石
材
の
供
給
地
か
ら
需
要
地
に
至
る
石
材
業
の
全

過
程
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
石
材
の
産

出
地
で
は
特
定
の
業
者
が
採
石
と
販
売
を
独
占
し

て
い
た
が
、
新
田
開
発
(
間
作
)
　
で
石
材
の
需
要

が
高
ま
る
と
、
採
石
だ
け
で
は
な
く
運
輸
も
行
う

新
興
の
業
者
が
成
長
し
て
特
権
的
業
者
を
圧
倒
し

た
こ
と
、
ま
た
需
要
地
で
は
特
権
的
な
大
坂
石
工

が
間
作
普
請
を
独
占
し
て
い
た
が
、
後
期
に
な
る

と
一
～
二
宰
判
を
テ
リ
ト
リ
ー
と
す
る
石
頭
の
も

と
に
地
元
の
業
者
-
出
稼
ぎ
石
工
が
請
負
う
こ
と

で
普
請
に
参
加
し
、
特
権
的
な
石
工
を
圧
倒
し
た

と
い
う
。
そ
し
て
近
世
本
来
の
職
人
編
成
が
後
退

し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
由
競
争
の
段
階
が
訪
れ

介紹と評書31



る
の
で
は
な
く
、
瀬
戸
内
海
地
域
に
固
有
の
社
会

構
造
(
幕
藩
領
主
の
地
域
編
成
を
凌
駕
す
る
分
業

構
造
)
　
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
八
章
「
倉
橋
島
の
造
船
業
と
船
市
」
は
、
広

島
藩
領
倉
橋
島
の
造
船
業
が
一
八
世
紀
半
ば
に
資

金
不
足
と
材
木
確
保
の
困
難
に
よ
っ
て
衰
微
し
た

こ
と
、
そ
の
打
開
策
と
し
て
船
市
・
船
入
札
(
雷

致
)
　
が
画
策
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
船
の
販
売
が
特
定
の
顧
客

と
の
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ

り
、
経
済
的
な
関
係
だ
け
で
商
品
の
取
引
を
論
じ

る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
て
い
る

諸
関
係
(
資
材
の
調
達
か
ら
需
要
者
と
の
関
係
な

ど
)
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
産
業
史
・
商
品
流
通

史
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い

る
。以

上
の
よ
う
に
、
武
家
奉
公
人
論
に
し
て
も
出

稼
ぎ
職
人
論
に
し
て
も
両
者
に
共
通
し
て
い
る
こ

と
は
、
安
直
に
近
代
労
働
史
の
前
史
と
し
た
り
、

逆
に
身
分
制
的
編
成
や
束
縛
を
強
調
し
す
ぎ
た
り

す
る
こ
と
な
く
、
近
世
の
雇
用
労
働
の
固
有
性
を

そ
の
時
ど
き
の
背
景
を
踏
ま
え
な
が
ら
具
体
的
に

論
じ
て
い
る
こ
と
に
特
色
が
あ
り
、
本
書
の
意
義

を
さ
ら
に
高
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
評
者
は
芸

備
地
方
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
が
、
と
く
に
出

稼
ぎ
職
人
論
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
瀬
戸
内
海
地
域

固
有
の
社
会
(
分
※
)
構
造
の
解
明
へ
向
け
て
の

著
者
の
手
法
に
酵
発
さ
れ
る
こ
と
大
で
あ
っ
た
。

ま
た
著
者
は
す
で
に
長
州
藩
の
木
綿
純
を
中
心
と

し
た
苑
業
構
造
・
社
会
構
造
の
分
析
に
も
着
手
さ

れ
て
お
り
(
渡
辺
尚
志
銅
r
幕
末
維
新
期
萩
藩
村

落
社
会
の
変
動
」
岩
田
西
院
、
二
〇
〇
二
年
)
、
民

間
に
お
け
る
掃
用
労
働
の
解
明
が
進
展
す
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

放
後
に
な
っ
た
が
、
高
木
昭
作
氏
か
ら
始
ま
っ

て
朝
尾
在
弘
氏
・
吉
田
仲
之
氏
・
塚
田
孝
氏
ら
に

至
る
身
分
論
・
身
分
的
周
縁
論
の
動
向
を
述
べ
た

序
章
「
身
分
的
周
縁
論
と
労
働
史
研
究
」
は
、
そ

の
方
両
に
暗
い
評
者
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
研

究
史
論
と
な
っ
て
お
り
大
変
参
考
に
な
る
こ
と
を

付
け
加
え
て
お
く
。
ま
た
「
萩
藩
の
奉
公
人
徴
発
」

「
福
田
新
田
開
発
と
瀬
戸
内
の
石
工
」
と
い
う
二

つ
の
補
論
の
紹
介
を
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ

と
を
お
詫
び
し
た
い
。

(
な
か
や
ま
・
と
み
ひ
ろ
　
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学

研
究
科
助
教
授
)

(
A
5
判
、
三
二
四
ペ
ー
ジ
、
八
四
〇
〇
円
、
淡
水
社
、

二
〇
〇
四
二
二
刊
)

古
西
端
臍
署

「
緒
方
洪
庵
と
大
坂
の
除
痘
館
」

浅
　
井
　
允
　
晶
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幕
末
洋
学
を
捉
え
る
う
え
で
、
医
学
に
根
ざ
し

た
民
生
的
性
格
を
注
視
す
る
方
向
は
、
田
崎
哲
郎

氏
の
「
幕
末
洋
学
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
「
日
本

歴
史
J
二
七
l
、
一
九
七
〇
年
)
を
契
機
と
し
て
、

徐
々
に
研
究
の
帽
を
広
げ
、
定
着
し
て
き
た
。
地

域
に
お
け
る
聞
方
系
の
医
家
や
知
識
人
の
活
動
に

も
と
づ
き
、
近
代
的
意
識
の
前
提
と
な
る
蘭
学
受

容
が
没
透
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
在
村
の
蘭

学
」
の
研
究
の
促
進
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
の
研
究
上
の
主
軸
と
な
っ
た
の
は
、
洪
水
二

年
(
一
八
四
九
)
わ
が
国
に
本
格
的
に
導
入
さ
れ
た

西
洋
伝
来
の
牛
痘
法
(
牛
痘
租
痘
法
)
　
の
伝
播
・

普
及
で
あ
っ
た
。
牛
痘
法
は
ま
た
た
く
ま
に
国
内

に
広
が
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
知
識
・
技
術
、
ま

た
そ
れ
に
用
い
る
牛
痘
苗
(
ワ
ク
チ
ン
)
な
ど
は
、

普
及
の
拠
点
と
な
っ
た
都
市
の
蘭
学
塾
や
除
痘
鉛

(
種
痘
所
)
　
を
通
じ
て
各
地
に
伝
わ
り
、
地
域
に

お
け
る
洋
学
理
解
の
下
地
を
も
形
成
し
た
。
そ
れ

tosho-seibi-repo
長方形

tosho-seibi-repo
長方形




