
城

成

論

立

下

町

松

本

寿

豊

一
、
城
下
町
の
概
念
規
定

城
下
町
成
立
論
は
、
そ
の
ま
ま
城
下
町
概
念
規
定
論
に
つ
ら
な
る
。
い
な
、
適
切
な
概
念
論
確
定
の
上
に
、
初
め
て
城
下
町
成
立
論
が
可

能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
一
体
、
城
下
町
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
設
聞
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
の
解
答
の
準
備
は
実
の
と
こ
ろ
甚

だ
ふ
た
し
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
概
念
規
定
の
ふ
た
し
か
さ
は
、
城
下
町
成
立
の
上
限
決
定
を
混
乱
に
み
ち
び
き
、
城
下
町
起
源
論
に
確

実
な
る
定
説
を
み
な
い
と
い
っ
た
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
例
え
ば
戦
国
時
代
に
城
下
町
成
立
を
疑
問
視
す
る
所
説
①
に
対
し
、

守
護

城下町会成立論

大
名
領
国
制
下
に
、
城
下
町
出
現
を
考
え
る
論
説
②
の
提
起
な
ど
、
き
わ
め
て
不
定
な
状
態
で
あ
る
。

城
下
町
を
、
「
城
郭
を
中
心
と
し
て
成
立
せ
る
町
」
と
す
る
小
野
均
氏
以
来
の
城
郭
都
市
と
し
て
の
理
解
は
、
も
と
よ
り
あ
や
ま
っ
て

は
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
城
下
町
の
も
つ
一
つ
の
属
性
の
理
解
に
す
ぎ
な
い
の
も
、
ま
た
否
定
し
え
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
城
下
町

の
城
郭
都
市
と
し
て
の
属
性
を
の
み
と
り
だ
す
と
す
れ
ば
、
城
下
町
の
成
立
は
、
お
そ
ら
く
歴
史
発
生
の
古
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
で
あ
ろ
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ぅ
。
城
下
町
の
概
念
で
も
っ
と
も
基
本
的
な
第
一
の
点
は
、
そ
れ
は
封
建
体
制
下
に
必
然
的
に
生
成
し
た
封
建
領
主
都
市
と
い
う
そ
れ
で
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あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
③
で
く
わ
し
く
論
じ
て
い
る
の
で
、
再
説
は
さ
け
た
い
。
こ
の
よ
う
に
城
下
町
が
封
建
領
主
都
市

で
あ
る
以
上
、
同
じ
城
郭
都
市
で
も
城
下
町
は
中
世
以
降
に
限
定
さ
れ
る
が
、
例
え
ば
お
な
じ
封
建
城
郭
都
市
で
あ
る
守
護
町
は
、
後
述

す
る
よ
う
に
ど
こ
ま
で
も
守
護
町
で
あ
っ
て
、
城
下
町
で
は
な
い
。
城
下
町
に
は
封
建
領
主
都
市
で
あ
り
城
郭
都
市
で
あ
る
と
い
う
属
性

の
外
に
、

ま
だ
一
つ
の
概
念
規
定
が
必
要
で
あ
る
o

私
は
こ
れ
を
「
領
国
の
首
都
』
@
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
体
に
せ
ま
る
た
め

-

f

}

争

ι
、

t
t
 ま
ず
城
下
町
成
立
の
過
程
を
具
体
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ニ
、
守
護
町
よ
り
初
期
城
下
町
へ
の
移
行

ほ
ぼ
、
十
五
世
紀
末
よ
り
十
六
世
紀
の
初
に
か
け
て
の
時
代
を
境
と
し
て
、
在
地
領
主
居
城
都
市
の
内
容
と
性
格
に
大
き
な
変
容
が
認

め
ら
れ
る
o

こ
れ
を
集
落
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
「
守
護
町
」
よ
り
「
城
下
町
」

へ
の
移
行
で
あ
り
、
転
化
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の

移
行
の
基
本
的
契
機
は
、
大
名
権
力
の
特
質
と
そ
れ
に
対
応
す
る
領
域
自
体
の
性
質
の
変
様
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
視
点
よ
り
す
れ
ば

」
の
都
市
を
培
養
す
る
領
域
に
つ
い
て
、

一
歩
ほ
り
さ
げ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
原
理
的
に
庄
園
制
秩
序
を
否
定
し
去
る
こ
と
が

で
き
ず
、
「
所
職
」
を
介
し
て
の
領
域
掌
握
を
基
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
た
守
護
領
国
制
下
で
は
、
大
名
に
よ
る
真
の
土
地
そ
の
も
の
の
直

接
一
円
支
配
は
期
待
し
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
間
接
支
配
で
あ
る
。
こ
こ
で
東
大
寺
知
行
国
周
防
の
国
街
領
を

考
え
て
み
よ
う
。

こ
の
地
の
守
護
大
内
氏
は
、
応
永
六
年
(
一
三
九
九
)
以
来
、
国
街
領
保
護
の
た
め
「
土
居
捌
町
事
守
護
使
不
入
」
以
下
五
カ
条
の

錠
@
を
定
め
て
い
る
。
く
だ
っ
て
延
徳
三
年
(
一
四
九
一
)
に
は
、
大
内
義
興
は
そ
の
弟
尊
光
を
国
街
目
代
と
し
た
。
こ
う
し
て
一
族
を

国
庁
機
構
内
の
重
要
ポ
ス
ト
に
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
街
領
支
配
強
化
を
は
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
も
と
よ
り
間
接
支
配
で
あ
る
。
更
に



そ
の
有
力
家
臣
団
は
大
内
氏
の
保
証
下
に
お
い
て
国
街
地
頭
職
や
保
司
職
等
に
補
任
せ
ら
れ
、
所
職
に
よ
る
下
地
掌
握
を
遂
行
す
る
の
で

怠
叩
ス

v
o

例
え
ば
陶
氏
は
応
仁
二
年
(
一
四
六
八
)
富
田
保
に
つ
い
て
、
「
公
用
米
之
事
無
油
断
之
儀
致
催
促
如
例
年
可
沙
汰
国
街
候
@
」
と
い
っ

た
よ
う
に
、
国
庁
よ
り
同
保
の
地
頭
職
を
補
任
せ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
国
街
在
庁
機
関
が
、
在
地
領
主
の
領
主
発
展
を
合
理
化
す
る
道

