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佐
々
木
　
健
策
　
提
出
　
学
位
申
請
論
文
（
論
文
博
士
）

　
　
『
戦
国
期
小
田
原
の
城
と
城
下
町
　
遺
跡
と
景
観
に
み
る
戦
国
大
名
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
本
論
文
は
、
戦
国
大
名
権
力
が
本
拠
地
と
し
て
形
成
し
た
都
市
の
景
観
を
、
歴
史
地
理
学

的
な
手
法
を
用
い
、
文
献
史
学
・
考
古
学
の
成
果
を
積
み
上
げ
て
検
証
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
都
市
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
や
経
緯
を
大
名
権
力
の
施
策
か
ら
抽
出

し
、
戦
国
大
名
が
ど
の
よ
う
な
考
え
方
や
志
向
性
に
よ
り
都
市
の
創
出
を
行
っ
た
の
か
を
明

ら
か
に
し
た
。
考
古
学
的
な
遺
跡
の
情
報
を
用
い
る
こ
と
で
年
代
観
を
明
確
に
し
、
社
会
構

造
や
文
化
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
り
入
れ
る
と
と
も
に
、
点
的
な
知
見
が
主
体
で
あ
る

考
古
学
的
な
情
報
を
地
理
学
的
に
総
合
し
て
、面
的
な
空
間
把
握
を
試
み
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

地
域
の
特
性
を
把
握
し
、
よ
り
具
体
的
な
都
市
景
観
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
研
究
目
的
・
研
究
手
法
に
基
づ
き
、
本
論
文
は
序
章
・
終
章
を
含
め
た
六
章
で
構
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成
し
た
。
第
一
・
二
章
で
は
大
名
権
力
の
本
拠
地
創
出
に
際
し
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
・
志

向
性
が
存
在
し
た
か
を
探
っ
た
。
第
三
・
四
章
で
は
、
具
体
的
な
都
市
景
観
に
つ
い
て
論
じ
、

都
市
領
域
が
も
つ
意
義
に
つ
い
て
検
証
し
た
。
そ
し
て
終
章
で
は
、
全
国
的
な
視
点
で
戦
国

大
名
の
本
拠
地
を
概
括
し
、
検
証
事
例
の
相
対
化
を
試
み
た
。

　
ま
ず
序
章
「
戦
国
時
代
の
都
市
」
で
は
、
研
究
対
象
と
し
て
関
東
の
戦
国
大
名
北
条
氏
を

取
り
あ
げ
、
そ
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
現
在
の
神
奈
川
県
小
田
原
市
を
対
象
と
す
る
こ
と
の
意

義
を
論
じ
た
。

　
関
東
で
は
、
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
に
始
ま
る
享
徳
の
乱
を
契
機
と
し
て
戦
国
時
代
と

な
る
。
北
条
氏
自
身
、
享
徳
の
乱
以
降
の
混
乱
に
乗
じ
て
関
東
に
進
出
し
た
一
族
で
あ
り
、

初
代
伊
勢
宗
瑞
は
明
応
の
政
変
（
一
四
九
三
）
を
機
に
関
東
へ
の
足
掛
か
り
を
得
て
い
る
。

ま
た
、
戦
国
時
代
の
終
わ
り
は
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
天
下
一
統
の
画
期
で
あ
る
天
正
十
八
年

（
一
五
九
〇
）
の
小
田
原
合
戦
が
定
点
と
さ
れ
る
。
以
上
の
点
に
着
目
す
る
と
、
ま
さ
に
北

条
氏
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
戦
国
時
代
の
歴
史
を
考
え
る
う
え
で
の
典
型
例
と
評
価
で
き

る
。
し
た
が
っ
て
、
北
条
氏
の
事
績
を
追
う
こ
と
は
、
戦
国
時
代
と
い
う
時
代
の
展
開
や
画
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期
を
概
観
す
る
の
に
適
し
て
い
る
。
以
上
を
ふ
ま
え
、
戦
国
時
代
を
中
心
と
し
た
中
世
都
市

研
究
の
研
究
史
を
確
認
し
た
。

　
特
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
網
野
善
彦
氏
が
提
唱
し
た
「
都
市
的
な
場
」
の
視
点
に
よ
る

空
間
・
性
格
の
相
違
を
踏
ま
え
た
都
市
の
捉
え
方
、「
時
の
断
面
」
に
よ
る
景
観
変
遷
を
踏

ま
え
た
空
間
分
析
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
の
成
果
を
例
に
、
考
古
学
の

成
果
を
用
い
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
ま
た
、
都
市
小
田
原
を
対
象
と
し
た

研
究
史
を
整
理
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
仁
木
宏
氏
が
主
導
す
る
守
護
所
研
究
で
の
位
置

づ
け
に
疑
義
を
提
示
し
、
小
川
信
氏
の
中
世
府
中
研
究
に
依
拠
し
て
「
守
護
所
」
と
い
う
都

市
像
に
対
し
、
問
題
提
起
を
行
っ
た
。
戦
国
時
代
の
小
田
原
は
「
相
模
府
中
」「
相
府
」
を

称
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
小
田
原
が
相
模
府
中
を
称
す
る
に
至
る
経
緯
と
系
譜
を
確
認
す

る
と
と
も
に
、
守
護
職
を
持
た
な
い
北
条
氏
が
小
田
原
を
「
府
中
」
と
称
し
た
意
味
の
重
要

性
を
指
摘
し
た
。

　 

