
南
北
朝
後
期
に
お
け
る
室
町
幕
府
政
治
史
の
再
検
討
（
下
）

│
│
足
利
義
満
と
斯
波
義
将
│
│

山

田

徹

（
第
三
章

康
暦
の
政
変
前
後
の
画
期
を
ど
う
み
る
か
？
（
承
前
））

二

足
利
義
満
の
公
家
社
会
進
出

義
満
の
公
家
社
会
進
出
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か

以
上
の
よ
う
に
康
暦
の
政
変
後
の
政
治
過
程
に
注
目
し
た
場
合
、
次
に
問
題
と
な
る
の

は
、
こ
う
し
た
政
治
過
程
と
義
満
の
権
力
確
立
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
康
暦
・
永
徳
か
ら
明
徳
頃
に
か
け
て
の
時
期
は
、
義
満
の
公
家
社
会
進
出
を
め
ぐ
り
、
従
来
か
ら
注
目
さ
れ
て

き
た
時
期
で
あ
る
。
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
四
月
の
右
大
将
拝
賀
や
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
三
月
の
室
町
殿
行
幸
、
同
年
七
月
の
任

大
臣
大
饗
な
ど
へ
の
扈
従
に
象
徴
的
な
よ
う
に
、
し
だ
い
に
義
満
が
公
卿
た
ち
を
従
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
、
こ
の
年
の
後
半
か

ら
同
三
年
に
か
け
て
、
後
円
融
天
皇
（
譲
位
後
は
上
皇
）
と
の
対
立
を
経
な
が
ら
、
義
満
が
実
質
的
な
朝
廷
の
中
心
に
立
っ
て
い
っ
た
こ

と
な
ど
が
知
ら
れ
て
お
り
、「
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
か
ら
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
の
わ
ず
か
四
年
間
、
義
満
の
登
場
に
よ
っ
て
、

公
武
関
係
は
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
た
」�
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
公
卿
を
処
罰
す
る
な
ど
の
権
力
的

な
振
る
舞
い
や
、
後
円
融
に
対
し
て
み
せ
る
不
遜
な
態
度
な
ど
が
際
立
つ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
康
暦
・
永
徳
年
間
の
義
満
は
│
│
公
家
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廷
臣
の
日
記
だ
け
を
み
て
い
れ
ば
│
│
ま
さ
に
我
が
世
の
春
を
迎
え
た
権
力
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。

宗
教
勢
力
統
制
の
進
展

ま
た
、
こ
の
前
後
を
境
に
、
義
満
が
宗
教
勢
力
の
統
制
に
成
功
し
始
め
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。

細
川
頼
之
管
領
政
治
期
に
は
延
暦
寺
の
嗷
訴
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
康
暦
の
政
変
以
後
に
義
満
が
山
門
に
神
輿
造
営
を
約
し
て
�

以
後
嗷
訴
が
な
く
な
る
こ
と
、
同
じ
時
期
に
幕
府
の
山
門
支
配
の
要
と
な
る
山
門
使
節
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
�
、
下
っ
て
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
に
義
満
が
日
吉
社
に
参
詣
し
た
際
に
は
座
主
青
蓮
院
尊
道
入
道
親
王
以
下
、
一
山
を
挙
げ
て

義
満
を
歓
迎
し
て
い
る
�
。
ま
た
、
興
福
寺
の
嗷
訴
も
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
が
最
後
と
な
り
、
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
の
春
日
社

参
詣
以
降
に
義
満
の
「
南
都
再
興
」
と
興
福
寺
へ
の
介
入
が
進
み
、
明
徳
四
、
五
年
（
一
三
九
三
、
九
四
）
ま
で
の
間
に
官
符
衆
徒
を
直

接
支
配
下
に
置
き
「
雑
務
検
断
」
に
あ
た
ら
せ
た
�
。

こ
の
よ
う
に
し
て
延
暦
寺
・
興
福
寺
の
統
制
は
順
調
に
進
ん
で
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
大
田
壮
一
郎
は
、
北
朝
を
通
じ
て

統
制
を
は
か
っ
て
い
た
従
来
の
や
り
方
で
は
な
く
、
義
満
が
直
接
的
に
宗
教
勢
力
に
対
す
る
よ
う
に
転
じ
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
�
。

義
満
が
公
家
社
会
に
進
出
し
て
そ
の
中
枢
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
い
っ
た

点
を
考
慮
す
る
と
、
宗
教
勢
力
に
対
し
て
は
先
の
よ
う
な
戦
略
が
非
常
に
有
効
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
武
家
関
係
者
の
ほ
う
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
義
満
の
権
力
確
立
は