具
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
又
、
領
主
的
発
展
の
一
つ
の
制
約
面
で
も
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
ら
在
地
領
主
は
、
周
知
の
よ
う
に

押
領
、
末
進
等
、

い
ろ
ん
な
方
法
で
庄
園
や
国
街
を
侵
略
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
こ
の
こ
と
と
、
国
街
圧
園
機
構
の
利
用
と
依
存
と
は
ま
た

別
の
問
題
で
あ
る
。

次
に
守
護
領
国
内
で
は
、
直
轄
領
外
に
は
大
小
様
々
な
村
落
支
配
者
と
し
て
の
国
人
領
主
が
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
守
護
大
名
の
制
約

は
不
十
分
で
、
そ
の
相
対
的
な
独
自
性
を
認
容
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
o

つ
ま
り
、
国
人
領
主
と
守
護
大
名
の
結
合
関
係
は
、

し
か
く
安
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
島
津
氏
に
対
す
る
地
頭
領
主
渋
谷
氏
、
細
川
氏
に
対
す
る
、
津
野
氏
、
特
に
興
味
あ
る
の
は
信

濃
小
笠
原
氏
に
対
す
る
仁
科
氏
等
の
国
人
一
挨
①
等
々
、
わ
れ
わ
れ
は
各
地
に
お
い
て
こ
う
し
た
事
例
を
あ
げ
る
に
さ
ま
で
困
難
を
か
ん

城下町成立論

じ
な
い
の
で
あ
る
o

こ
の
時
代
に
は
、
「
国
中
物
念
云
々
」
等
と
い
っ
た
文
書
表
現
が
よ
く
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
国
人
領
主
相
互
の
対

立
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
守
護
大
名
へ
の
勢
力
結
集
や
逆
に
離
反
相
却
の
複
雑
な
不
安
激
動
を
物
語
る
の
で
あ
る
。
室
町
時
代
の
国
人
領
主

は
、
本
領
地
の
外
に
守
護
を
介
し
て
所
職
に
よ
る
給
地
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
本
領
地
に
対
し
て
は
、
守
護
大
名
の
権
力
は
十

分
に
は
貫
徹
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

所
詮
、
国
人
領
主
は
、
中
世
的
所
職
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
以
上
、
幕
府
を
介
し
て
中
世
的
公
権
力
を
代
行
す
る
守
護
大
名
へ
の
依
存
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と
、
他
面
本
領
地
を
基
盤
と
す
る
半
独
立
性
、
守
護
被
官
と
い
っ
て
も
契
約
的
思
想
に
由
来
す
る
主
従
関
係
の
弛
緩
性
、
こ
う
し
た
矛
盾
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背
反
的
要
素
を
あ
わ
せ
も
つ
存
在
な
の
で
あ
る
。
守
護
大
名
は
こ
の
よ
う
な
中
世
的
な
錯
綜
せ
る
諸
勢
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
そ
の
回

有
の
立
場
に
お
い
て
十
分
に
超
克
組
織
化
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
守
護
大
名
の
領
域
は
そ
れ
が
単
に
分
散
し
て
い
る
と
い
っ

た
外
形
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
て
、

よ
り
本
質
的
に
は
権
力
支
配
関
係
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
異
質
を
内
包
す
る
、

い
わ
ば

非
均
質
的
領
域
と
し
て
把
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
守
護
町
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
領
国
体
制
と
領
域
構
造
の
基
盤
の
上
に
た
つ
守

護
大
名
の
拠
る
封
建
領
主
都
市
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

大
内
弘
世
が
周
防
、
長
門
、
石
見
三
ヶ
国
の
守
護
職
と
な
っ
て
山
口
に
移
転
し
、
こ
こ
に
守
護
町
山
口
が
出
現
す
る
。
文
書
の
上
で
山

口
が
で
て
く
る
の
は
応
永
二
七
年
三
四
二

O
)
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
そ
の
記
録
@
は
断
片
的
で
、
資
料
的
に
こ
の
守
護
町
を
復
原
す
る

総
-
図

田
岡
国
蜘
測
料
開
削
耳
九
H

卦
時
一
回
峠
俸
制
(
日
戸
、
総
兵
U
W

」」道局
)

A

U

δ

)

×
召
漏
出
川
河
E
h



こ
と
は
今
の
と
こ
ろ
不
可
能
に
属
す
る
。

「
守
護
町
」
と
い
う
記
録
の
初
出
は
、
「
薩
藩
旧
記
雑
録
」
に
記
さ
れ
た
建
武
四
年
三
コ
三
七
)
比
志
島
忠
経
の
軍
忠
状
に
み
え
る
そ
れ

で
あ
る
o

後
、
島
津
元
久
は
領
主
居
館
を
東
福
寺
城
よ
り
清
水
域
に
う
つ
し
、
積
極
的
に
守
護
町
の
拡
大
を
は
か
っ
た
。
城
館
下
に
は
近

従
、
国
衆
の
屋
敷
が
で
き
、
寺
社
も
山
麓
や
稲
荷
川
沿
岸
に
分
散
し
て
盛
ん
に
建
立
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
諏
訪
社
、
稲
荷
社
、
福
昌
寺

等
で
、
こ
れ
ら
は
軍
事
的
配
慮
と
共
に
領
主
菩
提
寺
や
領
主
創
設
の
寺
社
、

つ
ま
り
強
く
支
配
層
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
る
。
城
館
よ
り

若
干
は
な
れ
た
南
方
の
臨
海
地
に
、
城
下
市
町
、
か
建
設
さ
れ
た
。
こ
れ
が
鹿
児
島
の
源
初
的
な
町
、
恵
美
須
町
で
あ
る
。
こ
の
「
エ
ピ
ス
」

の
地
名
は
領
主
的
社
寺
と
は
対
照
的
に
、
商
業
守
護
神
が
市
人
の
精
神
的
紐
帯
を
な
し
て
い
た
こ
と
に
起
源
す
る
。
「
倭
文
麻
環
巻
五
」

に
は
、
「
町
中
を
呼
廻
り
速
や
か
に
市
人
を
召
集
む
」
と
あ
る
。
こ
の
市
町
@
は
堀
割
で
海
と
連
絡
し
、
更
に
そ
の
最
盛
期
に
は
そ
の
西

南
に
車
町
を
派
出
し
、
す
く
な
く
と
も
二
本
の
格
子
状
町
が
想
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
戦
国
期
も
十
六
世
紀
中
葉
に
入
る
と
、
在
地
領
主
の
領
国
体
制
に
大
き
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
検
地
」
と
い
う