第
一
章
「
戦
国
大
名
北
条
氏
の
志
向
性
」
で
は
、
北
条
氏
の
志
向
性
の
変
化
を
捉
え
る

た
め
、 

十
六
世
紀
前
葉
の
二
代
目
北
条
氏
綱
と
十
六
世
紀
後
葉
の
四
代
目
北
条
氏
政
に
着
目
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し
て
論
を
進
め
た
。

　
小
田
原
を
本
拠
地
と
定
め
た
北
条
氏
綱
は
、
神
社
仏
閣
の
造
営
を
行
う
こ
と
で
民
心
の
掌

握
を
図
り
、「
北
条
」
を
名
乗
り
「
関
東
管
領
」
を
称
す
る
こ
と
で
関
東
統
治
の
正
統
性
を

主
張
し
た
。
そ
し
て
、
官
職
の
取
得
、
人
物
や
文
物
の
移
入
な
ど
を
通
じ
、
京
都
・
幕
府
を

中
心
と
し
た
先
進
地
域
・
旧
体
制
を
背
景
に
権
威
を
確
立
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
北
条
氏
は
下
剋
上
の
戦
国
大
名
の
先
駆
け
の
よ
う
に
も
み
な
さ
れ
る
が
、
実
は
朝
廷
・
幕

府
、
あ
る
い
は
関
東
府
な
ど
の
伝
統
的
権
威
を
意
識
し
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
で
自
ら
の

家
格
の
向
上
、
正
統
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
は
発
給
文
書
の
内
容
か
ら

も
推
察
で
き
る
が
、
本
論
文
で
は
こ
れ
に
加
え
、
北
条
氏
所
持
を
伝
え
る
文
物
を
取
り
上
げ
、

北
条
氏
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
文
物
を
用
い
た
の
か
を
考
察
し
た
。

　
氏
綱
は
、
京
都
と
の
関
係
な
ど
を
通
じ
、
先
進
地
域
よ
り
人
物
・
文
物
を
積
極
的
に
小
田

原
へ
と
移
入
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
領
国
内
に
お
け
る
本
拠
地
の
存
在
感
を
表
出
さ
せ
、
小
田

原
が
領
国
内
に
お
け
る
首
府
都
市
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

北
条
氏
政
は
旧
体
制
へ
の
依
存
か
ら
、
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
構
築
に
よ
る
新
た
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な
価
値
観
の
創
出
、
利
用
へ
と
考
え
方
を
変
化
さ
せ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
武
田
氏
・
上
杉

氏
と
の
抗
争
の
展
開
、
室
町
幕
府
の
衰
退
・
滅
亡
の
中
で
、
伝
統
的
権
威
を
背
景
と
し
た
領

国
支
配
体
制
に
限
界
が
生
じ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
本
論
文
で
は
、
氏
政
発
給
文
書
か
ら
氏
政
の
性
格
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
氏
政
が
城
館

の
築
城
・
改
修
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
状
況
を
証
し
た
。
文
書
か
ら
導
き
出
し
た
氏
政

の
性
格
は
凡
帳
面
か
つ
繊
細
で
あ
り
、
小
田
原
合
戦
の
敗
者
と
し
て
語
ら
れ
る
氏
政
の
性
格

と
は
異
な
る
側
面
が
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
文
献
史
料
の
記
載
か
ら
氏
政
の
関
与
が
確
実
な

堀
の
発
掘
調
査
事
例
を
検
証
し
、
遺
構
の
形
態
か
ら
も
氏
政
の
性
格
に
迫
っ
た
。

　
氏
政
は
後
に
「
小
田
原
物
」
と
呼
ば
れ
る
小
田
原
産
の
文
物
に
ス
テ
ー
タ
ス
性
を
付
与
す

る
独
自
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
構
築
し
た
。
具
体
的
な
「
小
田
原
物
」
と
し
て
は
、兜
鉢
や
刀
、

天
明
釜
、
絵
画
、
漆
器
な
ど
が
あ
る
。
文
献
史
料
で
こ
れ
ら
の
使
用
形
態
を
直
接
知
る
こ
と

は
困
難
だ
が
、
伝
世
品
の
分
布
状
況
な
ど
か
ら
、
小
田
原
で
製
作
さ
れ
た
モ
ノ
、
小
田
原
で

購
入
し
た
モ
ノ
が
ス
テ
ー
タ
ス
性
を
帯
び
て
評
価
・
利
用
さ
れ
て
い
た
状
況
を
示
し
た
。

　
小
田
原
城
跡
御
用
米
曲
輪
下
層
で
確
認
さ
れ
た
独
創
的
な
遺
構
群
は
氏
政
の
時
期
に
相
当
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す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
伝
統
的
な
手
法
に
捉
わ
れ
な
い
独
創
的
な
考
え
方
で
構
築
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
氏
政
が
京
都
志
向
か
ら
独
自
の
価
値
観
の
創
出
、
利
用
へ
と
志
向
性
を

変
化
さ
せ
た
こ
と
の
傍
証
と
な
る
。

　
第
二
章
「
モ
ノ
に
み
る
領
国
支
配
の
諸
相
」
で
は
、
第
一
章
で
み
た
北
条
氏
の
志
向
性
を

出
土
遺
物
の
様
相
か
ら
確
認
し
た
。

　
関
東
地
方
で
は
、
北
条
氏
の
支
城
館
で
の
発
掘
調
査
も
多
く
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
成
果

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
城
館
で
出
土
し
て
い
る
か
わ
ら
け
・
陶
磁
器
の
出
土
点
数
を
集
計
し
、

地
域
ご
と
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
数
値
を
基
に
、
か
わ
ら
け
の
出
土
比

