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研
究
ノ
ー
ト

中
世
に
お
け
る
京
都
町
衆
研
究
の
課
題

齋
　
藤
　
宣
　
裕

◎
発
表
の
概
要

　
町
衆
と
は
、
林
屋
辰
三
郎
氏
に
よ
る
と
「
南
北
朝
の
内
乱
、
応
仁
の
乱
を
経
て
都
市
生
活
の
前
面
に
進
出
し
来
っ
た
「
町
」
に
據よ

っ
て
、

地
域
的
な
集
団
生
活
を
い
と
な
む
人
①々

」
の
こ
と
で
あ
る
。
応
仁
の
乱
の
後
に
続
い
て
い
た
戦
乱
や
各
地
で
蜂
起
し
て
い
た
土
一
揆
、
あ

る
い
は
一
向
一
揆
に
対
抗
す
る
た
め
、
日
蓮
宗
徒
を
中
心
と
し
た
町
衆
た
ち
は
自
衛
の
た
め
に
法
華
一
揆
と
い
う
武
力
を
持
っ
た
組
織
を

構
成
す
る
よ
う
に
な
る
。
天て
ん

文ぶ
ん

元
年
か
ら
始
ま
っ
た
戦
闘
に
お
い
て
法
華
一
揆
は
一
向
一
揆
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
山
科
本
願
寺
を
攻
め
落

と
し
、
そ
の
後
も
勢
力
の
衰
え
ぬ
一
向
一
揆
の
集
団
か
ら
京
都
の
町
を
守
り
続
け
た
。
有
力
な
町
衆
信
徒
を
中
心
と
し
て
年
貢
や
地
子
銭

の
免
除
・
半
済
、
ま
た
検
断
権
を
獲
得
し
て
自
治
を
強
め
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
幕
府
や
荘
園
領
主
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
で
あ
り
、
京

都
に
お
け
る
日
蓮
教
団
の
発
展
を
嫌
う
比
叡
山
に
と
っ
て
は
宗
教
的
対
立
と
い
う
観
点
か
ら
も
脅
威
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に

お
い
て
、
天
文
五
年
に
松
本
問
答
を
き
っ
か
け
と
し
て
天
文
法
難
が
起
こ
り
、
結
果
と
し
て
京
都
の
法
華
宗
教
団
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受

け
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
筆
者
が
修
士
論
文
の
題
材
と
し
て
京
都
町
衆
の
研
究
を
取
り
上
げ
て
か
ら
十
余
年
が
経
ち
、
新
し
い
論
文
・
著
作
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
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な
っ
た
。
そ
れ
ら
を
基
に
町
衆
の
研
究
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
い
く
つ
か
今
後
の
研
究
課
題
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
本

発
表
で
は
、
新
し
い
研
究
成
果
や
当
時
は
深
く
取
り
上
げ
な
か
っ
た
文
献
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
課
題
を
整
理
し
て
、
今
後
の
研
究
に
繋

げ
て
い
き
た
い
。

一
、『
言
継
卿
記
』
に
つ
い
て

　
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
発
達
し
た
商
業
区
域
で
生
活
す
る
人
々
は
「
町
」
を
形
成
し
、
自
治
を
高
め
つ
つ
あ
っ
た
。

そ
こ
に
暮
ら
す
商
・
手
工
業
者
た
ち
の
こ
と
を
当
時
の
公
家
、
貴
族
た
ち
が
町
衆
と
呼
ん
だ
こ
と
が
、
日
記
等
の
史
料
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

そ
の
後
時
代
を
経
て
、
町
衆
は
土
倉
衆
や
没
落
貴
族
を
も
吸
収
し
て
地
域
的
集
団
生
活
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た②
。

　
当
時
の
町
衆
の
生
活
や
京
都
を
取
り
巻
く
情
勢
に
つ
い
て
、『
言と
き

継つ
ぐ

卿き
ょ
う

記き

』
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
今
谷
明
氏
は
こ
の
日
記
に
つ
い
て

　『
言
継
卿
記
』
は
、
参
議
を
経
て
正
二
位
権
大
納
言
と
な
っ
た
戦
国
時
代
の
公
卿
・
山
科
言
継
が
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
か
ら

