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補
論 

 

中
世
後
期
に
お
け
る
諸
国
一
宮
の
現
状
と
近
世
へ
の
変
遷 

  

は
じ
め
に 

  

 

諸
国
一
宮
に
関
す
る
研
究
は
、
近
年
の
一
宮
研
究
会
の
研
究
成
果
に
よ
り
大
き
な
進
展
を
遂
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
宮
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と

が
必
ず
し
も
一
宮
制
の
普
遍
性
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、「
多
様
性
」と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
収
斂
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。諸
国
に
お
け
る
一
宮
の
成
立
、

そ
し
て
そ
の
解
体
が
足
並
み
を
揃
え
な
い
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
１

。
中
世
後
期
、
特
に
戦
国
期
に
お
い
て
は
史
料
の
消

失
や
散
逸
に
よ
り
そ
の
実
態
が
は
っ
き
し
な
い
こ
と
も
一
宮
の
研
究
に
お
い
て
は
大
き
な
足
枷
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
戦
国
期
か
ら
江
戸
期
ま
で
の
諸
国
一
宮
の
現
状
を
ま
と
め
て
い
き
な
が
ら
、
幾
つ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
特
徴
点
を
提
示
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。
ま
た
、
諸
国
一
宮
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
は
個
々
の
具
体
的
な
「
一
宮
」
研
究
の
積
み
重
ね
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
研
究
課
題
と
し
て
す

で
に
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
、
中
世
後
期
か
ら
戦
国
期
ま
で
の
諸
国
に
お
け
る
「
多
様
性
」
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
近
世
江
戸
期
の
幕
藩
体
制
に
お
け
る
諸
国

一
宮
の
変
遷
を
見
通
し
た
一
宮
研
究
の
足
が
か
り
に
な
れ
ば
と
考
え
る
。 

  

一
、
社
殿
に
関
し
て 

   

戦
国
期
に
お
い
て
、
多
く
の
社
寺
は
兵
火
に
よ
り
被
害
を
受
け
て
い
た
。
一
宮
で
あ
る
各
国
の
鎮
守
に
あ
っ
て
も
例
外
で
は
な
く
、
河
内
・
和
泉
・
摂
津
・
伊
賀
・

伊
勢
・
遠
江
・
駿
河
・
伊
豆
・
上
総
・
近
江
・
美
濃
・
飛
騨
・
下
野
（
日
光
・
宇
都
宮
）・
越
前
・
越
中
・
越
後
（
居
多
）・
但
馬
・
因
幡
・
伯
耆
・
美
作
・
備
前
・

土
佐
・
筑
後
・
肥
前
（
河
上
・
千
栗
）・
日
向
・
大
隅
の
多
く
の
国
々
で
焼
亡
に
遭
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
焼
亡
の
理
由
の
多
く
は
、
戦
火
に
巻
き
込
ま
れ
た
結
果
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で
あ
り
、
一
宮
自
体
が
そ
の
攻
撃
対
象
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
戦
火
を
受
け
た
一
宮
の
中
に
は
、
一
宮
自
体
が
意
図
的
に
攻
撃
対
象

と
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
飛
騨
国
一
宮
で
あ
る
水
無
社
で
は
、
金
森
長
近
が
飛
騨
侵
攻
に
際
し
て
、
水
無
社
一
宮
民
部
少
輔
長
綱
の
嫡
男
で
あ
る
三
木
三
沢
が
国

人
衆
と
結
託
し
て
一
揆
を
起
こ
し
、
水
無
社
に
立
て
こ
も
っ
た
た
め
に
攻
め
ら
れ
た
２

。
ま
た
、
美
作
国
一
宮
で
あ
る
中
山
社
で
は
、
尼
子
氏
が
美
作
に
侵
攻
し
た

際
に
、
国
人
や
農
民
ら
が
中
山
社
に
立
て
こ
も
り
、
土
一
揆
を
起
こ
し
た
た
め
に
兵
火
に
遭
っ
た
３

。
た
だ
、
こ
れ
ら
飛
騨
や
美
作
の
例
に
お
い
て
も
、
一
宮
の
動

向
が
戦
火
を
招
い
た
も
の
で
は
な
く
、
一
宮
の
存
在
が
国
人
や
農
民
ら
の
支
柱
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
宮
を
取
り
巻
く
周
辺
の
動
向
に
巻
き
込
ま
れ
た
中
で
の
災