特
自
の
方
法
で
領
域
を
把
握
し
、
庄
園
制
秩
序
と
体
系
を
否
定
解
体
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
異
質
的
な
も
の
を
排
除
し
、
直
接
に

現
実
の
土
地
と
人
の
完
全
支
配
を
貫
徹
す
る
方
向
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
周
防
国
を
考
え
て
み
よ
う
。
大
内
義
隆
は
国
街
法
度
五
カ
条
履
行

城下町成立論

の
証
判
を
東
大
寺
に
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
は
や
全
く
形
式
的
儀
礼
的
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
天
文
二
年
(
一
五
三
二
)
義

隆
は
東
大
寺
目
代
を
無
視
し
て
、
寺
家
被
官
竹
屋
氏
に
対

L
、
国
街
領
小
周
防
の
地
を
充
行
し
そ
の
領
知
を
下
知
し
て
い
る
。
こ
れ
は
実

質
的
に
は
庄
官
の
大
名
家
臣
化
と
、
国
街
領
の
大
名
領
国
化
に
直
接
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
地
支
配
の
変
質
は
、
先
代
義
輿

の
時
代
に
す
で
に
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
o

天
文
八
l
九
年
に
か
け
て
の
国
街
正
税
や
年
貢
関
係
文
書
に
よ
る
と
、
正
税
、
年
貢
合
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計
は
わ
ず
か
百
十
石
@
に
た
り
な
か
っ
た
と
い
う
o

こ
こ
に
お
い
て
は
守
護
大
名
や
在
地
領
主
の
自
己
拡
大
運
動
は
、
あ
き
ら
か
に
庄
園
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や
国
街
体
制
の
き
づ
な
を
た
ち
き
り
、
そ
の
否
定
の
上
に
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
地
域
的
封
建
国

家
と
し
て
の
、
戦
国
大
名
領
国
制
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
権
力
支
配
関
係
下
に
お
け
る
一
元
的
等
質
領
域
が

出
現
し
た
と
い
え
よ
う
。
す
く
な
く
と
も
相
対
的
に
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
指
摘
さ
れ
よ
う
o

こ
の
よ
う
に
し
て
一
元
的
等
質
領
域
が
出
現
す
る
と
、
そ
の
支
配
中
心
と
な
る
封
建
都
市
の
も
つ
意
義
は
、
軍
記
物
で
し
ば
し
ば
「
本

拠
の
地
」
等
の
用
法
で
し
め
さ
れ
た
守
護
町
の
そ
れ
と
は
、
当
然
著
し
く
異
っ
た
も
の
を
も
っ
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
例

え
ば
戦
国
大
名
の
郷
村
役
人
帖
@
で
は
、
「
万
弥
」
と
か
、
「
政
所
」
等
の
機
関
名
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
も
と
も
と
、
国
街
在
庁
機
関

の
一
つ
で
あ
り
、
又
は
在
庄
預
所
と
し
て
の
庄
園
機
構
の
一
部
を
構
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
戦
国
大
名
は
そ
の
伝
統
的
な
役

名
だ
け
は
踏
襲
し
て
も
そ
の
実
質
的
な
旧
機
能
を
否
定
し
、
そ
れ
を
新
し
く
戦
国
大
名
権
力
下
に
お
け
る
公
的
機
関
と
し
て
改
編
し
、
大

名
本
城
地
に
あ
る
支
配
中
枢
機
関
下
に
組
入
れ
て
そ
の
末
端
行
政
機
関
と
し
た
の
で
あ
る
。
戦
国
大
名
に
よ
る
こ
う
し
た
直
接
支
配
の
シ

ス
テ
'
ム
は
、
守
護
大
名
の
そ
れ
に
比
し
質
量
と
も
に
ま
さ
に
飛
躍
的
な
意
義
と
内
容
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
な
っ
て
く
る
と
戦
国
大
名
木
城
地
の
領
主
都
市
は
、
封
建
国
家
の
領
域
の
一
元
的
、
直
接
支
配
の
ま
さ
し
く
中
点
と
し
て
の
職
能

と
役
割
を
果
す
の
で
あ
る
。
私
は
こ
う
し
た
地
域
的
封
建
国
家
の
中
枢
と
な
り
、
中
点
と
な
る
領
主
都
市
の
機
能
を
、
守
護
町
で
例
示
し

た
「
本
拠
」
に
対
し
、
あ
え
て
「
首
都
」
と
い
う
特
別
な
表
現
で
そ
の
意
義
と
内
容
を
強
調
し
た
い
と
思
う
。
こ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
城
下

町
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
周
防
国
で
い
え
ば
、

ほ
ぼ
十
六
世
紀
初
に
は
、
守
護
町
山
口
の
城
下
町
山
口
へ
の
移
行
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
戦
国
大
名
の
居
城
す
る
本
城
都
市
の
こ
う
し
た
姿
は
、
当
代
の
人
々
に
今
ま
で
の
そ
れ
と
は
異
な
る
封
建
都
市
の
概
念
を
う
み
つ
け

ず
に
は
お
か
な
い
。
戦
国
期
に
な
る
と
、
前
代
と
は
趣
を
異
に
し
た
特
殊
な
領
主
都
市
の
呼
称
が
出
現
し
た
。
周
知
の
「
堀
内
」
、
「
じ
よ

う
の
下
」
と
か
、
「
山
下
町
」
「
城
下
の
市
町
」
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
独
特
な
表
現
の
中
に
、
わ
れ
わ



れ
は
戦
国
大
名
の
新
し
い
領
主
都
市
に
対
す
る
人
々
の
い
だ
い
た
生
々
し
い
歴
史
的
現
実
へ
の
認
識
の
姿
を
、
あ
ら
た
め
て
見
直
さ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。
大
名
居
城
の
都
市
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
は
や
が
て
斉
一
化
さ
れ
て
ゆ
き
、
近
世
に
入
っ
て

「
城
下
町
」
と
い
う
一
般
化
さ
れ
た
形
で
固
定
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
と
も
あ
れ
同
じ
く
領
主
都
市
で
あ
り
城
郭
都
市
で
あ
っ
て
も
、
大
名
領

国
制
の
変
容
に
対
応
し
て
、
都
市
そ
の
も
の
は
み
ず
か
ら
の
姿
を
変
化
止
揚
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
し
て
古
き
「
守
護
町
」
は