天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
に
か
け
て
書
き
綴
っ
た
日
記
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
皇
室
御
領
や
有ゆ
う

職そ
く

故こ

実じ
つ

、
さ
ら
に
医
薬
・
音
楽
・
文

学
・
芸
能
、
そ
し
て
京
都
町
衆
や
武
士
な
ど
に
よ
る
京
畿
の
政
治
動
向
、
社
会
的
事
件
ま
で
広
範
に
わ
た
っ
て
い
る
。

　（
中
略
）

　
史
学
の
初
心
者
に
も
読
み
や
す
い
親
し
み
の
持
て
る
内
容
を
、
平
易
で
わ
か
り
や
す
い
極
端
に
和
風
化
さ
れ
た
文
体
で
綴
っ
た
こ

の
日
記
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
貧
乏
公
卿
と
し
て
お
よ
そ
公
卿
ら
し
く
な
い
生
涯
を
送
っ
た
記
録
者
の
処
世
の
面
白
さ
に
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
重
要
な
の
は
、
見
聞
を
克
明
に
綴
っ
た
時
代
の
記
録
と
し
て
の
史
料
的
価
値
で
あ
る③
。

と
述
べ
て
い
る
。
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当
時
、
山
科
家
は
応
仁
の
乱
を
経
て
荘
園
と
し
て
の
領
地
が
ほ
ぼ
解
体
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
直
面
し
、
供く

御ご

人に
ん

か
ら
徴
す
る
公く

事じ

銭せ
ん

や
関
所
か
ら
の
不
安
定
な
収
入
を
得
る
の
み
と
い
う
貧
窮
の
状
態
に
あ
っ
た
。

　
天
文
元
年
（
一
五
三
二
）
六
月
に
は
『
言
継
卿
記
』
に

　
予
の
蚊
帳
質
物
こ
れ
あ
り
。
今
日
四
十
疋ひ
き

に
て
取
り
出
す
。
比
興
々
々
。

と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
生
活
苦
の
た
め
質
入
れ
し
て
い
た
蚊
帳
を
買
い
戻
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
当
時
の
逼
迫
し
た
経

済
状
況
が
う
か
が
え
る
。

　
そ
の
よ
う
な
生
活
苦
を
し
の
ぐ
た
め
、
言
継
は
医
薬
に
よ
る
副
業
を
行
な
っ
て
い
た
。
副
業
と
は
い
え
彼
の
医
療
は
本
格
的
な
も
の
で

あ
り
、
当
時
の
右
大
臣
を
始
め
女
官
や
僧
侶
に
至
る
ま
で
診
察
を
受
け
て
い
る④
。
言
継
は
多
数
の
地
下
庶
民
の
診
療
を
行
な
っ
て
い
る
こ

と
が
特
徴
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
地
域
住
民
と
の
交
流
は
か
な
り
幅
広
い
も
の
が
あ
っ
た⑤
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
町
衆
と
の
接
点
が
生

ま
れ
た
と
も
い
え
る
。

　
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
足
利
義よ
し

維つ
な

・
細
川
晴
元
ら
の
堺
公
方
府
は
洛
中
支
配
に
乗
り
出
し
た
も
の
の
、
足
利
義
晴
・
細
川
高
国
ら
が

京
都
に
入
っ
た
こ
と
に
よ
り
堺
公
方
軍
と
京
の
町
衆
・
公
家
と
の
間
で
種
々
の
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
。
そ
の
後
も
度
重
な
る
堺
公
方
軍
の

乱
入
に
対
し
て
、
町
衆
た
ち
は
結
束
を
固
め
て
町
を
守
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、
防
衛
の
た
め
の
「
か
こ
い
」
を
作
る
た
め

に
山
科
家
の
竹
が
大
い
に
役
に
立
っ
た
と
い
う
。『
言
継
卿
記
』
大
永
七
年
十
二
月
一
日
条
に
は
、
言
継
の
と
こ
ろ
へ
竹
を
十
本
所
望
し

て
き
た
町
衆
に
対
し
て
働
い
た
者
に
酒
を
飲
ま
せ
て
労
っ
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る⑥
。

　
し
か
し
そ
の
後
、
町
衆
た
ち
が
法
華
一
揆
と
し
て
自
治
の
力
を
増
し
軍
事
・
刑
事
警
察
権
を
も
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
勢
力
は
公