禍
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

次
に
、
一
宮
の
動
向
が
兵
火
を
招
い
た
事
例
を
挙
げ
た
い
。
本
論
で
も
幾
度
か
取
り
上
げ
た
が
、
豊
前
国
一
宮
で
あ
る
宇
佐
宮
で
は
、
大
友
義
鎮
に
よ
り
幾
度
か

破
却
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
大
友
氏
か
ら
の
軍
役
拒
否
を
始
め
と
す
る
支
配
体
制
へ
の
組
込
に
消
極
的
な
態
度
を
取
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
４

。
ま

た
、
筑
後
国
一
宮
で
あ
る
高
良
社
に
お
い
て
も
高
良
山
一
体
を
島
津
氏
に
よ
っ
て
焼
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
友
方
に
つ
く
座
主
良
寛
・
大
祝
・
大
宮
司
、
そ
し

て
龍
造
寺
氏
や
島
津
氏
に
つ
く
座
主
麟
圭
と
、
内
部
分
裂
の
み
な
ら
ず
、
周
辺
勢
力
の
動
向
に
流
動
的
な
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
不
安
定
な
状
況
に
置
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
５

。
そ
し
て
紀
伊
国
日
前
国
懸
社
で
は
、
小
牧
・
長
久
手
の
戦
（
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
））
に
お
い
て
国
造
紀
忠
雄
が
徳
川
方

に
与
し
た
た
め
に
秀
吉
の
紀
州
攻
め
に
お
け
る
太
田
合
戦
で
破
却
を
受
け
た
６

。
こ
の
よ
う
に
、
一
宮
が
そ
の
地
域
に
お
い
て
在
地
勢
力
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て

い
る
こ
と
が
戦
国
期
に
お
い
て
は
裏
目
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。 

 

次
に
、
社
殿
の
造
営
に
関
し
て
触
れ
た
い
と
思
う
。
古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
造
営
な
ど
に
対
す
る
負
担
に
は
大
き
な
流
れ
と
し
て
、
国
衙
役
→
一
国
平
均
役

→
奉
加
・
勧
進
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
今
回
は
特
に
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
一
宮
の
造
営
負
担
に
つ
い
て
整
理
を
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず

奉
加
の
例
を
挙
げ
て
み
た
い
と
思
う
。【
表
一
】
の
よ
う
な
例
が
見
て
取
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
民
衆
の
手
に
よ
る
も
の
が
大
き
い
の
で
、
負
担
層
の
把
握
が
重
要
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
中
世
後
期
に
入
る
と
一
国
平
均
役
と
し
て
の
造
営
が
減
り
始
め
る
が
、
豊
後
や
肥
後
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
大
友
氏
や
阿
蘇
氏
な
ど
、
そ
の
国
々
で

安
定
し
た
領
国
経
営
が
な
さ
れ
て
い
る
国
で
は
室
町
期
以
降
で
も
一
国
平
均
役
が
で
き
る
体
制
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
中
世
後
期
か
ら
近

世
に
か
け
て
は
諸
大
名
に
よ
る
社
殿
の
造
営
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
枚
挙
に
暇
が
無
い
ほ
ど
あ
る
が
、
近
世
に
な
る
と
民
衆
が
そ
の
造
営
に
携
わ
っ

て
い
く
こ
と
も
近
世
に
お
け
る
状
況
を
知
る
一
端
と
な
る
だ
ろ
う
（
附
一 

中
世
後
期
～
近
世
に
お
け
る
一
宮
の
動
向
を
参
照
）。 

次
に
挙
げ
る
例
は
、
勧
進
に
よ
る
造
営
に
な
る
【
表
二
】。
そ
れ
ほ
ど
例
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
遠
江
や
但
馬
で
は
近
世
中
期
の
勧
進
に
よ
る
造
営
が
な
さ
れ

て
い
る
。
他
国
に
お
け
る
一
宮
の
信
仰
の
状
況
や
勧
進
の
実
態
を
併
せ
な
が
ら
考
察
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
例
を
挙
げ
る
の
み
で
止
め
た
い
と
思
う
。
し
か
し
、

