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国
一
揆
と
は
、
戦
国
期
に
国
や
郡
を
単
位
に
、
地
域
の
「
国
人
」（
武

士
身
分
）
か
ら
「
土
民
」（
百
姓
）
ま
で
も
が
参
加
し
て
形
成
さ
れ
た
領

域
権
力
で
あ
る
。
一
定
領
域
内
に
居
住
す
る
す
べ
て
の
人
び
と
が
含
ま
れ

る
と
い
う
意
味
も
込
め
て
、
惣
国
一
揆
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
国

人
一
揆
と
は
、
南
北
朝
・
室
町
期
に
近
隣
武
士
た
ち
の
間
で
結
ば
れ
た
一

揆
で
あ
り
、
所
領
を
有
す
る
武
士
層
に
よ
る
一
揆
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
領

主
一
揆
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
名
称
が
似
て
い
る
た
め
、
混
乱
し
が
ち
で

あ
る
が
、
両
者
は
一
揆
が
形
成
さ
れ
た
時
期
と
構
成
メ
ン
バ
ー
に
違
い
が

あ
る
。
し
か
し
、
成
立
の
背
景
や
目
的
に
つ
い
て
は
、
両
者
に
共
通
す
る

と
こ
ろ
も
多
い
。

そ
も
そ
も
一
揆
と
は
、
共
通
の
目
的
の
も
と
、
あ
る
一
定
領
域
に
お
い

て
、
対
等
の
立
場
で
形
成
さ
れ
た
結
集
で
あ
る
。
一
揆
は
、
結
集
の
目
的

を
神
に
対
し
て
誓
約
す
る
起
請
文
に
書
き
、
参
加
者
全
員
が
署
名
し
た

「
一
揆
契
状
」
を
作
成
し
、
そ
れ
を
焼
い
た
灰
を
水
に
溶
か
し
て
飲
む
と

い
う
「
一
味
神
水
」
と
い
っ
た
作
法
を
通
じ
て
、
神
の
も
と
に
平
等
に
強

く
結
び
つ
い
た
、
い
わ
ば
運
命
共
同
体
で
あ
る
。
中
世
と
い
う
時
代
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
一
揆
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
「
一
揆
の
時

代
」
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
「
荘
家
の
一
揆
」
は
、
荘
園
領
主
に
代
官
の
交
代
や
年
貢
の
減

免
を
目
的
と
し
た
荘
園
に
居
住
す
る
百
姓
等
の
結
集
で
あ
り
、
領
主
へ
の

訴
え
や
「
逃
散
」
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
一
揆
の
発
動
形
態
で
あ
る
。
ま

た
、
共
通
目
的
の
も
と
で
の
横
の
結
集
と
い
う
意
味
で
は
、
戦
国
大
名
の

家
臣
団
で
あ
る
「
家
中
」
や
中
世
後
期
に
形
成
さ
れ
た
惣
村
も
、
同
様
に

一
揆
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
戦
国
大
名
当
主
を
推
戴
し
、
自

身
の
所
領
維
持
を
目
的
に
形
成
さ
れ
た
集
団
で
あ
り
、
後
者
は
村
び
と
の

生
命
維
持
と
生
活
の
安
定
化
を
目
的
と
し
た
共
同
体
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
で
一
揆
と
い
う
結
束
が
結
ば
れ
て
い
た
の
が
中
世

社
会
の
特
徴
と
い
え
る
。

で
は
、
国
一
揆
と
国
人
一
揆
の
成
立
の
背
景
は
な
に
か
。
国
人
一
揆
は
、

建
武
の
新
政
が
崩
壊
し
、
六
〇
年
に
わ
た
る
全
国
的
内
乱
が
展
開
し
て
い

た
状
況
下
で
出
現
す
る
。
一
方
の
国
一
揆
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
を
き
っ

か
け
と
し
た
戦
国
の
動
乱
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
。
両
者
は
、「
戦
争
」

と
い
う
非
日
常
的
な
社
会
状
況
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た
連
合
体
で
あ
る

と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
時
代
的
・
地
域
的

状
況
に
よ
り
、
個
々
の
一
揆
ご
と
に
多
少
の
違
い
は
あ
れ
ど
、
一
揆
を
結
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ぶ
地
域
の
外
に
敵
を
想
定
す
る
と
い
う
非
常
事
態
の
な
か
で
、
領
域
平
和

を
維
持
す
る
た
め
に
結
成
さ
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
両
者
は
共
通

す
る
性
格
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。

次
に
、
一
揆
形
成
の
具
体
的
な
目
的
は
な
に
か
。
外
敵
と
の
緊
張
関
係

が
一
揆
形
成
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
九
州
の
国
人
一
揆
の
揆