家
た
ち
を
も
脅
か
す
存
在
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
十
二
月
に
は
洛
西
の
村
を
一
向
一
揆
の
巣
窟
と
に
ら
ん
で
焼
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き
打
ち
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
、
言
継
も
『
言
継
卿
記
』
同
年
十
二
月
二
十
五
日
条
で
「
言
語
道
断
の
事
な
り
」
と
非
難
し
て
い
る⑦
。

法
華
一
揆
勢
力
は
そ
の
後
に
は
洛
外
農
村
の
代
官
請
（
徴
税
請
負
）
を
領
主
に
要
請
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
地
子
銭
の
不
沙
汰
、

あ
る
い
は
年
貢
の
減
免
で
あ
る
半
済
の
事
例
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
当
初
は
「
町
」
と
い
う
同
じ
地
域
に
生
活
す
る
者
と
し
て
、
協
力
的
と
も
い
え
る
立
場
で
あ
っ
た
公
家
た
ち
も
、
町
の
防
衛

と
い
う
本
来
の
目
的
を
超
え
た
力
を
持
ち
、
従
来
の
社
会
の
仕
組
み
を
変
え
て
公
家
勢
力
の
収
入
構
造
に
も
干
渉
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
法
華
一
揆
に
対
し
て
不
満
、
あ
る
い
は
恐
怖
の
思
い
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
法
華
一
揆
は
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）

に
松
本
問
答
を
契
機
と
し
て
起
こ
る
天
文
法
難
に
よ
り
鎮
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
に
至
る
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
う
し
た

公
家
・
荘
園
領
主
た
ち
旧
勢
力
の
危
機
感
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、
法
華
一
揆
の
歴
史
的
意
義

　
法
華
一
揆
の
果
た
し
た
役
割
、
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
筆
者
は
以
前
の
研
究
発
表⑧
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
当
時
の
京
都
は
近
郊
郷
村
な
ど
か
ら
の
乱
入
、
略
奪
の
危
機
に
加
え
、
一
向
一
揆
の
脅
威
に
も
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
幕
府
の
警
察

機
構
の
弱
体
化
も
と
も
な
い
、
京
都
住
民
の
自
衛
の
必
要
性
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
必
然
的
に
構
成
さ
れ
て
い
っ
た

法
華
一
揆
と
い
う
組
織
が
、
共
通
の
敵
を
持
っ
て
い
た
細
川
晴
元
政
権
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
細
川
政
権
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
京
都
の
町
の
自
衛
と
い
う
点
に
お
い
て
は
法
華
一
揆
成
立
の
目

的
は
果
た
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
各
地
で
の
戦
闘
に
よ
っ
て
力
を
つ
け
た
法
華
一
揆
の
軍
事
力
は
、
そ
の
自
治
の
力
を
成
長
さ
せ
る

た
め
に
大
い
に
役
立
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
つ
ま
り
以
上
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
に
、
京
都
に
お
け
る
町
衆
は
土
倉
・
酒
屋
な
ど
の
経
済
的
な
力
に
よ
っ
て
成
長
を
遂
げ
、
法
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華
宗
の
信
仰
に
よ
っ
て
そ
の
団
結
を
強
め
、
さ
ら
に
は
法
華
一
揆
と
い
う
軍
事
力
に
よ
っ
て
京
都
の
町
の
自
治
的
な
成
長
を
大
い
に

促
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
天
文
法
難
の
後
に
は
織
田
信
長
の
入
洛
に
よ
っ
て
京
都
の
町
は
次
第
に
新
し
い
封
建
的
専
制
支
配
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま

う
が
、
旧
勢
力
の
支
配
か
ら
自
ら
の
力
で
自
立
・
自
治
の
動
き
を
生
み
出
し
た
点
に
お
い
て
、
法
華
一
揆
は
歴
史
上
注
目
す
る
べ
き

事
柄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
法
華
一
揆
の
形
成
と
い
う
事
実
が
、
京
都
町
衆
の
手
に
よ
っ
て
自
治
を
進
め
る
契
機
と
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
先
行
研