率
が
高
く
、
貿
易
陶
磁
の
出
土
比
率
が
低
い
と
い
う
特
徴
に
着
目
し
、
貿
易
陶
磁
・
か
わ
ら

け
か
ら
北
条
氏
の
領
国
支
配
の
実
態
に
触
れ
た
。

　
貿
易
陶
磁
に
つ
い
て
は
、
氏
政
の
書
状
か
ら
「
雖
不
珍
候
」
と
称
し
つ
つ
、
青
磁
な
ど
を

贈
答
品
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
発
掘
調
査
成
果
の
集
計
で
は

貿
易
陶
磁
は
関
東
地
方
で
は
極
め
て
貴
重
で
あ
り
、
小
田
原
に
お
い
て
も
多
く
は
な
い
状
況

が
確
認
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、「
雖
不
珍
候
」
と
記
し
て
陶
磁
器
を
贈
答
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品
と
し
て
用
い
て
い
る
様
子
に
、
先
に
見
た
氏
政
の
性
格
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
か
わ
ら
け
に
つ
い
て
は
、
関
東
地
方
で
は
一
般
に
ロ
ク
ロ
右
回
転
で
成
形
し
た
か
わ
ら
け

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
北
条
氏
は
京
都
系
と
評
価
さ
れ
る
手
づ
く
ね
成

形
の
か
わ
ら
け
を
導
入
し
て
お
り
、
小
田
原
で
は
関
東
地
方
に
系
譜
が
確
認
で
き
な
い
手
づ

く
ね
成
形
の
か
わ
ら
け
や
、
そ
れ
を
模
倣
し
た
ロ
ク
ロ
左
回
転
成
形
の
か
わ
ら
け
が
多
数
出

土
し
て
い
る
。

　
か
わ
ら
け
は
「
使
い
捨
て
」
の
土
器
で
あ
り
、
生
産
地
と
消
費
地
が
近
く
、
遠
隔
流
通
し

な
い
土
器
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
北
条
領
国
で
は
、
天
正
年
間
に
な
る

と
各
支
城
館
で
も
小
田
原
で
生
産
さ
れ
た
か
わ
ら
け
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
状
況
が
確
認
で

き
る
。
し
か
も
そ
の
出
土
状
況
は
、
主
郭
・
宗
教
施
設
な
ど
の
主
要
空
間
に
限
定
的
で
あ
る
。

ま
た
、
小
田
原
の
土
と
は
異
な
る
在
地
の
土
で
、
小
田
原
の
か
わ
ら
け
の
模
倣
品
が
作
ら
れ

て
い
る
状
況
も
確
認
で
き
、
小
田
原
の
か
わ
ら
け
が
求
め
ら
れ
、
真
似
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
小
田
原
の
か
わ
ら
け
が
特
別
な
価
値
観
と
役
割
を
も
っ
て
利
用
さ
れ
、
求
め
ら
れ
て
い
た
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様
相
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
氏
政
の
志
向
性
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
小
田
原
産
の
か
わ
ら

け
は
ま
さ
に
「
小
田
原
物
」
で
あ
り
、
小
田
原
産
で
あ
る
と
い
う
価
値
観
を
纏
わ
せ
、
領
国

内
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
検
証
を
行
い
え
た
の
は
、
関
東
地
方
に
点
在
す
る
領
国
内
の
遺
跡
の
調
査
成

果
の
蓄
積
が
大
き
い
。
本
拠
地
で
あ
る
小
田
原
で
も
六
百
箇
所
以
上
で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ

て
お
り
、
本
拠
地
の
他
に
支
城
館
の
発
掘
調
査
事
例
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
集
め
ら
れ
る
地
域

は
、
全
国
的
に
見
て
も
皆
無
で
あ
る
。
こ
れ
を
基
礎
資
料
と
す
る
こ
と
で
北
条
領
国
に
お
け

る
社
会
構
造
や
文
化
が
垣
間
見
え
た
も
の
で
あ
り
、
文
献
史
料
の
分
析
だ
け
で
は
確
認
し
え

な
か
っ
た
北
条
氏
の
領
国
支
配
の
一
端
が
確
認
で
き
た
事
例
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
戦
国
都
市
小
田
原
の
景
観
」
で
は
、
具
体
的
に
戦
国
都
市
小
田
原
の
景
観
に
つ

い
て
論
じ
た
。

　
小
田
原
は
、
近
世
以
降
も
城
下
町
・
宿
場
町
と
し
て
利
用
さ
れ
続
け
た
が
、
度
重
な
る
自

然
災
害
に
よ
る
被
災
・
復
興
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
戦
国
時
代
の
景
観
は
大
き
く
失
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
近
世
以
降
の
小
田
原
城
及
び
城
下
の
改
修
履
歴
を
確
認
し
、
確
実
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に
戦
国
時
代
に
遡
る
景
観
を
明
確
に
し
た
。

　
併
せ
て
、
戦
国
期
の
面
影
を
残
す
時
期
に
描
か
れ
た
「
相
州
小
田
原
古
絵
図
」
と
、
寛
永

十
年
（
一
六
三
三
）
の
寛
永
小
田
原
大
地
震
に
よ
る
被
害
・
復
興
後
の
「
相
模
国
小
田
原
城

絵
図
」、「
明
治
十
九
年
測
量
地
形
図
」
を
比
較
し
、
戦
国
時
代
ま
で
遡
る
可
能
性
の
あ
る
道

路
が
正
方
位
軸
に
の
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
発
掘
調
査
成
果
か
ら
区
画
を
示
す
可
能
性
の
あ
る
戦
国
期
の
道
路