新
し
き
「
城
下
町
」

へ
と
移
行
交
替
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

三
、
守
護
町
と
城
下
町

戦
国
大
名
に
よ
る
強
大
な
領
国
支
配
体
制
の
強
化
は
、
そ
れ
に
対
応
し
て
領
域
内
生
産
や
、
流
通
交
換
経
済
の
集
権
的
把
握
が
当
然
問
題

と
な
っ
て
く
る
。
ま
た
例
え
ば
、
松
平
武
士
団
の
菩
提
寺
と
し
て
建
立
さ
れ
た
大
樹
寺
⑪
は
、
松
平
氏
の
三
河
領
国
化
充
実
の
過
程
を
通

じ
て
領
内
に
そ
の
末
寺
を
盛
ん
に
設
立
し
、
域
館
所
在
地
は
そ
の
中
心
と
な
っ
た
よ
う
に
、
領
内
信
仰
の
封
建
的
秩
序
に
よ
る
掌
握
の
た

め
有
力
社
寺
群
を
本
城
地
に
集
中
的
に
設
定
す
る
。
け
だ
し
社
寺
は
、

た
ん
に
軍
事
的
意
義
の
み
な
ら
ず
、
信
仰
と
政
治
支
配
を
結
節
す

る
重
要
な
る
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
戦
国
大
名
は
、
軍
事
政
庁
的
集
落
と
経
済
的
集
落
、
更
に
有
力
社
寺
群
を
大
名

城下町成立論

権
力
下
に
お
い
て
強
力
か
っ
計
画
的
に
把
握
し
、
こ
れ
ら
を
も
っ
て
城
塞
や
城
館
下
に
接
合
し
て
一
つ
の
都
市
結
合
体
を
形
成
す
る
よ
う

に
な
る
o

こ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
城
下
町
な
の
で
あ
る
。

右
の
都
市
結
合
体
、
す
な
わ
ち
城
下
町
に
対
す
る
戦
国
大
名
の
都
市
政
策
は
、
そ
の
内
容
、

ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
、
守
護
町
と
は
相
当

に
異
な
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
ま
ず
第
一
に
、
切
実
な
給
人
団
に
対
す
る
城
下
集
住
令
の
強
制
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
く
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る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
南
北
朝
期
(
暦
応
二
年
)

の
「
小
早
川
円
照
置
文
」
と
、
戦
国
期
(
文
明
十
七
年
)

の
「
大
内
壁
書
」
を
対
比
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し
た
い
。
集
住
令
違
反
者
に
対
し
、
小
早
川
氏
は
次
の
よ
う
な
指
令
を
出
し
て
い
る
。

「

l
(前
略
)
|

一
期
の
間
ハ
対
顔
あ
る
へ
か
ら
す

も
し
此
旨
い
つ
ハ
リ
な
ら
は

沼
田
七
社
御
罰
お
か
ふ
り
る
へ
き
な
り
」

こ
の
指
令
は
文
和
二
年
の
置
文
に
「
自
故
殿
御
時
堅
所
有
御
誠
也
」
の
表
現
が
し
め
す
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
訓
戒
的
方
式
と
い
え
よ

ぅ
。
と
こ
ろ
で
「
大
内
壁
書
」
で
は
、
「
可
被
残
収
思
給
也
」
、
更
に
こ
え
て
文
明
十
八
年
に
な
る
と
、
「
永
可
被
放
御
家
人
」
と
い
っ
た

強
権
的
武
断
処
置
が
、
無
届
在
郷
給
人
に
対
し
て
発
動
さ
れ
て
い
る
。
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
戦
国
期
集
住
令
は
ノ
ー
マ
ル
な
姿
で
は

な
く
、
制
限
さ
れ
歪
曲
⑫
さ
れ
た
形
で
施
行
さ
れ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
に
よ
っ
て
城
下
給
人
団
居
住
域
形
成
は
、
前
代
に
比
し
て
は

一
段
と
促
進
さ
れ
た
の
は
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
に
は
、
城
下
市
町
へ
の
地
方
町
の
権
力
的
吸
収
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
六
角
氏
の
城
下
町
石
寺
に
つ
い
て
「
於
石
寺
保
内
町
就

被
仰
付
保
内
之
諸
商
人
於
保
内
町
可
致
売
買
万
一
此
旨
相
違
之
輩
在
之
者
衆
中
而
可
処
罪
科
」
⑬
と
い
う
捉
書
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
天
文
期
の
も
の
と
さ
れ
、
城
下
町
へ
の
在
方
商
人
集
住
の
資
料
的
に
確
認
さ
れ
る
最
も
古
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
「
七
曲
通
ハ
井

口
之
百
姓
町
屋
作
リ
百
曲
通
ハ
大
桑
之
町
人
共
引
越
町
立
」
@
と
あ
る
斉
藤
氏
の
井
口
城
下
(
後
の
岐
阜
)

へ
の
大
桑
商
人
に
対
す
る

強
制
的
移
動
策
も
、

よ
く
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
o

職
人
町
、
そ
れ
も
領
主
的
寧
需
手
工
業
の
城
下
へ
の
組
織
的
吸
収
は
更
に
古
く
、

こ
の
好
例
は
大
永
六
年
(
一
五
二
六
)
、
今
川
氏
に
よ
る
騎
河
府
中
川
原
地
区
一
町
五
反
の
皮
革
業
者
新
屋
敷
の
町
立
@
で
あ
る
o

近
江
八

幡
の
、
「
在
々
所
々
諸
市
当
町
江
可
相
引
事
」
⑬
の
事
例
の
よ
う
に
、
永
禄
以
降
に
な
る
と
地
方
市
場
集
落
の
城
下
町
集
中
は
、
各
地
に
お

い
て
も
は
や
普
遍
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
ら
は
う
た
が
う
べ
く
も
な
く
、
中
世
的
土
豪
市
の
陶
汰
、
そ
れ
ら
の
城
下
吸
引
に
よ
る
新
城
下

市
町
の
拡
充
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

第
三
と
し
て
城
下
町
商
業
に
対
す
る
領
主
的
繁
栄
策
が
、
こ
れ
ま
た
強
力
に
押
し
進
め
ら
れ
て
く
る
o

特
権
都
市
的
政
策
で
あ
る
諸

.1 



役
、
地
子
、
徳
政
免
除
、
特
に
中
世
的
座
商
業
の
否
定
、
自
由
商
業
を
指
向
す
る
楽
市
楽
座
に
い
た
っ
て
は
城
下
町
に
集
中
的
に
現
わ
れ