近
世
に
入
る
と
藩
や
幕
府
と
強
い
つ
な
が
り
の
あ
る
一
宮
で
は
官
に
よ
る
造
営
も
多
く
あ
る
が
、
先
述
の
奉
加
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
や
は
り
民
衆
や
勧
進
な
ど
民
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が
中
心
と
な
っ
た
造
営
に
シ
フ
ト
し
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
ま
た
こ
れ
か
ら
挙
げ
る
例
は
、
他
国
の
負
担
に
よ
る
造
営
に
な
る
が
、
武
田
氏
に
よ
る
領
国
経
営
に
お
け
る
特
異
タ
イ
プ
と
し
て
紹
介
し
た
い
。
信
濃
国
諏
訪
社

の
造
営
を
武
田
氏
は
、
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
・
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）・
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
の
三
回
に
渡
っ
て
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
武
田
領
国
内

に
お
け
る
造
営
負
担
で
あ
り
、
必
ず
し
も
信
濃
国
の
み
の
負
担
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
従
来
の
負
担
形
態
を
崩
す
結
果
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
地
域
性
を
解
体
さ

せ
て
い
く
要
因
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
７

。
ま
た
武
田
氏
は
諏
訪
社
の
み
な
ら
ず
、
上
野
国
貫
前
社
に
お
い
て
も
、
永
禄
十
年
（
一
五

六
七
）
に
信
濃
四
郡
に
造
営
費
を
負
担
さ
せ
る
な
ど
、
領
国
経
営
の
枠
組
み
の
中
で
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
８

。 

           

 

     

河内：枚岡社 1477年・1826年：氏子の奉加 

伊賀：敢国社 1609年：国中の郷士・百姓の協力を求める 

相模：寒川社 1697年・1741年：近郷の奉加 

陸奥：都都古和気社 

   （馬場） 

1595年：佐竹氏家臣団及び郷村の奉加 

加賀：白山比咩社 摂末社の造営に際し、前田一門及び藩士の奉加 

能登：気多神宮 1584 年：肝煎・百姓らに前田利家は奉加を命

じる 

丹波：出雲社 1557年：諸層の奉加 

但馬：出石社 民衆の奉加 

播磨：伊和社 1858年：民衆の奉加 

土佐：土佐社 1567 年：長宗我部元親による上級家臣から地

下層までの夫役 

豊後：由原社 1577・78年：一国平均役として賦役 

肥後：阿蘇社 1472年：一国平均役として賦役 

志摩：伊雑宮 明応～慶長期の造営に、社人が諸国を回

る 

遠江：小国社 1742 年：遠江・駿河・三河・信濃の 4

カ国の勧進を幕府許可 

伊豆：三嶋社 1526年：諸国勧進を北条氏綱許可 

但馬：出石社 1770 年・1774 年の造営のため、諸国勧

進 

肥前：河上社 1477年：勧進僧の協力 

【表二】 

【表一】 
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二
、
社
領
に
関
し
て 

  

戦
国
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
社
領
に
つ
い
て
、
２
つ
の
観
点
か
ら
事
例
を
挙
げ
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

ま
ず
は
社
領
の
没
収
か
ら
一
宮
の
動
向
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
一
概
に
社
領
の
没
収
と
言
っ
て
も
、
幾
つ
か
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

う
が
、
や
は
り
秀
吉
に
よ
る
太
閤
検
地
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
太
閤
検
地
に
よ
り
中
世
的
土
地
制
度
が
否
定
さ
れ
、
近
世
的
土
地
制
度
へ
と
移
行
し

て
い
く
。
一
宮
に
お
い
て
は
、
山
城
・
大
和
・
摂
津
・
遠
江
・
鹿
島
・
近
江
・
美
濃
・
但
馬
・
紀
伊
・
筑
後
・
豊
前
・
肥
前
（
千
栗
）
と
い
っ
た
国
々
で
太
閤
検
地

に
よ
り
社
領
が
没
収
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
太
閤
検
地
で
は
な
い
が
、
秀
吉
に
よ
り
社
領
没
収
を
受
け
た
一
宮
も
あ
る
。
先
ほ
ど
の
紀
伊
国
日
前
国
懸
社
は
小
牧
・
長