状
遺
構
・
堀
・
溝
状
遺
構
を
抽
出
し
て
、
そ
れ
ら
が
正
方
位
を
基
本
と
し
、
方
格
地
割
を
有

し
て
い
る
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
方
位
軸
は
、
十
七
世
紀
前
葉
に
変
化
し
て
お
り
、

小
田
原
の
町
割
が
十
七
世
紀
前
葉
を
境
に
、
正
方
位
か
ら
二
五
～
三
〇
度
変
化
し
て
い
る
こ

と
を
証
し
た
。
そ
の
変
化
は
、
小
田
原
の
改
修
履
歴
や
絵
図
の
分
析
か
ら
、
寛
永
小
田
原
大

地
震
の
被
災
と
復
興
を
画
期
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
戦
国
時
代
の
小
田
原
は
正
方
位
・

方
格
地
割
を
基
軸
と
し
た
町
割
で
あ
り
、
そ
の
景
観
を
失
っ
た
の
は
寛
永
小
田
原
大
地
震
に

よ
る
も
の
と
結
論
付
け
た
。

　
そ
の
う
え
で
、
藩
校
集
成
館
跡
周
辺
や
杉
浦
平
太
夫
邸
跡
・
大
久
保
弥
六
郎
邸
跡
に
お
け
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る
遺
構
の
展
開
や
文
献
史
料
の
記
載
か
ら
、
区
画
内
部
の
構
造
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
文

献
史
料
や
発
掘
調
査
成
果
か
ら
比
定
し
得
る
居
住
者
の
職
能
と
分
布
を
示
し
、
戦
国
期
の
小

田
原
で
は
職
能
・
身
分
な
ど
に
よ
る
住
み
分
け
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
証
し
た
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
都
市
景
観
形
成
の
背
景
に
は
、
第
一
章
で
確
認
し
た
氏
綱
の
志
向

性
が
関
係
し
て
い
る
と
想
定
し
、
領
国
の
首
都
と
し
て
可
視
化
さ
れ
た
権
威
の
演
出
で
あ
る

と
捉
え
た
。
北
条
氏
は
守
護
と
し
て
の
系
譜
を
持
た
な
い
大
名
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
北
条

氏
が
都
市
を
創
出
す
る
際
に
規
範
と
し
た
の
は
、
仁
木
氏
の
言
う
「
守
護
所
」
の
論
理
で
は

な
く
、
京
都
の
将
軍
邸
・
幕
府
の
論
理
で
あ
り
、
一
国
の
首
府
た
る
「
府
中
」
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
論
じ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
小
田
原
の
事
例
か
ら
、
戦
国
大
名
の
本
拠
地
と
は
、
大
名
の
志
向
性
を
具
現

化
し
た
権
威
を
表
徴
す
る
景
観
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
北
条
氏
は
小
田
原

を
「
相
府
」「
府
中
」
と
称
し
、 

正
方
位
・
方
格
地
割
の
都
市
景
観
を
形
成
す
る
こ
と
で
、

他
の
戦
国
大
名
や
諸
勢
力
に
自
ら
の
権
威
と
志
向
性
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
四
章
「
都
市
小
田
原
の
領
域
」
で
は
、
小
田
原
の
代
名
詞
と
も
言
え
る
総
構
と
そ
れ
が

敷
設
さ
れ
る
位
置
の
空
間
論
理
を
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
総
構
に
囲
ま
れ
た
範
囲
が
氏
綱
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に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
都
市
域
を
基
本
と
し
て
、
三
代
氏
康
・
四
代
氏
政
に
よ
っ
て
展
開
さ

れ
た
都
市
域
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

　
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
、
本
章
で
は
小
野
正
敏
氏
に
よ
る
小
田
原
の
空
間
概
念
論
を
取
り

上
げ
、
そ
れ
を
検
証
・
補
強
す
る
形
で
論
を
進
め
た
。
小
野
氏
は
、
西
郡
明
神
社
・
居
神
明

神
社
・
松
原
明
神
社
・
山
王
社
（
北
条
稲
荷
）
を
四
至
と
し
て
小
田
原
の
空
間
構
成
を
捉
え

て
い
る
。
小
野
氏
は
神
社
の
立
地
を
重
視
し
て
空
間
構
成
を
捉
え
た
が
、
各
社
個
別
の
系
譜

や
評
価
検
証
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
各
社
の
系
譜
や
変
遷
を
確
認
す
る
こ
と
で
各

社
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
各
社
の
存
在
が
小
田
原
の
都
市
域
の
変
遷
を

示
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
元
々
小
田
原
と
い
う
都
市
空
間
に
は
、
居
神
明
神
社
の
前
身
で
あ
る
居
之
大
明
神
と
妙
福

寺
を
配
し
た
大
窪
地
区
に
先
行
都
市
域
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
氏
綱
に
よ
り
そ
の
東
側
に

新
た
な
都
市
が
形
成
さ
れ
た
（
中
心
都
市
域
）。
そ
の
際
に
松
原
明
神
社
が
現
在
の
位
置
に

鎮
座
す
る
こ
と
と
な
り
、
氏
綱
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
中
心
都
市
域
は
、
第
三
章
で
述
べ
た
正

方
位
・
方
格
地
割
が
確
認
さ
れ
る
範
囲
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
発
掘
調
査
成
果
か
ら
も
、
中
心
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都
市
域
で
は
十
六
世
紀
前
葉
を
遡
る
遺
構
は
検
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
北
条
氏
の
小
田
原
進
出