て
く
る
も
の
で
あ
り
、

か
っ
そ
の
初
出
が
天
文
十
八
年
(
一
五
四
九
)

で
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
決
し
て
守
護
町
で
は
理
論
的
に
も
事
実

的
に
も
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
城
下
町
は
、
守
護
町
に
比
し
封
建
領
主
都
市
と
し
て
、
質
量
共
に
優
越
し
た
都
市
的
発
展
の
条
件
と
格
差
が
指
摘
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
分
析
に
に
つ
い
て
は
不
十
分
な
が
ら
も
別
稿
@
で
論
じ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
領
主
権
力
を
都
市
形
成
と

そ
の
発
展
の
契
機
と
す
る
領
主
都
市
は
、
も
と
よ
り
城
下
町
以
外
に
も
す
く
な
く
な
い
。
し
か
し
同
じ
く
領
主
都
市
で
も
、
領
主
木
城
の

城
郭
都
市
で
あ
る
と
共
に
、
地
域
的
封
建
国
家
の
首
都
と
し
て
の
城
下
町
は
、

ま
さ
し
く
最
も
典
型
的
な
領
主
都
市
と
い
え
よ
う
。

さ
て
守
護
町
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
城
砦
都
市
、

ま
た
は
都
市
的
集
落
で
す
で
に
鹿
児
島
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
領
主
の
城
館
が
中
心
と

な
り
、
そ
れ
に
一
部
給
人
団
の
屋
敷
群
と
固
有
の
市
町
や
寺
社
群
を
も
ち
、
封
建
的
な
集
落
結
合
体
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
し
守
護
町
は

先
述
し
て
き
た
通
り
地
域
的
封
建
国
家
以
前
の
守
護
領
国
制
に
規
制
さ
れ
て
、
言
葉
の
正
し
き
意
味
に
お
け
る
首
都
と
し
て
の
役
割
と
職

能
は
果
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
守
護
町
で
あ
っ
て
、
決
し
て
城
下
町
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
両
者
は
、
封

建
領
主
都
市
と
し
て
の
多
く
の
類
似
性
を
も
っ
。
従
っ
て
例
え
ば
守
護
町
鹿
児
島
が
城
下
町
鹿
児
島
へ
と
移
行
し
た
よ
う
に
、
守
護
町
は

城下町成立論

城
下
町
の
先
行
形
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
は
な
い
。
た
だ
こ
の
よ
う
に
守
護
町
は
城
下
町
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、

し
iJ込

し
守
護
町
が
そ
の
ま
ま
発
展
し
て
城
下
町
と
な
る
と
い
っ
た
、
両
者
を
単
純
か
つ
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
け
る
べ
き
で
な
い
の
を
、
こ
こ

で
あ
ら
た
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
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四
、
豪
族
屋
敷
村
よ
り
城
下
町
へ
の
移
行

戦
国
大
名
領
国
制
へ
の
体
制
的
な
確
立
を
契
機
と
す
る
城
下
町
の
成
立
に
は
、
二
つ
の
方
向
が
存
在
す
る
。

一
つ
は
今
ま
で
論
じ
て
き

た
よ
う
な
、
守
護
町
よ
り
城
下
町
へ
の
移
行
発
達
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
守
護
大
名
よ
り
直
接
に
戦
国
大
名
と
な
り
そ
れ
が
持
続
発

展
し
た
の
が
稀
少
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
守
護
町
↓
城
下
町
と
い
う
ケ
l
ス
は
、
周
知
の
よ
う
に
ご
く
限
定
さ
れ
て
い
る
。
守
護
大
名
の
残
落

に
伴
い
、
守
護
町
の
消
滅
し
た
実
例
は
頗
る
多
く
、
守
護
大
名
出
自
の
旧
族
大
名
廃
絶
に
よ
っ
て
、
守
護
町
起
源
の
城
下
町
は
そ
の
多
く

は
消
失
、

ま
た
は
中
絶
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
守
護
代
町
で
も
同
様
で
、
土
佐
守
護
代
町
田
村
は
細
川
一
族
の
退
去
と
共
に
消
滅
す

る
。
斯
波
氏
の
守
護
代
町
清
洲
は
後
代
に
お
い
て
戦
国
城
下
町
と
は
な
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
問
、
領
主
交
替
に
伴
う
領
主
都
市
と
し

て
の
中
断
が
み
ら
れ
る
。
守
護
町
が
そ
の
ま
ま
、
継
続
し
て
戦
国
城
下
町
に
移
行
し
、
そ
れ
が
十
六
世
紀
中
葉
ま
で
存
続
し
た
例
は
意
外

に
す
く
な
い
。
周
防
山
口
、
駿
河
駿
府
、
豊
後
府
内
、
近
江
石
寺
、
甲
斐
府
中
、
そ
れ
に
対
馬
国
府
、
肥
後
人
吉
、
陸
奥
三
戸
(
あ
と
の

三
例
は
領
主
が
短
期
間
守
護
職
補
任
を
う
け
た
も
の
)
等
に
す
ぎ
な
い
。
ま
し
て
や
戦
国
城
下
町
の
み
な
ら
ず
、
引
き
つ
づ
き
そ
の
ま
ま

近
世
城
下
町
に
移
行
し
た
鹿
児
島
、
人
士
口
の
例
は
、
む
し
ろ
異
例
で
あ
り
、
伝
統
的
勢
力
が
強
く
新
興
権
力
撞
頭
の
相
対
的
に
微
弱
な
所

謂
辺
境
地
帯
だ
か
ら
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
o

城
下
町
成
立
に
つ
い
て
、
各
地
で
現
実
的
に
多
く
み
ら
れ
る
の
は
、
次
の
ケ
l
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
在
地
土
豪
、
国
人
領
主
と
い
っ
た

小
規
模
領
主
の
域
館
を
中
心
と
す
る
領
主
集
落
、
す
な
わ
ち
豪
族
屋
敷
村
が
領
主
の
上
昇
に
よ
っ
て
次
第
に
拡
大
発
展
し
、

つ
い
に
城
下

町
へ
と
転
化
し
て
ゆ
く
方
向
で
あ
る
。
在
地
領
主
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
地
頭
や
有
力
庄
官
等
に
出
自
す
る
戦
国
国
人
領
主
が