究
に
お
い
て
も
度
々
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
は
、
生
活
共
同
体
で
あ
る
「
町
」
が
さ
ら
に
集
ま
っ
て
組
織
さ
れ
る
自
治
組
織
で
あ
る

「
町
ち
ょ
う

組ぐ
み

」
の
成
立
の
問
題
も
関
わ
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
法
華
一
揆
の
存
在
は
「
町
」
の
発
展
的
組
織
と
も
い
え
る
「
町
組
」
成
立
を
促

し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
今
谷
明
氏
は
町
組
結
成
を
推
測
す
る
手
掛
か
り
は
現
在
の
と
こ
ろ
残
さ
れ
て
い
な
い
、
と
し
な
が
ら
も
「『
年
頭
御
拝
礼
参
府
濫ら
ん

觴し
ょ
う

之

扣ひ
か
え』⑨
の
伝
承
を
も
参
考
に
し
て
、
天
文
初
年
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
憶
測
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
今
谷

氏
は
「
町
衆
の
自
衛
的
集
団
行
動
が
法
華
一
揆
の
末
端
組
織
＝
町
組
の
原
型
へ
と
編
成
さ
れ
（
中
略
）
町
組
は
町
衆
の
自
治
的
共
同
体
と

し
て
の
一
面
と
、
権
力
に
よ
る
行
政
の
末
端
組
織
と
し
て
の
両
面
を
持
つ
存
在
で
あ
っ
た
」
と
推
測
し
て
い
る⑩
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
西
尾
和
美
氏
は
「
京
都
に
お
い
て
町
組
が
い
つ
成
立
し
た
か
詳
細
に
明
ら
か
に
で
き
な
い
以
上
、
法
華
一
揆
と
の
関

わ
り
を
時
期
的
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い⑪
」
と
い
う
前
提
の
も
と
で
、
法
華
一
揆
と
町
組
成
立
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
地
域
的
な
比
較

検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
当
時
の
洛
中
法
華
寺
院
は
す
べ
て
町
組
の
地
域
的
広
が
り
と
は
は
ず
れ
た
位
置
に
あ
る
と
し
、

「
地
域
的
結
合
を
背
景
と
し
て
成
立
す
る
町
組
の
原
型
を
そ
の
末
端
組
織
と
し
て
戦
わ
れ
る
よ
う
な
基
本
的
構
造
を
以
て
法
華
一
揆
が
戦

わ
れ
た
と
す
る
理
解
に
は
直
ち
に
つ
な
が
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る⑫
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
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ま
た
、
河
内
将
芳
氏
は
法
華
一
揆
と
町
と
を
異
質
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
理
由
を
法
華
一
揆
が
お
も
に
信
仰
や
宗
教
の
結
び
つ

き
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
町
は
お
も
に
地
縁
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る⑬
。
つ
ま
り
、

こ
の
時
期
の
京
都
に
は
異
な
る
原
理
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
集
団
が
、
人
々
の
中
に
併
存
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
当
初
の
研
究
で
は
、
町
衆
と
法
華
一
揆
と
を
同
一
の
存
在
と
み
な
し
、
そ
の
武
力
及
び
勢
力
が
増
大
す
る
に
し
た

が
っ
て
町
の
自
治
を
獲
得
し
、
や
が
て
法
華
一
揆
は
細
川
政
権
に
利
用
さ
れ
壊
滅
に
至
る
が
、
町
か
ら
町
組
へ
と
京
都
の
自
治
を
進
め
た

と
い
う
点
に
法
華
一
揆
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
、
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
の
研
究
で
は
町
衆
と
法
華
一
揆
と
は
完
全
に
同
一
の

存
在
で
は
な
い
と
さ
れ
、
さ
ら
に
法
華
一
揆
の
存
在
が
ど
れ
ほ
ど
京
都
の
町
の
自
治
に
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
疑
問

視
す
る
研
究
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
町
組
の
成
立
年
に
関
す
る
史
料
が
乏
し
く
、
こ
の
点
に
関
し
て
現
状
結
論
を
出
す
に
は
尚
早
で
あ
る
が
、
筆
者
は
今
谷
氏
の
推
測
に
賛

同
す
る
。

　
周
知
の
通
り
当
時
の
法
華
宗
は
京
都
に
お
い
て
、
応
仁
の
乱
後
の
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
に
は
「
法
華
宗
の
繁
昌
は
耳
目
を
驚
か