以
前
の
土
地
利
用
が
確
認
で
き
な
い
と
い
う
点
は
、
こ
の
変
遷
案
の
大
き
な
根
拠
で
あ
る
。

そ
の
後
、
氏
康
・
氏
政
期
に
都
市
域
は
東
側
へ
と
拡
大
し
、
新
興
都
市
域
が
成
立
す
る
。
こ

れ
は
、
東
側
に
立
地
す
る
山
王
社
・
北
条
稲
荷
の
経
歴
か
ら
指
摘
し
う
る
。

　
以
上
の
発
展
過
程
を
経
て
、
氏
政
段
階
に
西
郡
明
神
社
・
居
神
明
神
社
・
松
原
明
神
社
・

山
王
社
（
北
条
稲
荷
）
を
四
至
と
す
る
都
市
域
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の

範
囲
こ
そ
が
後
に
総
構
に
囲
ま
れ
る
範
囲
と
重
な
る
こ
と
を
証
し
た
。
一
方
で
、
総
構
の
外

域
と
さ
れ
た
地
域
に
は
、
不
遇
の
死
を
遂
げ
た
人
物
や
怨
霊
と
な
っ
た
人
物
を
祀
る
社
や
長

吏
持
ち
の
社
が
展
開
す
る
（
都
市
周
縁
域
）。
小
田
原
城
の
総
構
は
対
豊
臣
秀
吉
防
衛
線
で

は
あ
る
が
、小
田
原
の
都
市
域
と
都
市
周
縁
域
を
分
け
る
意
味
合
い
も
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

　
そ
も
そ
も
総
構
と
は
「
外
郭
線
」
の
こ
と
で
あ
り
、
文
献
史
料
上
の
初
見
は
畿
内
近
国
で

確
認
で
き
、
そ
の
用
途
は
寺
社
や
集
落
の
囲
郭
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
城
館
に
用
い
ら
れ
る
の

は
天
正
年
間
以
降
で
あ
り
、
決
し
て
小
田
原
独
自
の
も
の
で
は
な
い
。
本
章
で
は
、
そ
の
点

を
文
献
史
料
の
記
述
や
発
掘
調
査
事
例
を
交
え
て
証
し
た
。
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ま
た
、
小
田
原
の
総
構
を
文
献
史
料
上
「
総
（
惣
）
構
」
と
記
し
た
一
次
史
料
は
な
く
、

韮
山
城
・
岩
付
城
の
事
例
か
ら
、
北
条
領
国
で
は
外
郭
線
を
「
大
構
」
と
呼
称
し
た
可
能
性

が
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
、
文
献
史
料
の
検
証
か
ら
小
田
原
の
総
構
（
大
構
）
は
天
正
十
五

年
か
ら
構
築
さ
れ
、
天
正
十
六
年
二
月
に
は
完
成
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
総
構
（
大
構
）
は
、
先
行
都
市
域
で
あ
っ
た
大
窪
を
郭
外
へ
と

位
置
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
窪
が
郭
外
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
長
ら
く
総
構
西
側

の
位
置
を
考
え
る
う
え
で
の
疑
間
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
窪
を
小
田
原
の
先
行
都
市
域

と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
既
得
権
益
を
も
つ
先
行
都
市
域
は
、
都
市
小
田
原
の
発
展
過
程
に

お
い
て
役
割
を
終
え
て
い
た
と
評
価
す
る
新
た
な
考
え
を
示
し
た
。
こ
れ
は
、
小
田
原
は
松

原
明
神
社
の
門
前
町
を
起
源
と
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
従
来
の
説
を
否
定
す
る
も
の
で
も

あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
戦
国
都
市
小
田
原
の
発
展
過
程
を
明
確
に
し
え
た
。

　
終
章
「
都
市
か
ら
戦
国
大
名
を
考
え
る
」
で
は
、
本
論
文
の
成
果
を
整
理
し
つ
つ
、
現
状

の
到
達
点
と
し
て
小
田
原
と
比
較
検
証
し
う
る
他
地
域
の
事
例
を
確
認
し
、
全
国
的
な
大
名

権
力
の
本
拠
地
の
様
相
と
大
名
の
志
向
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
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全
国
的
に
見
た
場
合
、
豊
後
府
内
・
周
防
山
口
・
阿
波
勝
瑞
・
越
前
一
乗
谷
・
甲
斐
甲
府
・

越
後
春
日
山
・
駿
河
駿
府
・
陸
奥
梁
川
な
ど
の
大
名
本
拠
地
で
景
観
復
元
が
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
も
「
文
献
歴
史
地
理
学
」
に
よ
る
検
証
に
留
ま
り
、
本
拠
居
館
跡
の
発
掘

調
査
は
行
わ
れ
て
い
て
も
、 

城
下
で
の
発
掘
調
査
が
不
十
分
で
、「
考
古
歴
史
地
理
学
」
と

し
て
の
検
証
は
行
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
論
文
で
検
証
し
た
小
田
原
の
事

例
と
比
較
す
る
に
は
条
件
が
不
足
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
城
下
で
の
発
掘
調
査
成
果
の

蓄
積
が
あ
る
の
は
、
越
前
一
乗
谷
と
豊
後
府
内
の
み
で
あ
る
。
こ
の
二
都
市
と
小
田
原
を
比

較
す
る
こ
と
で
、
戦
国
大
名
の
本
拠
地
と
本
拠
創
出
に
お
け
る
大
名
の
志
向
性
の
相
対
化
を

試
み
た
。

　
そ
の
結
果
、
城
下
空
間
の
規
模
や
武
家
地
・
町
屋
の
規
模
な
ど
に
共
通
点
と
相
違
点
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
～
小
路
」
と
呼
称
す
る
街
路
に
よ
り
区
画
さ
れ
た
計
画
的
な
都
市