久
手
の
戦
に
お
い
て
、
国
造
紀
忠
雄
が
徳
川
方
に
与
し
た
た
め
に
、
そ
し
て
下
野
国
二
荒
山
（
日
光
）
も
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）、
北
条
氏
に
与
し
た
こ
と
に
よ

り
山
領
没
収
と
な
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
領
主
の
没
落
と
と
も
に
社
領
没
収
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
下
野
国
二
荒
山(

宇
都
宮)

で
は
、
在
地
領
主
で
あ
っ
た
宇
都
宮
氏
が
秀
吉
に
よ
り
改
易
さ

れ
た
た
め
に
社
領
が
没
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
社
家
が
領
主
化
し
て
い
た
こ
と
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
ま
た
越
前
国
気
比
宮
で
は
、
織

田
氏
に
よ
る
朝
倉
氏
の
滅
亡
後
、
社
人
が
朝
倉
方
に
与
し
て
い
た
た
め
に
没
収
を
受
け
て
い
る
。
理
由
と
し
て
、
社
家
が
朝
倉
氏
に
被
官
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
９

。

こ
の
社
家
の
被
官
化
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
た
い
と
思
う
。
も
う
一
事
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
播
磨
国
伊
和
社
で
は
、
在
地
領
主
の
滅
亡
と
と
も
に
、
社
領
が
没

収
さ
れ
て
い
る
１
０

。
こ
れ
ら
三
つ
の
ケ
ー
ス
だ
け
で
は
あ
る
が
一
宮
が
在
地
の
信
仰
的
役
割
の
み
な
ら
ず
、
領
主
層
と
の
強
い
関
連
性
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
関
係
性
が
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
研
究
成
果
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
は
一
宮
研
究
の
進
展
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。 

 

次
に
、
社
領
の
寄
進
・
安
堵
に
目
を
向
け
て
み
る
。
寄
進
安
堵
に
関
し
て
は
、
戦
国
期
に
頻
繁
に
諸
大
名
お
よ
び
諸
将
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

特
徴
的
な
も
の
を
中
心
に
大
き
く
四
つ
に
わ
け
て
示
す
の
み
に
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
（
附
一 

中
世
後
期
～
近
世
に
お
け
る
一
宮
の
動
向
を
参
照
）。 

 

ａ
）
秀
吉
：
検
地
後
に
お
け
る
寄
進 

 

ｂ
）
家
康
：
東
国
を
中
心
に
、
関
ヶ
原
合
戦
（
一
六
〇
〇
）
以
前
に
寄
進
集
中 
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ｃ
）
歴
代
将
軍
に
よ
る
寄
進 

（
例
）
甲
斐
・
相
模
・
下
野
（
宇
都
宮
）・
陸
奥
（
都
都
古
和
気
：
馬
場
）・
越
後
（
居
多
） 

 

ｄ
）
祭
祀
再
興
及
び
祈
願
と
し
て
の
寄
進 

（
例
）
山
城
・
越
前
・
備
中 

  

三
、
祭
祀
職
の
被
官
化
及
び
領
主
化 

  

前
節
に
て
社
領
没
収
に
関
し
て
、
社
家
の
領
主
化
や
被
官
化
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響
受
け
た
一
の
宮
の
ケ
ー
ス
を
挙
げ
た
が
、
社
家
が
被
官
化
し
た
り
、
領
主
化

す
る
こ
と
は
決
し
て
稀
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
幾
つ
か
そ
の
事
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。 

 

駿
河
国
浅
間
社
で
は
、
守
護
今
川
氏
に
被
官
し
て
い
た
大
宮
司
富
士
氏
が
、
武
田
氏
の
駿
河
侵
攻
に
よ
り
敗
走
し
た
た
め
に
、
武
田
氏
に
よ
っ
て
社
人
の
再
編
成

が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
１
１

。
ま
た
豊
後
国
由
原
宮
で
は
、
由
原
宮
が
大
友
氏
の
氏
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
次
第
に
領
国
鎮
守
神
へ
と
昇
華
し
て
い

っ
た
こ
と
を
背
景
に
社
家
が
大
友
氏
に
よ
る
補
任
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
大
友
氏
家
臣
賀
来
氏
が
大
宮
司
職
及
び
宮
師
職
の
独
占
を
行
う
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
１
２