す
も
の
な
り⑭
」
と
い
わ
れ
、
畿
内
法
華
一
揆
が
そ
の
隆
盛
を
極
め
た
と
さ
れ
る
天
文
元
年
（
一
五
三
二
）
に
な
る
と
後
に
「
京
中
大
方
題

目
の
巷
な
り⑮
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
ほ
ど
に
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
法
華
信
仰
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
、
町
衆
を
中
心
と
し
た
法
華
一
揆
と
地
縁
的
に
発
達
を
遂
げ
た
町
の
組
織
と
が
、
い
か
に
地
理
的
に
離
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
ま

っ
た
く
異
質
な
存
在
と
し
て
併
存
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
と
推
測
す
る
。
法
華
一
揆
と
町
の
組
織
と
は
少
な
か
ら
ぬ
関
連
を
持
っ
て

併
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
応
仁
の
乱
後
に
土
一
揆
な
ど
の
乱
入
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
被
害
者
で
あ
る
土
倉
は
傭
兵
に
よ
っ
て
防
衛
を
行
う
よ
う
に
な
り
、

町
々
に
は
そ
れ
ぞ
れ
警
固
の
者
を
配
置
し
て
い
た⑯
。
そ
の
後
に
は
町
衆
た
ち
が
自
衛
の
た
め
に
法
華
一
揆
と
い
う
武
力
を
持
っ
た
組
織
を

作
る
こ
と
に
な
る
。
京
都
周
辺
で
は
敵
対
し
て
い
た
山
門
勢
力
も
目
を
光
ら
せ
て
い
た
と
い
う
厳
し
い
状
況
の
中
で
、
洛
内
に
と
ど
ま
ら
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ず
洛
外
か
ら
も
武
器
を
持
っ
た
人
々
が
集
ま
り
、
当
地
が
極
度
の
緊
張
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
に
よ
り
当
事
者

で
あ
っ
た
法
華
一
揆
勢
力
と
、
地
縁
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
町
と
の
間
に
は
自
治
防
衛
と
い
う
観
点
か
ら
何
ら
か
の
接
点
が
あ
っ
た
と
考
え

る
の
は
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
法
華
一
揆
と
地
縁
組
織
た
る
町
と
の
間
に
関
係
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
町
組
成
立
の
問
題
と
、
法
華
一
揆
と
町
と
の
関
係
の
問
題
は
、
法
華
一
揆
の
果
た
し
た
役
割
、
歴
史
的
意
義
を
考
察

す
る
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
と
考
え
る
。

　
今
谷
氏
は
法
華
一
揆
に
つ
い
て

　
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
史
上
に
未
曾
有
の
市
民
に
よ
る
自
発
的
武
装
化
と
い
う
注
目
す
べ
き
運
動
も
、
そ
の
初
期
に
は
老
獪
な
戦

国
大
名
権
力
に
利
用
さ
れ
、
結
果
的
に
は
捨
て
ら
れ
た
形
に
な
っ
た
の
も
止
む
を
得
な
い
。
し
か
し
天
文
二
年
六
月
の
大
坂
と
の
講

和
以
降
、
法
華
一
揆
が
地
子
不
払
運
動
と
洛
中
洛
外
の
地じ

下げ

請う
け

を
要
求
、
展
開
し
た
と
き
、
こ
の
運
動
は
権
力
の
走
狗
た
る
こ
と
を

や
め
、
革
命
運
動
に
転
化
し
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。（
中
略
）
山
門
と
六
角
氏
の
武
力
に
苛
烈
な
弾
圧
を
食
ら
っ
た
法
華
一
揆

の
最
後
の
姿
こ
そ
、
こ
の
運
動
が
早
熟
な
革
命
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
を
何
よ
り
も
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か⑰
。

と
、
評
価
し
て
い
る
。
革
命
と
ま
で
評
価
を
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
一
考
を
要
す
る
が
、
法
華
宗
の
信
徒
が
中
心
と
な
り
自
発
的
に
武

器
を
取
り
、
少
な
く
と
も
数
年
間
に
お
い
て
は
（
京
都
の
町
の
成
長
に
対
し
て
、
ど
れ
く
ら
い
の
貢
献
度
が
あ
っ
た
の
か
疑
問
が
あ
る
に