契
状
に
は
、
味
方
す
る
陣
営
を
鮮
明
に
し
た
上
で
、
戦
場
で
の
戦
功
の
証

人
と
な
る
こ
と
や
、
戦
死
し
た
り
病
死
し
た
場
合
は
幼
少
の
子
息
を
取
り

立
て
て
所
領
の
維
持
を
助
け
る
こ
と
等
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
戦

乱
の
さ
な
か
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
所
領
の
押
領
を
も
く
ろ
ん
で
乱
入
し

て
く
る
敵
対
勢
力
に
対
し
て
は
、
一
揆
の
人
び
と
が
協
力
し
て
防
戦
す
る

こ
と
を
誓
約
す
る
一
方
で
、
一
揆
内
部
で
所
領
を
め
ぐ
る
紛
争
が
生
じ
た

場
合
は
、
一
揆
構
成
員
が
相
談
し
た
上
で
、
多
数
決
に
よ
っ
て
調
停
し
、

解
決
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
国
人
一
揆
と
し
て
味

方
す
る
陣
営
は
決
め
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
大
将
の
動
向
や
裁
定
に
不
満

が
あ
る
場
合
に
は
、
一
揆
の
な
か
で
談
合
し
て
行
動
を
決
す
る
と
定
め
る

な
ど
、
上
級
権
力
と
の
関
係
よ
り
も
一
揆
の
結
合
を
優
先
さ
せ
、
統
一
的

な
行
動
を
取
る
こ
と
が
誓
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
文
か
ら
は
、
一

揆
の
地
域
に
お
い
て
発
生
す
る
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
し
、
国
人
に
よ
る

所
領
支
配
を
維
持
す
る
た
め
に
、「
多た

分ぶ
ん

之の

儀ぎ

」
に
よ
る
一
揆
の
意
思
を

最
優
先
さ
せ
た
結
集
が
国
人
一
揆
の
本
質
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
国
人
一
揆
は
、
戦
争
状
況
の
な
か
で
も
、
特
に
局
地
的
な
緊
張

状
態
に
端
を
発
し
て
形
成
さ
れ
た
結
合
で
あ
る
た
め
、
形
成
さ
れ
る
平
和

領
域
の
範
囲
が
限
定
的
で
あ
り
、
か
つ
危
機
的
な
状
況
が
緩
和
さ
れ
る
と
、

一
揆
の
結
合
そ
の
も
の
が
自
然
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
恒
常
的
な

結
合
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
特
徴
も
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
市
町
に
お
い

て
発
生
す
る
喧
嘩
や
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・
海
賊
を
取
り
締
ま
る
等
の
領

域
の
治
安
を
維
持
す
る
こ
と
、
負
債
を
抱
え
て
逃
散
す
る
百
姓
等
を
領
内

に
留
め
置
く
こ
と
、
境
相
論
や
国
人
が
召
し
抱
え
る
下
人
を
め
ぐ
る
紛
争

等
は
「
理
非
」
を
調
査
し
て
解
決
す
る
こ
と
、
牛
馬
が
作
を
荒
ら
し
た
場

合
は
「
定
法
」
を
も
っ
て
処
置
す
る
こ
と
等
、
戦
時
に
限
ら
ず
平
時
の
日

常
に
発
生
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
案
件
に
つ
い
て
も
契
約
す
る
こ
と
で
、
一
時

的
な
結
束
に
と
ど
ま
ら
な
い
恒
常
的
な
結
束
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
国
人

一
揆
も
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
一
揆
が
定
め
る
一
揆
契
状
に
は
、
戦
国
大

名
の
分
国
法
や
戦
国
期
の
国
一
揆
掟
法
に
も
共
通
す
る
内
容
を
も
つ
も
の

も
あ
り
、
一
揆
の
永
続
性
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。

一
方
、
国
一
揆
形
成
の
具
体
的
な
目
的
が
確
認
で
き
る
の
は
、
戦
国
初

期
に
形
成
さ
れ
た
山
城
国
一
揆
で
あ
る
。
山
城
国
一
揆
は
、
河
内
国
を
平

定
し
南
山
城
に
進
出
を
図
る
畠
山
義
就
と
、
京
都
守
護
に
任
じ
ら
れ
て
い

た
畠
山
政
長
と
の
畠
山
氏
の
家
督
争
い
が
、
文
明
一
七
年
（
一
四
八
五
）

に
南
山
城
を
戦
場
と
し
て
六
〇
日
に
わ
た
っ
て
展
開
し
た
こ
と
に
対
し
、

両
軍
の
撤
退
を
求
め
て
結
集
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
、
国
一

揆
形
成
の
最
大
の
要
因
も
地
域
的
平
和
の
実
現
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
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か
し
一
方
で
、
最
大
の
要
因
が
畠
山
両
軍
の
退
陣
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