。
播
磨
国
伊
和
社
で
は
宇
野
氏
が
秀
吉
と
抗
争
す
る
に
あ
た
り
、
社
家
で
あ
っ
た
阿
浦
氏
や
安
黒
氏
が
宇
野
氏
に
与
し
て
い
た
１
３

。
ま
た
備
前
国
吉
備

津
彦
社
で
も
神
主
家
大
藤
内
が
武
士
団
化
し
て
お
り
、
毛
利
攻
め
な
ど
で
活
躍
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
密
接
に
在
地
領
主
と
の
関
わ
り
の
中
で
一
宮
の
勢
力
を

維
持
し
て
き
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
一
蓮
托
生
的
リ
ス
ク
を
負
う
も
の
で
あ
り
、
戦
国
の
世
で
の
生
き
残
り
を
懸
け
て
い
た
必
死
さ
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。 

 

さ
て
次
に
、
社
家
の
領
主
化
に
話
を
進
め
て
行
き
た
い
と
思
う
。
社
家
の
領
主
化
も
そ
の
背
景
に
は
、
神
社
維
持
が
中
心
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
宮
は
特
に

在
地
領
主
と
の
関
わ
り
の
中
で
の
維
持
経
営
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
か
ら
挙
げ
る
事
例
か
ら
も
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
下
総
国
香
取
社
で
は
、
大
禰
宜
に
よ

っ
て
神
官
が
補
任
さ
れ
る
な
ど
組
織
を
体
系
化
す
る
こ
と
で
社
内
の
結
束
化
を
図
っ
て
い
っ
た
１
４

。
こ
れ
は
、
社
領
や
荘
園
を
基
盤
と
し
た
大
禰
宜
の
支
配
体
制
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
大
禰
宜
の
領
主
的
側
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
安
芸
国
厳
島
社
に
お
い
て
も
、
神
主
藤
原
氏
が
厳
島
社
の
荘
園
を
直

接
支
配
し
て
い
く
こ
と
を
背
景
に
領
主
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
こ
の
神
主
藤
原
氏
は
、
一
五
四
一
年
に
大
内
氏
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
１
５

。
先
述
し
た

駿
河
国
浅
間
社
の
大
宮
司
が
武
田
氏
に
よ
っ
て
敗
走
し
、
浅
間
社
の
内
部
が
再
編
成
さ
れ
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
厳
島
社
も
神
主
家
の
滅
亡
に
よ
り
社
内
の
変
化

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
社
内
で
大
き
な
力
を
有
し
て
い
た
社
人
が
在
地
勢
力
と
の
抗
争
の
中
で
敗
れ
て
い
く
こ
と
が
、
社
内
に
大
き
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な
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
肥
後
国
阿
蘇
社
で
は
、
阿
蘇
大
宮
司
家
が
地
域
武
士
団
を
統
率
し
て
お
り
、
武
士
団
に
対
し
て
阿
蘇
領
に
お
け
る
祭
祀
頭
役
や
軍
役
を
課
す
な
ど
の
大
き

な
権
限
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
大
勢
力
を
築
い
た
阿
蘇
大
宮
司
家
も
島
津
氏
の
台
頭
や
秀
吉
の
九
州
統
一
に
よ
り
没
落
し
て
い
く
こ
と
で
阿
蘇
社
も
そ
れ
と

と
も
に
衰
退
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
１
６

。
ま
た
伊
予
国
大
山
祗
社
で
は
、
大
祝
家
が
在
地
領
主
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
大
祝
が
在
庁
官
人
を

兼
帯
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
併
せ
て
、
河
野
氏
と
の
強
い
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
１
７

。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

最
後
に
、
祭
祀
職
の
内
部
分
裂
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
そ
の
最
た
る
例
と
し
て
、
出
雲
国
杵
築
社
と
豊
前
国
宇
佐
宮
、
そ
し
て
信
濃
国
諏
訪
社
を
挙
げ
て
み
た

い
と
思
う
。
杵
築
社
で
は
、
国
造
家
に
よ
っ
て
国
造
上
官
制
が
敷
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
支
配
権
力
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
国
造
家
が
千
家
・
北
島
両
国

造
に
分
裂
す
る
こ
と
を
機
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
社
人
を
組
織
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
、
長
期
間
に
渡
る
両
国
造
の
相
論
を
生
ず
る
に
至
っ
た
。