せ
よ
）
自
治
の
動
き
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
は
歴
史
上
、
十
分
に
注
目
す
べ
き
出
来
事
で
あ
る
と
考
え
る
。
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三
、
今
後
の
課
題

　
今
回
、
本
稿
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
今
後
の
課
題
と
し
て
、
次
の
点
が
あ
る
。

　
一
つ
に
は
法
華
一
揆
の
構
成
員
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
以
前
の
研
究
発
表
に
お
い
て
筆
者
は

　
法
華
一
揆
の
構
成
員
は
法
華
宗
信
徒
を
中
心
と
し
、
そ
れ
に
加
え
て
信
徒
・
未
信
徒
混
在
の
京
都
町
衆
、
さ
ら
に
は
細
川
政
権
か

ら
の
報
酬
が
目
的
で
あ
っ
た
野
武
士
や
地
侍
な
ど
が
加
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
法
華
一
揆
の
隆
盛
と
と
も
に
、
そ
の

構
成
人
数
は
増
加
し
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る⑱
。

と
述
べ
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
冠
賢
一
氏
は

　
山
門
側
の
攻
撃
に
対
し
動
員
さ
れ
た
京
都
日
蓮
宗
側
の
加
担
者
も
、
京
都
諸
本
山
を
中
心
と
す
る
洛
内
の
僧
俗
信
徒
だ
け
で
は
な

か
っ
た
。
洛
内
諸
本
山
の
要
請
に
よ
り
、
京
都
防
衛
に
駆
け
付
け
た
諸
国
の
末
寺
僧
侶
信
徒
が
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
天
文

法
難
は
、
単
に
洛
内
の
一
事
件
に
と
ど
ま
ら
ず
、
す
ぐ
れ
て
全
国
的
規
模
を
も
つ
事
件
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
具
体
的
に
は
、
京

都
本
国
寺
を
本
山
と
仰
ぐ
若
狭
国
（
福
井
県
）
の
長
源
寺
の
一
党
、
同
じ
く
本
国
寺
を
本
山
と
仰
ぐ
下
野
国
（
栃
木
県
）
の
妙
金
寺

の
一
党
、
さ
ら
に
京
都
本
満
寺
を
本
山
と
仰
ぐ
摂
津
国
（
大
阪
府
）
高
槻
本
澄
寺
一
党
の
動
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

山
門
側
の
厳
し
い
警
固
の
な
か
京
都
に
駆
け
付
け
た
の
は
、
本
国
寺
・
本
満
寺
の
末
寺
僧
俗
信
徒
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
な
る
広
が

り
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
か⑲
。
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と
、
法
華
一
揆
へ
の
全
国
的
規
模
で
の
加
担
者
の
存
在
に
つ
い
て
指
摘
し
た
上
で
、
さ
ら
な
る
広
が
り
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
に
も
言
及

し
て
い
る
。
法
華
一
揆
が
京
都
周
辺
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
っ
と
大
き
な
規
模
で
の
事
件
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
京
都
の
町
へ

与
え
た
影
響
も
さ
ら
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
を
続
け
た
い
。

　
ま
た
、
も
う
一
つ
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
京
中
大
方
題
目
の
巷
な
り
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
当
時
の
京
都
に
法
華
宗
が
信
仰
さ
れ

て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
戦
国
仏
教
」
の
成
立
に
も
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
。

　
河
内
将
芳
氏
は
、
当
時
の
公
家
の
中
で
も
最
上
級
の
家
柄
で
あ
っ
た
近
衛
家
が
法
華
宗
を
尊
崇
し
始
め
、
近
衛
政
家
の
日
記
で
あ
る

『
後ご

法ほ
う

興こ
う

院い
ん

記き

』
に
、
政
家
の
娘
と
思
わ
れ
る
「
奥
御
所
」
と
よ
ば
れ
る
女
性
が
本
満
寺
に
お
い
て
題
目
を
唱
え
な
が
ら
臨
終
を
迎
え
た

と
い
う
記
述⑳
が
登
場
す
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る㉑
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
法
華
信
仰
に
よ
る
女
人
成
仏
の
教
義
が
女
性
の
信
仰
に
繋
が
っ
た