地
域
的
な
封
建
領
国
化
に
成
功
し
、
所
謂
「
下
剤
上
」
の
も
と
で
、
よ
り
大
規
模
で
、

よ
り
強
力
な
地
域
的
封
建
国
家
へ
の
成
長
、
そ
の
終



着
相
と
し
て
の
戦
国
大
名
領
国
制
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
の
は
各
地
で
よ
く
研
究
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
先
述
の
守
護

大
内
氏
に
交
替
し
た
国
人
領
主
毛
利
氏
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
中
間
、
辺
境
地
帯
で
の
大
地
域
的
封
建
国
家
の
ス
ム
ー
ス
な
成
長
に
対
し
、

畿
内
地
方
の
戦
国
領
主
的
発
達
は
、

ま
た
異
な
る
様
相
を
も
っ
て
い
る
。
例
え
ば
北
摂
の
春
日
社
領
や
東
寺
領
下
の
在
地
領
主
を
考
え
て

み
よ
う
。
こ
こ
で
の
池
田
氏
や
榎
木
氏
等
の
在
地
領
主
は
、
圧
園
制
に
寄
生
し
つ
つ
一
方
で
は
守
護
大
名
権
力
下
に
お
い
て
地
域
的
な
領

主
的
発
達
を
押
し
進
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
封
建
領
主
化
は
古
代
的
権
力
の
伝
統
を
負
う
有
力
庄
園
領
主
の
直
務
支
配
機
構
の
執

劫
な
再
建
運
動
、
そ
れ
に
対
応
す
る
古
い
中
世
的
惣
の
停
滞
に
よ
っ
て
、
十
六
世
紀
の
初
に
い
た
っ
て
も
、
直
ち
に
一
円
的
規
模
の
集
権

的
な
戦
国
大
名
的
成
長
⑬
を
困
難
な
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
所
謂
「
戦
国
畿
内
型
領
主
」
と
い
わ
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
戦
国
大
名
領
国
制
の
発
展
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
相
異
な
る
地
域
的
パ
タ
ー
ン
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
問
題
は
か
か
る
在
地
領
主

集
落
の
城
下
町
化
へ
の
具
体
的
な
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
領
主
集
落
は
、
上
述
し
た
新
領
国
制
樹
立
を
パ
ッ
ク
と
し

て
、
か
つ
て
の
素
朴
な
豪
族
屋
敷
村
の
状
態
を
克
服
し
て
市
町
と
合
体
し
た
も
の
、

つ
ま
り
、
城
下
町
へ
と
そ
れ
自
体
を
転
化
発
展
し
て

ゆ
く
基
盤
を
準
備
し
て
い
る
の
に
注
意
し
た
い
。
領
主
居
館
を
中
心
に
そ
の
給
人
団
や
下
人
所
従
屋
敷
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
る
一
般
の

豪
族
屋
敷
村
で
は
、
単
に
所
領
の
政
治
的
支
配
の
中
核
に
す
ぎ
な
い
。
か
か
る
豪
族
屋
敷
村
が
、
領
主
権
力
を
背
景
に
地
域
の
経
済
セ

城下町成立論

ン
タ
!
と
し
て
の
市
町
を
吸
引
合
体
す
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
こ
こ
に
は
領
主
集
落
と
し
て
の
所
領
の
中
心
性
に
、
よ
り
格
差
の
あ

る
重
要
な
機
能
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
こ
れ
こ
そ
、
豪
族
屋
敷
村
よ
り
城
下
町
へ
の
近
接
性
で
あ
る
。
私
は
こ
う
し
た
集
落

と
し
て
の
拡
大
発
達
の
起
動
と
な
る
市
町
を
も
っ
特
殊
な
豪
族
屋
敷
村
を
、
城
下
町
の
原
形
と
み
な
し
て
八
原
城
下
町

V
と
呼
び
た

L 、
O 

117 

す
で
に
別
稿
⑮
で
、

か
か
る
〈
原
城
下
町

V
の
実
例
と
し
て
広
井
城
館
に
つ
い
て
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
平
城
系
の
も
の
で
、
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一
〆
メ
/

-一般屋敷

020Om  

o 1町

第
2
図
は
そ
れ
を
図
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
今
一
つ
、
根
小
屋

あ
る
森
氏
の
場
合
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

式
城
館
下
の
八
原
城
下
町
〉
と
し
て
、
同
じ
く
土
佐
の
有
力
国
人
領
主
で

森
氏
は
「
土
佐
四
人
衆
」
と
い
わ
れ
る
著
名
な
国
人
領
主
で
あ
る
。
文

天正16年広井旧城館と旧市町

明
年
問
、
二
代
頼
満
の
時
、
嶺
北
地
方
(
吉
野
川
上
流
地
方
)
よ
り
潮
江

郷
に
進
出
し
、
潮
江
山
上
に
城
郭
を
築
き
そ
の
東
北
山
麓
に
領
主
居
館
を

築
成
し
た
。
天
文
年
間
一
度
退
城
す
る
が
、
永
禄
以
後
城
地
を
再
興
し
て

以
後
天
正
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
「
長
宗
我
部
地
検
帖
」
は
、

か
つ
て
の

姿
を
相
当
忠
実
に
追
跡
す
る
に
足
る
次
の
よ
う
な
記
載
を
止
め
て
い
る
、

第 2図

土
居
ヤ
、
γ
キ

一
、
四
反
十
八
代
五
分

|
(
三
筆
お
い
て
)
|

同
し
北
掘
フ
チ

一
、
十
二
代

同
し
ノ
西

庁
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出
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代
一
二
分

T
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シ
キ
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|
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中
略
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l
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し
ノ
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懸
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廿
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分
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以
下
省
略

(
天
正
十
六
年
潮
江
川
ヨ
リ
南
地
検
帖
)

A
は
森
氏
(
森
千
松
丸
)
の
城
下
土
居
で
、
単
郭
式
の
旧
城
館
で
あ
る
。
こ
の
土

居
の
周
囲
に
は

B
で
示
さ
れ
る
屋
敷
群
、
す
な
わ
ち
森
氏
所
領
を
分
給
さ
れ
た
一
族

並
び
に
所
従
被
官
の
屋
敷
群
が
、
土
居
の
西
i
南
|
東
に
わ
た
っ
て
ワ
イ
ラ
状
に
蛸

森氏城塞とその山下土居 (X印)