戦
国
期
に
入
る
と
、
こ
の
両
国
造
の
相
論
に
対
し
て
尼
子
氏
が
介
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
杵
築
社
全
体
が
大
名
権
力
へ
の
依
存
を
高
め
て
い
く
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
国
造
家
を
中
心
と
し
た
地
域
支
配
を
揺
る
が
す
こ
と
の
な
り
、
杵
築
社
の
弱
体
化
を
招
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
１
８

。
そ
し
て
、

豊
前
国
宇
佐
宮
で
は
宇
佐
惣
家
が
南
北
朝
時
代
に
、
北
朝
に
宮
成
大
宮
司
、
南
朝
に
到
津
大
宮
司
に
分
立
し
た
こ
と
で
、
両
者
に
よ
る
抗
争
が
起
き
て
社
領
の
横
領

や
没
収
が
相
次
い
だ
１
９

。
こ
の
こ
と
も
、
宇
佐
社
に
動
揺
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
信
濃
国
諏
訪
社
で
は
、
上
社
で
大
祝
諏
訪
氏
を
中
心
と
し
た
武
士
団
が
、

下
社
で
大
祝
金
刺
氏
を
中
心
と
し
た
武
士
団
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
大
祝
同
士
で
の
争
い
が
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
戦
国
期
に
入
る
と
金
刺
氏

は
、
上
社
諏
訪
氏
（
惣
領
家
）
と
の
争
い
に
負
け
て
下
社
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
下
社
は
再
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
上
社
諏
訪
氏
も
戦

国
期
に
入
る
と
信
濃
国
に
侵
攻
し
て
き
た
武
田
氏
と
幾
度
か
戦
い
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
結
果
と
し
て
武
田
氏
に
敗
れ
、
諏
訪
社
も
武
田
氏
の
支
配
下
に
入

っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
２
０

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
社
内
で
の
内
部
分
裂
が
全
体
を
弱
体
化
そ
し
て
疲
弊
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
戦
国
期
に
は
そ
の
反
動
と
し
て
自
己
権
力
の
維
持
の
た
め
に
、

大
名
の
権
力
に
依
存
す
る
場
合
や
、
反
対
に
抵
抗
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
末
と
し
て
は
大
名
に
社
内
へ
の
干
渉
・
介
入
を
許
す
こ
と
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 

  

四
、
祭
祀
に
関
し
て
（
附
二 

中
世
・
近
世
に
お
け
る
年
中
行
事
書
及
び
神
事
記
を
参
照
） 

 



200 

 

 
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
四
十
二
カ
国
に
お
い
て
一
宮
に
お
け
る
年
中
行
事
及
び
神
事
に
関
す
る
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
体
系
的
な
研
究
の
進
展

に
よ
り
、
祭
祀
を
通
し
た
一
宮
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
手
だ
て
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宮
中
行
事
や
特
殊
神
事
、
仏
教
儀
礼
な
ど
そ
の
内
容
は
多

岐
に
渡
る
と
思
わ
れ
る
が
、
宮
中
行
事
な
ど
に
関
し
て
は
、
中
央
と
地
方
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
史
料
に
関
し
て
は
、
今
回
は
中
世

と
近
世
の
み
を
資
料
と
し
て
ま
と
め
た
が
、
も
ち
ろ
ん
古
代
に
編
纂
さ
れ
た
年
中
行
事
も
あ
り
、
古
代
・
中
世
・
近
世
を
通
じ
た
祭
祀
の
変
遷
を
鑑
み
る
こ
と
も
重

要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
中
世
の
み
、
ま
た
は
近
世
の
み
と
い
う
場
合
も
あ
る
が
、
時
系
列
だ
け
で
は
な
く
、
一
宮
全
体
の
中
で
位
置
づ
け
し
て
い
く
こ
と
が
多

様
性
と
さ
れ
る
一
宮
に
対
し
て
共
通
性
を
見
出
す
一
端
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
２
１ 

  

五
、
地
域
論
に
関
し
て 

  

一
宮
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
や
は
り
地
域
論
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
一
宮
の
性
格
を
考
え
る