の
姿
に
は
共
通
性
が
あ
り
、
北
条
氏
が
京
都
を
志
向
し
、
そ
れ
を
表
徴
す
る
本
拠
を
求
め
た

「
京
都
ら
し
さ
」
と
同
等
の
志
向
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
小
田
原
と
一
乗
谷
・
豊
後
府
内
の
比
較
だ
け
で
は
検
証
事
例
と
し
て
は
不
十
分
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で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
儀
式
・
儀
礼
の
舞
台
装
置
で
あ
っ
た
庭
園
に
着
目
し
、
前
記
三
都
市

の
他
に
発
掘
調
査
で
居
館
か
ら
庭
園
遺
構
が
確
認
さ
れ
た
大
内
氏
の
周
防
山
口
と
阿
波
細
川

氏
（
三
好
氏
）
の
阿
波
勝
瑞
の
事
例
を
取
り
上
げ
た
。

　
そ
の
結
果
確
認
さ
れ
た
の
は
、
京
都
の
権
威
と
大
名
の
権
威
を
表
徴
す
る
装
置
と
し
て
の

庭
園
の
機
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
検
証
に
よ
り
、
京
都
を
志
向
す
る
戦
国
大
名
の
志
向
性

は
共
通
し
て
お
り
、
小
田
原
で
確
認
で
き
た
状
況
は
各
地
の
戦
国
大
名
の
本
拠
地
で
も
確
認

し
う
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
友
氏
や
大
内
氏
の
よ
う
な
守
護
大
名
か
ら
戦
国
大
名

と
な
っ
た
大
名
の
本
拠
地
だ
け
で
な
く
、
小
田
原
や
朝
倉
氏
の
越
前
一
乗
谷
の
よ
う
な
下
剋

上
の
「
当
世
風
」
戦
国
大
名
の
本
拠
地
に
も
指
摘
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
戦
国
大
名
の
本
拠
地
の
姿
は
、
ま
さ
に
一
国
の
首
都
た
る
都
市
景
観
を
示
す
も

の
で
あ
り
、そ
れ
は
「
府
中
」
に
通
じ
る
。
守
護
職
が
形
骸
化
し
た
戦
国
時
代
に
お
い
て
、「
守

護
所
」
の
系
譜
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
国
の
首
都
で
あ
る
「
府
中
」
の
系
譜
を
継
承
す
る
こ
と

こ
そ
、
戦
国
大
名
が
本
拠
地
を
他
の
都
市
と
差
別
化
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
小
田
原

の
事
例
は
、
戦
国
大
名
の
本
拠
地
が
そ
の
志
向
性
を
表
出
す
る
権
威
表
象
装
置
で
あ
っ
た
こ
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と
を
如
実
に
示
す
も
の
と
い
え
る
。

　
本
論
文
で
は
、
文
献
史
学
・
歴
史
地
理
学
・
考
古
学
と
い
う
多
視
点
か
ら
の
分
析
に
よ
り
、

個
別
分
野
だ
け
で
は
見
え
な
か
っ
た
情
報
が
浮
き
上
が
り
、
新
た
な
戦
国
時
代
像
を
描
き
出

す
こ
と
が
で
き
た
。
長
い
文
献
史
学
の
研
究
蓄
積
が
あ
り
、
発
掘
調
査
の
蓄
積
に
よ
る
多
く

の
情
報
を
有
す
る
小
田
原
だ
か
ら
こ
そ
検
証
で
き
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
考
古
学
に
よ
り
見

出
さ
れ
た
年
代
観
を
根
拠
と
し
、
歴
史
地
理
学
的
な
手
法
を
用
い
て
総
合
的
な
分
析
を
行
な

う
こ
と
の
有
効
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
学
位
請
求
論
文
、
佐
々
木
健
策
著
『
戦
国
期
小
田
原
の
城
と
城
下
町
』
は
、
近
年
著
し
く

進
展
し
た
考
古
学
的
な
調
査
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
、
小
田
原
城
お
よ
び
小
田
原
城
下
町
の

成
立
・
展
開
過
程
と
、
そ
の
歴
史
的
な
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
著
作
で
あ
る
。

　
わ
が
国
の
都
市
発
達
史
上
、
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
の
は
近
世
城
下
町
の
成
立
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
形
成
過
程
に
関
し
て
は
意
外
に
明
瞭
で
は
な
い
。
先
駆
形
態
で
あ
る
戦
国
大
名
の

拠
点
城
郭
や
城
下
に
関
わ
る
同
時
代
史
料
が
断
片
的
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
近
世
城
下
町
に

継
承
さ
れ
る
に
際
し
景
観
に
は
少
な
か
ら
ぬ
改
変
が
加
え
ら
れ
て
き
た
た
め
、
戦
国
城
下
町

の
精
細
な
復
元
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
戦
国
期
の
城
郭
・
城
下
の
形
成

と
発
展
、
さ
ら
に
近
世
城
下
町
へ
の
変
容
を
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
観
察
し
う
る
事
例
研
究

の
蓄
積
が
求
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
近
年
よ
う
や
く
各
地
の
戦
国
期
の
城
郭
や
城
下
に
関
す
る
歴
史
考
古
学
的
な
発