と
て
も
順
調
と
は
い
い
が
た
い
状
況
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
公
家
の
世
界
の
な
か
で
身
分
上
昇
を
遂
げ
る
こ
と
が
、
武
家
関
係
者
へ

の
統
制
に
対
し
て
、
直
接
、
有
効
に
作
用
し
て
い
た
と
考
え
る
の
は
早
計
だ
ろ
う
。
最
近
石
原
比
伊
呂
は
、
川
合
康
・
市
澤
哲
ら
の
議
論

を
継
承
し
つ
つ
、
北
朝
天
皇
家
と
の
折
衝
を
足
利
将
軍
家
が
独
占
す
る
体
制
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
�
が
、
こ
の
石
原
説

も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
武
家
関
係
者
の
争
い
に
朝
廷
（
も
し
く
は
皇
族
）
が
結
び
つ
く
こ
と
を
予�

防�

す
る
と
い
う
文
脈
で
あ
り
、
ひ
と

た
び
顕
然
化
し
た
幕
府
内
対
立
や
大
名
の
不
服
従
が
、
朝
廷
の
権
威
、
も
し
く
は
朝
廷
官
職
に
由
来
す
る
権
威
に
よ
っ
て
解
決
す
る
と
ま
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で
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
義
満
以
前
に
彼
の
よ
う
に
近
衛
大
将
か
ら
大
臣
へ
と
昇
進
し
た
将
軍
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
源
実
朝
た
だ
一
人
で
あ

り
�
、
殺
害
さ
れ
て
源
氏
将
軍
が
断
絶
す
る
こ
と
に
な
っ
た
彼
の
事
例
や
、
よ
り
高
い
身
分
か
ら
迎
え
ら
れ
た
そ
の
の
ち
の
鎌
倉
将
軍
た

ち
の
事
例
こ
そ
が
当
該
期
の
先
例
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
現
在
の
研
究
者
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
後
の
義

満
が
さ
ら
に
大
き
な
権
力
を
掌
握
し
て
い
く
点
は
既
知
の
事
実
だ
が
、
当
時
を
生
き
て
い
た
人
々
か
ら
す
れ
ば
未
来
の
こ
と
は
自
明
で
な

い
。
こ
の
よ
う
な
鎌
倉
幕
府
の
先
例
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
身
分
上
昇
が
将
軍
権
力
の
確
立
の
一
助
と
な
る
可
能
性
よ
り
も
、
将
軍
の

傀
儡
化
に
帰
結
す
る
可
能
性
の
ほ
う
が
む
し
ろ
先
に
想
起
さ
れ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
�
。

第
一
章
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
南
北
朝
時
代
の
幕
府
で
は
、
た
え
ず
将
軍
に
密
着
し
て
権
力
を
握
る
人
物
が
突
出
し
て
い
く
こ
と
が
強

く
警
戒
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
人
々
が
失
脚
す
る
事
件
が
た
び
た
び
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
同
輩
の
有
力
者
を
駆
逐
し
な
が
ら
し
だ

い
に
将
軍
家
を
傀
儡
化
し
、
幕
府
の
実
権
を
握
っ
た
北
条
氏
が
、
武
家
政
治
の
歴
史
的
前
例
で
あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
以
前
に
も
簡
単
に
記
し
た
が
、
義
満
の
公
家
社
会
進
出
が
本
格
的
に
始
ま
る
絶
妙
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
康
暦
の
政
変
が
発
生
し
た
理
由

に
つ
い
て
も
、
義
満
の
身
分
上
昇
の
兆
し
が
み
え
た
こ
と
に
頼
之
と
対
立
す
る
人
々
が
警
戒
を
感
じ
た
、
と
い
う
の
が
大
き
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
�
（
さ
ら
に
い
え
ば
義
満
が
公
家
た
ち
に
対
し
て
傲
慢
か
つ
権
力
的
に
振
る
舞
い
、
自
身

が
権
力
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
続
け
た
背
景
に
も
、
そ
の
よ
う
な
傀
儡
化
の
可
能
性
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え

て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
）。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
朝
廷
の
問
題
を
、
大
枠
で
は
将
軍
権
力
絶
対
化
の
た
め
に
権
威
を
獲
得
す
る
手�

段�

と
し
て
処
理
し
て

い
る
佐
藤
進
一
説
に
も
一
考
を
要
す
る
�
。

ま
ず
最
低
限
必
要
な
の
は
、「〈
天
皇
│
将
軍
〉
と
〈
将
軍
│
有
力
大
名
〉
の
二
つ
の
関
係
」
の
「
二
重
構
造
」
を
指
摘
す
る
市
澤
哲
の
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議
論
�
に
学
び
、（
１
）
有
力
大
名
に
左
右
さ
れ
る
幕
府
内
の
対
立
・
抗
争
と
い
う
根
本
的
な
問
題
と
、（
２
）
朝
廷
や
有
力
寺
社
な
ど
、