明
応
二
年
（
一
四
九
三
）、
畠
山
氏
の
勢
力
が
減
退
し
、
相
対
的
な
安
定

が
も
た
ら
さ
れ
た
段
階
に
お
い
て
、
最
終
的
に
新
た
な
山
城
国
守
護
伊
勢

氏
の
受
け
入
れ
を
決
定
し
、
国
一
揆
は
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
国
初
期
に
形
成
さ
れ
た
国
一
揆
は
、
比
較
的
短
期
間
に

解
消
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
戦
国
後
期
に
姿
を
現
す
国
一
揆
は
、
戦
国
大
名
権
力

が
展
開
し
て
い
な
い
辺
境
の
地
に
形
成
さ
れ
、
戦
国
大
名
と
併
存
す
る
領

域
権
力
と
し
て
、
あ
る
一
定
期
間
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
例
え
ば
、
最
終
的
に
は
織
田
信
長
の
列
島
統
一
過
程
の
な
か
で
郡

規
模
で
の
結
集
へ
と
結
実
す
る
甲
賀
郡
中
惣
は
、
応
仁
の
乱
に
よ
る
中
央

権
力
の
不
在
の
な
か
で
、
地
域
的
な
紛
争
を
自
力
で
解
決
す
る
た
め
の
一

揆
結
合
を
複
数
、
地
域
内
部
に
創
り
上
げ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
紛
争
解
決

組
織
と
し
て
の
一
揆
は
、
村
同
士
の
紛
争
か
ら
地
域
の
武
士
身
分
同
士
の

喧
嘩
ま
で
を
対
象
と
し
て
、
暴
力
的
に
で
は
な
く
「
異
見
」
と
い
う
仲
裁

に
よ
っ
て
解
決
す
る
仕
組
み
を
創
り
出
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
各
地
に
形

成
さ
れ
た
地
域
的
一
揆
は
、
最
終
的
に
地
域
の
危
機
的
状
況
下
に
お
い
て
、

領
域
内
部
に
居
住
す
る
人
び
と
全
員
を
動
員
し
た
地
域
防
衛
体
制
を
確
立

す
る
が
、
そ
の
危
機
が
緩
和
し
た
後
で
も
、
郡
規
模
で
形
成
さ
れ
た
国
一

揆
の
枠
組
み
は
解
体
さ
れ
ず
、
そ
の
後
は
郡
規
模
で
の
紛
争
解
決
組
織
と

し
て
機
能
し
て
い
く
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

国
一
揆
が
、
軍
事
防
衛
体
制
に
全
住
民
を
動
員
で
き
た
理
由
は
、
日
常

的
に
村
が
抱
え
る
用
益
紛
争
な
ど
を
一
揆
と
し
て
解
決
し
、
平
和
領
域
を

確
保
し
て
き
た
と
い
う
実
績
が
あ
る
た
め
だ
が
、
実
は
こ
の
よ
う
な
動
員

体
制
は
戦
国
大
名
の
動
員
と
酷
似
し
て
い
る
。
戦
国
大
名
も
、
国
家
存
亡

の
危
機
に
お
い
て
、「
御
国
」
の
た
め
と
い
う
論
理
で
百
姓
を
動
員
す
る

が
、
そ
の
時
に
は
、
平
時
に
お
い
て
は
戦
国
大
名
が
実
現
し
た
平
和
を
享

受
し
て
き
た
の
だ
か
ら
、
大
名
の
国
家
の
危
機
に
は
軍
事
動
員
に
応
じ
て

働
く
義
務
が
あ
る
と
、
戦
国
大
名
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
国
民

国
家
の
源
流
と
し
て
戦
国
大
名
国
家
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
国
一

揆
も
同
様
の
動
員
体
制
を
も
つ
点
に
お
い
て
、
戦
国
大
名
と
同
質
の
権
力

体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
戦
国
大
名
は
、
家
臣
た
ち
の
一
揆
で

あ
る
「
家
中
」
が
、
戦
国
大
名
当
主
を
推
戴
す
る
と
い
う
縦
の
従
属
関
係

を
も
つ
領
域
権
力
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
一
揆
は
戦
国
大
名
当
主
を
推
戴

し
な
い
横
の
連
合
と
し
て
の
「
家
中
」
の
一
揆
が
そ
の
ま
ま
領
域
平
和
を

担
う
領
域
権
力
と
し
て
存
在
し
て
い
る
あ
り
方
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
国
人
一
揆
と
国
一
揆
と
で
は
形
成
時
期
と
構
成
員
に

決
定
的
な
違
い
が
あ
り
、
そ
の
違
い
が
室
町
ま
で
の
個
別
領
主
と
、
戦
国

期
に
お
け
る
領
域
権
力
と
の
質
的
違
い
の
現
れ
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
よ

う
。
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