掘
調
査
が
本
格
化
し
、
多
く
の
新
た
な
知
見
が
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
先
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駆
け
と
な
っ
た
越
前
一
乗
谷
城
下
の
事
例
は
、「
実
像
の
戦
国
城
下
町
」
の
典
型
例
（
モ
デ
ル
・

ケ
ー
ス
）
と
し
て
、
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
各
地
で
調
査
研
究
が
進
展
し

た
こ
と
に
よ
り
、
一
乗
谷
の
研
究
成
果
の
み
で
は
理
解
で
き
な
い
多
様
な
戦
国
期
城
下
町
の

姿
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
城
下
町
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
戦
国
期

の
社
会
に
位
置
づ
け
る
か
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

　
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
以
降
、
広
く
関
東
一
円
に
拡
大
さ
れ
る
北
条
氏
の
領
国
支
配

の
首
府
と
し
て
発
展
し
た
戦
国
期
城
下
町
、
相
模
国
小
田
原
は
、
こ
う
し
た
研
究
史
上
の
課

題
に
応
え
う
る
好
個
の
事
例
で
あ
り
、
近
年
の
注
目
す
べ
き
発
掘
調
査
の
成
果
を
総
括
す
る

と
と
も
に
、
文
献
、
絵
図
な
ど
の
関
連
史
料
の
歴
史
地
理
学
的
な
総
合
を
図
っ
た
佐
々
木
氏

の
論
文
は
、
ま
さ
に
時
宜
を
得
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
戦
国
期
城
下
町
研
究
は

越
前
一
乗
谷
の
事
例
を
相
対
化
す
る
た
め
の
も
う
一
つ
の
参
照
軸
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
序
章
で
は
、戦
国
都
市
研
究
に
お
け
る
仁
木
宏
氏
の
「
守
護
所
」
系
譜
説
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
と
し
て
、
守
護
所
の
系
譜
は
も
た
な
い
が
、
様
々
な
「
都
市
的
な
場
」
形
成
の
契
機
が
併

存
し
た
小
田
原
の「
府
中
」化
、す
な
わ
ち
一
国
の
中
核
都
市
化
の
過
程
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
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小
田
原
に
拠
を
置
い
た
二
代
北
条
氏
綱
、
四
代
北
条
氏
政
の
人
間
性
や
志
向
性
か
ら
城
郭

普
請
や
輸
入
陶
磁
器
・
か
わ
ら
け
な
ど
の
消
費
文
化
の
変
遷
を
解
く
第
一
章
・
第
二
章
は
、

考
古
学
的
な
遺
物
・
遺
構
か
ら
戦
国
大
名
の
個
性
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
試
み
と
し
て
、
興
味

深
い
事
実
を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
第
二
章
で
、
関
西
で
は
決
し
て

珍
し
く
な
い
舶
載
陶
磁
器
が
関
東
で
は
希
少
価
値
を
も
っ
た
威
信
財
と
し
て
贈
答
に
用
い
ら

れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
関
東
の
北
条
領
国
内
に
お
い
て
、
小
田
原
産
の
京
都
風
手
づ
く
ね
か

わ
ら
け
が
特
別
な
価
値
観
と
役
割
を
も
っ
て
利
用
さ
れ
、
求
め
ら
れ
て
い
た
、
と
の
指
摘
も
、

佐
々
木
氏
が
関
東
一
円
の
出
土
遺
物
を
博
捜
し
て
明
ら
か
と
な
っ
た
知
見
で
あ
り
、
関
東
地

方
に
お
け
る
物
質
文
化
の
特
質
に
論
及
し
た
点
も
本
論
文
の
重
要
な
成
果
と
な
っ
た
。

　
第
三
章
は
、
戦
国
期
小
田
原
の
景
観
復
元
に
際
し
、
近
世
以
降
に
加
え
ら
れ
た
景
観
要
素

の
変
化
を
丹
念
に
追
い
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の 
「
上
書
き
」
を
消
去
し
つ
つ
、
そ
れ
以
前
の
景

観
を
探
る
、
と
い
う
歴
史
地
理
学
的
な
手
法
を
丁
寧
に
実
践
し
た
成
果
で
あ
る
。
そ
の
一
例

と
し
て
、
戦
国
期
小
田
原
に
お
い
て
、
複
数
の
方
形
居
館
が
林
立
す
る
景
観
を
提
示
し
た
点

は
重
要
で
あ
り
、こ
こ
に
近
世
城
下
町
と
の
本
質
的
な
違
い
の
一
端
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
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樹
叢
か
ら
居
館
や
寺
院
を
考
察
し
て
い
る
点
も
斬
新
で
あ
り
、
景
観
復
元
の
新
た
な
視
点
を

提
示
し
た
点
も
独
創
的
で
あ
り
、
高
く
評
価
で
き
る
。

　
小
田
原
の
「
総
構
」
を
取
り
上
げ
た
第
四
章
で
は
、構
築
の
時
期
を
特
定
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
ラ
イ
ン
の
地
形
的
意
味
や
町
の
四
至
を
画
す
る
神
社
の
系
譜
と
の
関
わ
り
な
ど
を
分
析