可
能
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
以
前
の
顕
密
仏
教
・
顕
密
寺
院
が
決
し
て
関
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
葬
送
に
法
華
宗
は
積
極
的
に
関
わ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
い
る㉒
。
こ
う
い
っ
た
要
素
こ
そ
が
顕
密
仏
教
か
ら
鎌
倉
新
仏
教
へ
と
信
仰
の
中
心
が
変
化
し
て
い
く
契
機

の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
、
と
も
推
測
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
湯
浅
治
久
氏
は
応
仁
の
乱
後
の
日
蓮
宗
寺
院
の
復
興
の
背
景
に
、
有
力
な
町
衆
た
ち
の
帰
依
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、

　
そ
こ
に
は
富
の
追
及
の
思
想
が
確
実
に
根
付
い
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
京
の
日
蓮
宗
寺
院
は
、
金
融
業
と
し
て
祠し

堂ど
う

銭せ
ん

の
貸
し
出

し
を
広
く
行
っ
て
い
た
が
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
妙
覚
寺
の
日
奥
は
、「
来
年
か
ら
自
分
の
持
ち
分
の
銀
八
目
以
外
は
、
日
蓮

聖
人
へ
進
上
せ
よ
。（
そ
れ
を
も
と
で
に
）
人
に
貸
す
な
ら
ば
一
割
の
利
子
を
取
り
聖
人
へ
戻
す
よ
う
に
」（『
万ば
ん

代だ
い

亀き

鏡き
ょ
う

録ろ
く

』）
と

定
め
て
い
る
。
つ
ま
り
当
時
は
日
蓮
の
名
の
も
と
に
祠
堂
銭
が
集
め
ら
れ
、
金
融
に
廻
さ
れ
、
回
収
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る㉓
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
湯
浅
氏
は
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日
蓮
自
身
も
、「
金
と
申
す
も
の
国
主
も
財
と
し
、
民
も
財
と
す
。
た
と
へ
ば
米
の
ご
と
し
、
一
切
衆
生
の
い
の
ち
な
り
。
ぜ
に

又
か
く
の
ご
と
し
」（『
上
野
殿
御
返
事
』）
と
、
金
銭
の
も
つ
魅
力
を
な
か
ば
肯
定
し
て
い
る
が
、
室
町
期
の
京
で
そ
れ
が
花
を
開

い
て
い
た
の
で
あ
る㉔
。

と
、
日
蓮
聖
人
に
も
金
銭
の
価
値
を
尊
び
、
利
益
を
追
及
す
る
こ
と
に
一
定
の
理
解
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
点

が
商
工
業
者
を
中
心
と
し
た
町
衆
た
ち
の
信
仰
に
繋
が
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
町
衆
か
ら
信
仰
を
集
め
た
日
蓮
宗
は
、
や
が
て
山
門
勢
力
か
ら
の
攻
撃
に
対
抗
す
る
た
め
に
寛
正
七
年
（
一
四

六
六
）
寛
正
の
盟
約
を
結
び
、
諸
門
流
や
一
致
・
勝
劣
派
の
拮
抗
が
一
時
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
湯
浅
氏
は
こ
れ
を
「
各
門

流
が
結
ん
だ
大
一
揆
」「
武
装
集
団
の
は
じ
ま
り
」
で
あ
る
と
し
、
こ
の
時
点
を
日
蓮
宗
が
「
戦
国
仏
教
」
化
す
る
端
緒
で
あ
る
と
す
る

説
が
あ
る㉕
、
と
し
て
い
る
。

　
ま
さ
に
こ
の
京
都
の
動
乱
の
時
期
こ
そ
が
、
顕
密
仏
教
か
ら
戦
国
仏
教
へ
と
変
わ
る
転
換
期
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
の
テ
ー
マ

で
あ
る
法
華
一
揆
、
町
衆
に
関
す
る
問
題
も
、
当
時
の
日
蓮
宗
の
教
義
の
拡
大
、
そ
こ
か
ら
の
戦
国
仏
教
の
成
立
・
展
開
と
い
っ
た
視
点