（
１�

）
と�

結�

び�

つ�

く�

こ�

と�

で�

政
情
を
不
安
定
化
さ
せ
う
る
問
題
の
二
つ
を
切
り
分
け
て
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
、

こ
の
段
階
の
足
利
義
満
が
（
２
）
の
問
題
の
克
服
に
向
け
て
次
々
に
手
を
打
っ
て
い
き
、
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
手
に
し
つ
つ
あ
っ
た
反
面

で
、
な
お
（
１
）
の
問
題
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
解
決
策
を
み
い
だ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

三

斯
波
義
将
の
位
置

斯
波
義
将
の
力
量
？

こ
の
よ
う
に
康
暦
の
政
変
と
義
満
の
権
力
確
立
と
の
間
に
は
、
従
来
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
か
た
ち
で
の
因
果
関

係
を
必
ず
し
も
認
め
づ
ら
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

と
こ
ろ
が
筆
者
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
一
点
、
義
満
の
権
力
確
立
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
点
が
あ
っ
た
と
考

え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
義
満
と
管
領
と
の
関
係
が
、
斯
波
義
将
の
管
領
就
任
に
よ
っ
て
変
化
し
た
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
康
暦
の
政
変

ま
で
は
、
大
名
た
ち
の
な
か
で
権
勢
を
握
っ
た
人
物
が
突
出
し
て
い
く
こ
と
が
警
戒
さ
れ
、
彼
ら
を
失
脚
さ
せ
る
政
変
が
た
び
た
び
生
じ

た
が
、
こ
れ
以
後
、
管
領
が
諸
大
名
か
ら
の
反
発
を
受
け
て
失
脚
す
る
事
件
は
生
じ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
で
指
摘
し
た
《
突

出
へ
の
掣
肘
》
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
何
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
点
を
考
え
る
た
め
に
先
行
研
究
を
見
渡
す
と
き
、
比
較
的
よ
く
目
に
つ
く
の
が
、
斯
波
義
将
の
政
治
的
力
量
を
評
価
す
る
議
論
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
古
い
と
こ
ろ
で
い
え
ば
斯
波
義
将
の
禅
宗
と
の
関
係
を
論
じ
た
今
枝
愛
真
が
、
康
暦
の
政
変
以
後
に
義
将
が
管
領
を

務
め
て
以
降
、
禅
林
が
「
着
実
な
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
」
背
景
と
し
て
、「
義
満
の
偏
重
を
矯
め
つ
つ
、
側
面
か
ら
当
代
禅
院

に
理
解
あ
る
庇
護
を
寄
せ
た
義
将
の
対
禅
宗
政
策
が
当
を
得
た
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
負
う
点
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
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る
」
と
評
価
し
て
い
る
�
。
ま
た
、
佐
々
木
銀
弥
は
「
義
将
に
課
さ
れ
た
役
割
は
、
ラ
イ
バ
ル
細
川
頼
之
に
ひ
き
つ
づ
き
管
領
の
も
と
に

幕
府
の
職
制
を
統
制
し
、
鎌
倉
幕
府
の
ま
っ
た
く
の
模
倣
と
い
わ
れ
た
諸
制
度
を
、
将
軍
・
管
領
体
制
の
も
と
に
一
元
的
に
再
編
成
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
」
と
し
た
う
え
で
、「
義
将
は
地
味
に
幕
府
の
内
部
を
と
り
し
き
り
、
専
制
将
軍
・
日
本
国
王
と
し
て
の
義
満
の
権
力
の

基
盤
を
固
め
た
功
績
は
高
く
評
価
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
�
。

ま
た
最
近
で
は
、
榎
原
雅
治
が
「
頼
之
の
去
っ
た
幕
府
で
は
斯
波
義
将
を
首
班
と
し
た
幕
政
運
営
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
次
項
で
述
べ

る
よ
う
な
幕
府
の
権
限
強
化
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
、
義
満
と
は
お
お
む
ね
良
好
な
関
係
の
な
か
で
推
移
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
�
。
こ

の
一
文
目
の
み
を
読
む
と
、
義
将
の
主
導
性
を
ど
の
程
度
評
価
し
て
い
る
の
か
わ
か
り
に
く
い
が
、
二
文
目
の
文
意
か
ら
、「
斯
波
義
将