集
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
重
要
な
の
は

C
の
旧
城
下
市
町
で
あ
る
。
天
正
検
地
の
時

点
で
は
そ
の
多
く
は
天
満
宮
の
神
田
、
又
耕
地
化
さ
れ
て
い
る
が
、

か
つ
て
は
森
氏

所
領
内
に
お
け
る
流
通
機
能
の
中
心
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

D

は
領
主
檀
那
寺
(
花
蔵
寺
)
や
城
郭
守
護
の
別
当
寺
(
宝
光
寺
)
、
そ
の
他
一
般
寺
社

群
を
示
す
。

A
、
B
、
D
の
グ
ル
ー
プ
だ
け
で
は
所
謂
一
般
豪
族
屋
敷
村
の
概
念
以
上

に
で
る
も
の
で
は
な
い
が
、
右
の
封
建
集
落
に
所
領
内
の
経
済
集
落
が
吸
引
さ
れ
合

体
共
存
す
る
存
在
形
態
、
こ
れ
が
〈
原
城
下
町

V
で
あ
り
、
右
は
そ
の
面
影
@
を
か

第3図

な
り
詳
細
に
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
も
あ
れ
八
原
城
下
町

V
は
、
領
主
城
館
・
給
人
団
屋
敷
群
・
城
下
市
町
・
社
寺

群
の
各
部
分
域
を
合
体
し
、
国
人
領
主
下
に
お
け
る
地
域
的
な
支
配
と
流
通
の
中
心

と
な
り
、
城
下
町
の
端
初
的
な
姿
を
形
質
共
に
具
備
す
る
の
で
あ
る
o

戦
国
城
下
町

の
多
く
は
こ
う
し
た
経
過
を
た
ど
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
前
述
し
た
小
早
川
氏

の
沼
田
、
毛
利
氏
の
吉
田
等
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
八
原
城
下
町
〉
↓
城
下
町
の
ケ



ー
ス
は
、
当
代
の
人
々
に
全
く
新
し
い
タ
イ
プ
の
都
市
出
現
と
し
て
重
要
な
関
心
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
み
た
初
期
城
下

町
に
対
す
る
様
々
な
呼
称
出
現
に
は
、
右
に
み
た
事
実
を
背
景
と
し
て
解
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

玉
、
付

E揺

戦
国
期
の
城
下
町
は
守
護
町
系
統
の
も
の
を
除
い
て
は
、
決
し
て
伝
統
的
な
歴
史
的
都
市
で
は
な
く
、
そ
の
大
部
分
は
新
興
在
地
領
主

に
よ
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
封
建
都
市
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
、
城
下
町
と
そ
の
古
代
都
市
的
遺
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
若
干
ふ
れ
て
み

ト
1
4

〉
内
ノ

O
城
下
町
も
近
世
に
入
る
と
、
例
え
ば
江
戸
や
名
古
屋
の
よ
う
に
、
そ
の
町
割
の
あ
る
部
分
に
条
坊
制
的
、
ま
た
は
条
里
@
制
的
伝
統
が

指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
城
下
町
都
計
の
一
部
に
古
代
的
源
流
を
と
ど
め
る
こ
と
と
、
城
下
町
そ
の
も
の
が
基
本
的
に
新

し
い
封
建
領
主
都
市
で
あ
る
こ
と
と
は
、
勿
論
何
等
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
古
代
的
源
流
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
古
代
そ
の
ま
ま
で
は

な
く
、
近
世
化
の
洗
礼
を
う
け
た
変
型
に
転
化
し
て
い
る
の
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
人
は
よ
く
古
代
的
源
流
の
事
例
と
し
て
、
江
戸
や
名

古
屋
で
の
中
央
会
所
の
あ
る
方
一
町
の
街
区
シ
ス
テ
ム
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
街
区
の
存
在
形
態
は
古
代
都
城
の
そ
れ
よ
り

城下町成立論

は
、
そ
の
崩
壊
の
あ
と
に
出
現
す
る
中
世
的
町
、
す
な
わ
ち
、
町
田
家
本
「
洛
中
洛
外
図
」
に
み
ら
れ
る
方
形
の
中
央
空
地
を
も
っ
中
世

末
京
都
の
町
割
に
、

よ
り
直
接
的
な
系
譜
を
ひ
く
も
の
と
考
え
た
い
。
町
の
単
位
が
古
い
方
一
町
よ
り
、
街
路
を
介
し
て
相
対
す
る
両
側

の
町
区
域
に
移
行
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
街
路
に
間
口
を
聞
く
近
世
的
短
冊
型
の
町
割
出
現
が
必
然
化
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
加
え

て
こ
う
し
た
古
代
的
源
流
の
所
在
は
、
ご
く
一
部
の
近
世
城
下
町
に
部
分
的
に
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
事
実
を
、
こ
の
際
、
特
に
強
調
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し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
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第4図 洛中洛外図の京都の町と江戸扉風の江戸古町(中央空地の所在に注意)



な
お
戦
国
期
の
初
期
城
下
町
で
は
、
例
え
ば
下
総
結
城
や
土
佐
中
村
の
よ
う
に
あ
た
か
も
都
城
の
羅
城
に
も
似
た
「
築
地
」
、

ま
た
は
、

「
土
居
」
に
よ
る
囲
郭
都
市
を
形
成
す
る
。
し
か
し
同
じ
囲
郭
で
も
初
期
城
下
町
で
は
、
そ
の
古
代
的
と
い
わ
れ
る
も
の
も
、
例
の
結
城

と
い
っ
た
よ
う
に
、
き
び
し
い
動
乱
社
会
の
要
請
に
よ
っ
て
現
実
的
に
フ
ァ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

城
下
町
で
は
、
町
成
立
の
契
機
や
そ
の
基
本
的
な
都
市
域
構
造
は
ど
こ
ま
で
も
新
し
い
タ
イ
プ
の
そ
れ
で
あ
り
、
封
建
社
会
と
い
う
生
々

で
の
「
ゆ
ふ
か
い
の
堀
@
」

し
い
体
制
が
必
然
的
に
生
ん
だ
新
興
の
封
建
領
主
都
市
で
あ
る
。
な
お
前
述
し
た
城
下
町
成
立
の
第
二
の
方
向
の
場
合
は
、
織
田
氏
の
清