し
、
囲
繞
さ
れ
た
範
囲
が
構
築
当
時
一
定
の
都
市
的
発
展
を
遂
げ
た
領
域
で
あ
っ
た
こ
と
を

検
証
し
た
。
小
田
原
合
戦
を
契
機
と
し
て
「
総
構
」
の
概
念
が
拡
散
し
た
と
い
う
想
定
も
興

味
深
く
、
今
後
の
「
総
構
」
研
究
の
起
点
と
し
て
広
く
参
照
さ
る
べ
き
論
考
と
な
っ
た
。
小

田
原
に
先
行
す
る
都
市
域
と
推
定
さ
れ
る
「
大
窪
」
が
、「
総
構
」
内
に
組
み
込
ま
れ
な
か
っ

た
と
い
う
事
実
は
、
小
田
原
の
創
建
都
市
的
性
格
を
物
語
る
重
要
な
論
点
と
い
え
る
。

　
終
章
は
、
一
乗
谷
（
朝
倉
氏
）、
豊
後
府
内
（
大
友
氏
）、
山
口
（
大
内
氏
）、
勝
瑞
（
細

川
氏
）
な
ど
、
近
年
の
戦
国
期
城
下
町
や
大
名
居
館
の
研
究
成
果
と
比
較
し
な
が
ら
、
北
条

氏
の
拠
点
で
あ
る
小
田
原
の
特
質
と
意
義
を
、
戦
国
期
の
社
会
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
、
評

価
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
城
下
町
や
庭
園
の
景
観
に
北
条
氏
の
大
名
権
力
の
特
質
の

表
象
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
視
角
は
、
戦
国
城
下
町
研
究
の
今
後
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
も
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の
で
あ
り
、
本
書
の
総
括
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　
以
上
、
本
論
文
の
独
創
性
や
意
義
に
つ
い
て
指
摘
し
て
き
た
。
総
合
的
に
判
断
し
て
、
本

論
文
は
現
段
階
に
お
け
る
戦
国
期
小
田
原
城
・
都
市
小
田
原
に
関
す
る
最
も
信
頼
で
き
る
研

究
成
果
で
あ
り
、
多
く
の
新
知
見
と
と
も
に
、
今
後
の
斯
界
の
研
究
に
大
き
な
刺
激
と
示
唆

を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。

　
も
と
よ
り
本
論
文
に
も
、
再
考
の
余
地
を
残
し
た
問
題
が
散
見
さ
れ
る
。
佐
々
木
氏
は
戦

国
期
小
田
原
に
「
正
方
位
の
方
格
地
割
」
を
も
っ
た
町
割
（
都
市
計
画
）
が
施
工
さ
れ
た
と

指
摘
す
る
が
、
正
方
位
を
志
向
す
る
直
線
街
路
の
存
在
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
方
格
地
割

と
称
し
う
る
よ
う
な
拡
が
り
を
も
っ
た
直
交
街
路
パ
タ
ー
ン
は
見
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
表
現

が
適
切
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
指
摘
が
帰
着
す
る
と
こ
ろ
の
戦
国
大
名
の
志
向
性

の
一
つ
と
し
て
、
佐
々
木
氏
は
「
京
都
ら
し
さ
」
へ
の
憧
憬
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
解
釈
・

表
現
も
い
さ
さ
か
情
緒
的
に
傾
い
た
点
が
惜
し
ま
れ
る
。
御
用
米
曲
輪
下
層
の
庭
園
は
、
た

し
か
に
「
京
都
を
中
心
と
し
た
中
世
の
伝
統
的
な
作
庭
の
規
範
か
ら
」
逸
脱
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
各
地
の
庭
園
と
の
共
通
点
を
見
出
す
よ
り
も
、「
京
都
指
向
か
ら
の
転
換
」
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の
あ
り
方
を
詳
細
に
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
が
、
小
田
原
の
特
質
を
論
じ
る
際
に
は
有
効
で

あ
り
、
各
地
の
戦
国
城
下
町
の
研
究
に
と
っ
て
も
重
要
な
視
点
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
佐
々
木
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
関
東
一
円
を
支
配
し
た
戦
国
大
名
・
北
条
氏
の
権
力
構
造

が
城
郭
や
城
下
町
に
い
か
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
、
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
分

析
視
角
は
、
戦
国
時
代
に
限
ら
れ
た
わ
け
で
な
く
、
平
泉
や
鎌
倉
な
ど
に
端
を
発
し
、
伏
見
、

大
坂
を
経
て
江
戸
に
結
晶
す
る
武
家
政
権
の
中
枢
都
市
の
系
譜
に
お
い
て
、
様
々
な
時
代
の

特
質
を
も
っ
た
権
力
表
象
の
あ
り
方
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
佐
々
木
氏
に

は
、
今
後
、
こ
う
し
た
中
世
都
市
形
成
史
の
流
れ
を
射
程
に
お
い
た
研
究
の
展
開
に
大
き
な

期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
著
者
佐
々
木
氏
は
学
部
卒
業
後
、
小
田
原
市
教
育
委
員
会
に
職
を
得
て
長
く
現
場
で
発
掘

調
査
を
担
当
し
、
そ
の
成
果
の
と
り
ま
と
め
に
従
事
し
て
き
た
。
多
忙
な
日
常
業
務
の
な
か

で
こ
う
し
た
研
究
成
果
を
上
梓
で
き
た
の
は
、
本
人
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
加
え
、
周
囲
の
温

か
い
協
力
の
賜
で
あ
る
。
本
論
文
の
刊
行
は
、
そ
う
し
た
繁
忙
な
環
境
下
で
研
究
を
続
け
る

多
く
の
研
究
者
に
勇
気
と
刺
激
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
た
い
。
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以
上
の
よ
う
な
所
見
に
基
づ
き
、
本
論
文
の
提
出
者
、
佐
々
木
健
策
氏
は
博
士
（
歴
史
学
）

の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
を
も
つ
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
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