場
合
に
は
、
地
域
や
在
地
勢
力
と
の
関
わ
り
が
大
き
く
関
係
し
て
く
る
。
中
世
後
期
に
お
け
る
権
力
構
造
は
、「
幕
府
‐
守
護
‐
国
人
」
と
い
う
一
体
化
し
た
も
の
で

あ
り
、
大
名
が
分
国
支
配
を
し
て
い
く
上
で
、
他
国
へ
の
介
入
に
は
在
地
勢
力
と
の
関
係
構
築
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
２
２

。
特
に
、
戦
国
期
に
お
い
て
は
、

領
国
支
配
に
お
い
て
は
大
名
と
国
人
と
は
地
域
的
独
立
関
係
に
あ
り
、
大
名
に
と
っ
て
は
国
人
支
配
が
重
要
な
要
素
と
な
る
。
そ
の
点
で
、
一
宮
と
国
人
と
の
関
係

は
密
接
で
あ
り
、
大
名
に
と
っ
て
一
宮
の
存
在
は
国
人
と
の
関
係
を
構
築
す
る
媒
体
と
し
て
好
都
合
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
こ
こ
で
大
名
が
一
宮

を
介
し
て
国
人
支
配
を
し
て
い
こ
う
と
し
た
こ
と
を
、
肥
前
の
龍
造
寺
氏
を
例
に
し
て
挙
げ
た
い
と
思
う
。 

肥
前
国
の
一
宮
は
河
上
社
・
千
栗
社
に
な
る
が
、
龍
造
寺
氏
は
起
請
文
を
利
用
し
て
国
人
支
配
及
び
そ
の
強
化
を
行
お
う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
龍
造
寺
氏
が
保
護

し
て
い
た
河
上
社
を
起
請
文
の
神
文
に
記
載
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
上
手
く
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
肥
前
の
お
け
る
多

く
の
国
人
の
信
仰
は
、
千
栗
社
に
集
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
龍
造
寺
氏
は
千
栗
社
に
も
保
護
を
加
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
両
社
の

宗
教
的
権
威
を
用
い
た
国
人
支
配
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
２
３

。
起
請
文
に
関
し
て
は
、
武
田
信
玄
が
家
臣
に
対
し
て
起
請
文
を
提
出
さ
せ
た
こ
と
は
有

名
で
あ
る
が
、
そ
の
起
請
文
の
神
文
の
多
く
に
は
、「
甲
州
一
二
三
大
明
神
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
甲
斐
国
に
お
い
て
、
武
田
氏
が
領
国
支
配
の
一
環
と
し

て
一
宮
・
二
宮
・
三
宮
の
合
同
祭
祀
を
執
行
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
２
４

。
こ
の
武
田
氏
の
例
は
、
起
請
文
を
通
し
て
、
一
宮
の
位
置
づ
け
が
わ
か
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
、
起
請
文
か
ら
は
一
宮
の
信
仰
圏
な
ど
知
り
う
る
材
料
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
側
面
か
ら
の
研
究
の
充
実
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
で



201 

 

あ
ろ
う
。 

 
 

 

お
わ
り
に 

  

中
世
後
期
、
特
に
戦
国
期
を
中
心
に
諸
国
の
動
き
を
概
観
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
が
、「
多
様
性
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
通
り
に
、
こ
の
諸
国
一
宮
の

動
き
を
普
遍
化
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
こ
と
を
改
め
て
実
感
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
一
宮
研
究
の
重
点
が
、
そ
の
成
立
や
成
熟
期
に
置
か

れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
中
世
一
宮
の
終
末
期
で
あ
る
戦
国
及
び
近
世
初
期
に
研
究
の
幅
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
中
世
神
社
史
研
究
に
大
き
く

寄
与
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
「
一
宮
制
」
と
し
て
で
は
な
く
「
一
宮
」
と
し
て
捉
え
る
時
、
ま
た
「
一
宮
」
と
し
て
で
は
な
く
「
神
社
」
と
し
て
捉

え
る
時
、
歴
史
的
変
遷
の
中
に
お
い
て
体
系
的
な
枠
組
を
持
つ
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
も
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
捉
え
、
そ
し
て
そ

の
個
々
の
研
究
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
分
析
と
総
合
の
繰
り
返
し
が
、
複
雑
怪
奇
で
あ
る
中
世
に
お
け
る
神
社
の
実
態
を
明
ら

か
に
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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