洲
よ
り
岐
阜
、
更
に
安
土
へ
の
転
移
、

ま
た
、
毛
利
氏
の
吉
田
よ
り
広
島
、
更
に
松
平
氏
(
徳
川
氏
)
の
安
城
↓
岡
崎
↓
浜
松
↓
駿
府
へ
の

移
動
の
よ
う
に
、
大
名
領
国
拡
大
に
伴
な
う
城
地
移
転
を
契
機
と
す
る
城
下
町
そ
の
も
の
の
充
実
発
展
の
路
線
を
歩
む
の
が
、

一
般
普
遍

的
様
相
で
あ
っ
た
の
も
、
こ
こ
に
付
け
加
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
o

中
世
末
の
初
期
城
下
町
は
、
戦
国
大
名
領
国
制
が
体
制
的
に
存
続
す
る
ま
で
は
、
固
有
の
姿
を
も
っ
て
継
続
す
る
u

す
く
な
く
と
も
都

市
域
構
造
の
立
場
に
お
い
て
は
、
織
豊
政
権
期
も
そ
の
前
半
、
天
正
初
頭
の
こ
ろ
ま
で
は
、

ま
だ
に
初
期
城
下
町
と
し
て
の
様
相
を
と
ど

め
、
そ
れ
よ
り
は
脱
却
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
各
地
に
お
け
る
生
産
力
の
不
均
衡
発
達
、
そ
れ
と
対
応
す
る
領
主
政
策
、
要
す

る
に
近
世
的
傾
斜
度
の
相
違
に
よ
る
地
域
的
な
偏
差
と
相
異
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

ほ
ぼ
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
初
期
城
下
町
は
、
そ
の
存
在

城下町成立論

と
生
命
を
保
持
し
つ
づ
け
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

f表
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本
稿
の
大
要
は
か
つ
て
「
初
期
城
下
町
の
成
立
と
そ
の
概
念
叫
定
に
つ
い
て
L

と
論
じ
発
表
し
た
(
地
埋
学
評
論
第
三
九
巻
第
一

O
号
)
。
し
か
し

こ
の
発
表
に
対
す
る
批
判
も
あ
り
、
か
つ
前
JN
佃
は
か
な
り
抽
象
論
に
わ
た
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
筆
者
と
し
て
も
そ
の
不
備
を
痛
感
し
て
い
た
。
こ
の
よ
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う
な
わ
け
で
、
前
稿
の
反
省
の
上
に
た
っ
て
、
な
に
よ
り
も
も
う
す
こ
し
具
体
的
に
敷
街
し
た
い
と
考
え
て
発
表
し
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。

前
稿
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
も
少
く
な
い
が
、
御
容
赦
を
お
願
い
し
御
叱
正
を
得
た
い
の
で
あ
る
。

注
と
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文
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①
中
丸
和
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史
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収
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①
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八
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、
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中
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両
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記
文
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五
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時
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付
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件

大
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六
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文
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本
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町

E
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都
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九
五
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七
八
頁

@ 

大
井
新
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衛
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尉
(
今
川
氏
親
朱
印
状
)

原
田
伴
彦
前
掲
書
@
所
収



応
仁
以
前
の
守
護
町
や
地
頭
町
で
は
地
方
市
場
の
強
制
的
か
つ
組
織
的
な
吸
収
現
象
は
、
資
料
的
に
確
認
し
が
た
い
。
そ
の
町
名
も
市
日
や
行
心

守
護
神
に
よ
る
も
の
、
又
は
所
在
地
固
有
名
詞
が
一
般
で
、
加
え
て
営
業
の
業
種
を
表
示
す
る
も
の
も
一
般
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。

ト¥|守護地頭町| 町 名|年代

l 鹿児島 恵美須町 建武4

2 沼 田 本市・新市 永享5

3 鷺 山 長良市町 (不明)

4 脇 八 日 市 (不明)

5 足 利 八 日 市 永享5

6 常陸府中 大 町 屋 延元 1

7 河 ~H 上市・下市 永徳 1

8 中 条 七日市・高野市 建治 3

9 甲 山 三日市・九日市 延文5

10 城 内 借屋崎市 嘉暦 3

11 宇都宮 町 屋 応永32

12 IJ1 口 市 町 rc.;永27

城下町成立論

拙
稿
前
掲
書
⑫

島
田
次
郎
編
著
日
本
中
世
村
落
史
の
研
究
一
九
六
六
四
六
二
頁

畿
内
に
し
て
も
中
間
、
辺
境
地
方
に
し
て
も
、
大
名
が
下
地
そ
の
も
の
を
直
接
支
配
下
に
お
い
た
後
で
は
第
二
段
階
と
し
て
家
臣
団
の
給
地
に
対

す
る
そ
の
在
地
性
の
稀
薄
化
、
更
に
そ
れ
を
削
減
す
る
方
向
へ
と
進
ん
で
ゆ
く
。
具
体
的
に
は
本
領
安
堵
形
態
よ
り
新
恩
に
よ
る
宛
行
形
態
へ
の
移

行
で
あ
る
。
第
三
段
階
と
し
て
は
周
知
の
よ
う
に
、
近
世
の
中
期
以
降
に
各
地
に
よ
く
現
わ
れ
て
く
る
下
地
知
行
の
否
定
と
所
当
知
行
の
設
定
、
更

に
蔵
米
知
行
の
優
位
と
い
っ
た
地
方
知
行
の
廃
止
へ
の
展
開
と
な
っ
て
ゆ
く
。

⑬
拙
稿
初
期
城
下
町
の
成
立
と
そ
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
地
理
学
評
論
三
九
|
一

O
、
四
二
頁

⑫
森
氏
は
長
宗
我
部
氏
の
援
助
の
も
と
に
旧
領
を
回
復
し
、
以
後
は
「
城
持
」
と
し
て
そ
の
家
臣
団
に
編
入
さ
れ
、
湖
江
土
居
の
城
下
町
へ
の
発
展

⑬@  

125 
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は
停
止
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

⑧
水
野
時
二
名
古
屋
城
下
町
の
方
格
式
町
割

藤
田
元
春
尺
度
綜
考
昭
和
四

「
結
城
氏
新
法
度
」
参
照

中
村
に
つ
い
て
は
、
天
正
十
七
年
「
中
村
郷
地
検
帖
」
に
「
御
士
根
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

人
文
地
理
一
六
|
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