か
ら
見
る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
姿
が
見
え
て
く
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
別
の
課
題
と
し
て
、
河
内
将
芳
氏
は
近
年
、
法
華
一
揆
を
壊
滅
に
追
い
込
ん
だ
相
手
側
で
あ
る
延
暦
寺
の
実
態
が
下
坂
守
氏
に

よ
っ
て
解
明
さ
れ㉖
「
今
度
は
延
暦
寺
の
側
か
ら
天
文
法
華
の
乱
や
法
華
一
揆
を
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た㉗
」
と
し
て
、
重
要
な
進
展
で

あ
り
、
こ
の
視
点
か
ら
の
検
討
も
活
発
化
し
て
い
く
だ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ま
だ
ま
だ
課
題
が
山
積
し
て
い
る
現
状
で
は
あ
る
が
、
今
後
は
新
し
い
視
点
か
ら
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
引
き
続
き

研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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《
註
》　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

①
　
林
屋
辰
三
郎
「
町
衆
の
成
立
」（『
中
世
文
化
の
基
調
』）
二
〇
二
頁

②
　
林
屋
辰
三
郎
著
『
町
衆

　
京
都
に
お
け
る
『
市
民
』
形
成
史
』

③
　
今
谷
明
『
戦
国
時
代
の
貴
族
』
三
頁
〜
四
頁

④
　
服
部
敏
良
『
室
町
安
土
桃
山
時
代
医
学
史
の
研
究
』

⑤
　
大
岩
邦
「
転
換
期
に
於
け
る
公
家
の
交
際
圏
に
つ
い
て
」（『
日
本
女
子
大
学
紀
要
』
一
巻
四
号
）

⑥
　
今
谷
明
『
戦
国
時
代
の
貴
族
』
二
八
二
頁
〜
二
八
五
頁

⑦
　
同
右

　
一
〇
七
頁

⑧
　『
現
代
宗
教
研
究
』
第
四
四
号

⑨
　
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
正
月
、
下
京
の
町
組
の
代
表
五
名
が
将
軍
足
利
義
晴
の
も
と
へ
年
頭
の
挨
拶
に
出
か
け
た
際
の
費
用
の
分
担
に
つ
い

て
評
議
し
た
内
容
を
記
し
た
史
料
。
町
組
が
初
見
さ
れ
る
記
録
と
さ
れ
て
い
る
。

⑩
　
今
谷
明
『
戦
国
時
代
の
貴
族
』
二
九
六
頁

⑪
　
西
尾
和
美
「『
町
衆
』
論
再
検
討
の
試
み
│
天
文
法
華
一
揆
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
日
本
史
研
究
』
二
二
九
号
）
六
八
頁

⑫
　
同
右

　
七
二
頁

⑬
　
河
内
将
芳
『
日
蓮
宗
と
戦
国
京
都
』
一
六
〇
頁

⑭
　『
宣
胤
卿
記
』
文
明
十
三
年
三
月
廿
六
日
條

⑮
　『
昔
日
北
華
録
巻
中
』

⑯
　
今
谷
明
『
天
文
法
華
一
揆
　
武
装
す
る
町
衆
』
七
七
〜
七
八
頁

⑰
　
同
右
　
二
七
八
〜
二
七
九
頁

⑱
　『
現
代
宗
教
研
究
』
第
四
四
号

⑲
　
冠
賢
一
「
天
文
法
難
の
一
考
察
│
京
都
町
衆
と
諸
国
末
寺
信
徒
の
動
向
│
」（『
京
都
町
衆
と
法
華
信
仰
』）
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⑳
　『
後
法
興
院
記
』
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
閏
二
月
八
日
〜
三
月
五
日

㉑
　
河
内
将
芳
『
日
蓮
宗
と
戦
国
京
都
』
一
〇
七
頁

㉒
　
同
右

　
一
一
三
頁

㉓
　
湯
浅
治
久
『
戦
国
仏
教

　
中
世
社
会
と
日
蓮
宗
』
一
四
九
頁

㉔
　
同
右

　
同
頁

㉕
　
同
右

　
一
五
二
頁

㉖
　
下
坂
守
『
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
』

㉗
　
河
内
将
芳
「
解
説

　
事
件
史
叙
述
へ
の
こ
だ
わ
り
」（
今
谷
明
『
天
文
法
華
一
揆

　
武
装
す
る
町
衆
』
三
四
八
頁
）
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