を
首
班
と
し
た
幕
政
運
営
」
と
「
義
満
」
を
書
き
分
け
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
二
文
目
で
言
及
さ
れ
る
「
次
項
」

を
参
照
す
る
と
、「
幕
府
の
権
限
強
化
」
と
は
京
都
の
支
配
権
の
確
立
や
一
国
平
均
役
賦
課
な
ど
に
関
す
る
内
容
を
指
し
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
権
限
強
化
が
義�

満�

と�

い�

う�

よ�

り�

も�

「
斯
波
義
将
を
首
班
と
し
た
幕
政
運
営
」
に
よ
る
も
の
だ
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
義
将
が
義
満
か
ら
独
立
し
て
政
治
力
を
発
揮
す
る
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
重
視
す
る
表
現
で
あ
り
、
な
か
な
か
特
徴
的
な
評
価
で
あ

る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
こ
ま
で
極
端
で
は
な
い
に
し
て
も
、
山
田
邦
明
は
「
新
管
領
斯
波
義
将
を
中
心
と
し
て
幕
府
の
政
治
が
平
穏
に
運
営
さ
れ
」
て
い
た

と
認
識
し
て
お
り
�
、
小
川
剛
生
は
前
章
で
も
引
用
し
た
よ
う
に
「
義
将
の
穏
健
な
執
政
」
に
よ
っ
て
義
満
と
大
名
の
間
の
「
決
定
的
な

破
局
が
回
避
さ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
個
々
の
論
者
が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
ど
の
程
度
評
価
し
て
い
る
の
か
に
は
、
あ
る
程

度
違
い
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
全
般
に
い
え
ば
、
こ
の
時
期
の
斯
波
義
将
の
政
治
的
力
量
を
評
価
す
る
見
方
が
非
常

に
根
強
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

管
領
奉
書
と
政
務

こ
の
時
期
の
義
将
に
つ
い
て
た
し
か
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
康
暦
元
年
の
管
領
就
任
以
降
（
第
二
次
斯
波
義
将
期
）
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の
発
給
文
書
現
存
数
が
、
細
川
頼
之
以
前
の
執
事
と
比
べ
る
と
、
格
段
に
増
加
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
小
川
信
に
よ
れ
ば
、
三
四

七
通
と
の
こ
と
で
あ
る
�
。
現
段
階
で
は
さ
ら
に
増
加
す
る
だ
ろ
う
）。
そ
の
理
由
は
簡
単
で
、
そ
れ
ま
で
引
付
頭
人
奉
書
で
処
理
さ
れ

て
い
た
所
務
沙
汰
関
係
の
濫
妨
停
止
・
沙
汰
付
命
令
が
、
管
領
奉
書
で
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
期
以
降
に

は
宛
行
状
の
み
な
ら
ず
、
安
堵
状
に
も
管
領
が
施
行
状
を
付
す
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
く
�
が
、
こ
の
よ
う
な
機
能
的
な
変
化
を
背
景
に

し
つ
つ
、
義
将
の
発
給
文
書
が
多
数
残
存
し
て
い
る
こ
と
自
体
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
管
領
制
の
成
立
と
い
う
論
点
に
関
連
し
て
進
め
ら
れ
た
小
川
信
の
分
析
を
踏
ま
え
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
小
川
は
当
該
期
に
お
け
る
義
将
署
判
の
発
給
文
書
と
義
満
の
発
給
文
書
を
比
較
検
討
し
、
そ
の
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
軍

事
動
員
関
係
か
ら
所
領
・
所
職
関
係
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
義
将
の
奉
書
が
副
次
的
・
補
助
的

な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
お
り
、「
遵
行
命
令
の
発
給
以
下
、
将
軍
の
諸
権
限
を
補
助
す
る
行
政
的
諸
活
動
を
主

要
な
任
務
と
し
た
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
�
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
将
軍
義
満
を
補
助
す
る
存
在
と
い
う
の
が
小
川
の
評
価
な
の
で
あ

り
、
そ
の
点
で
先
に
示
し
た
諸
研
究
で
示
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

次
の
よ
う
な
実
例
に
も
留
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
次
の
二
通
の
文
書
は
、
壬
生
兼
治
の
所
領
で
あ
る
若
狭
国
国
富
荘
・
近
江
国
押
立
保
の

領
家
職
に
つ
い
て
、
半
済
を
停
止
し
て
兼
治
に
渡
し
付
け
る
よ
う
に
命
じ
た
管
領
斯
波
義
将
の
奉
書
で
あ
る
。

【
史
料
五
】
�
（『
壬
生
家
文
書
』
五
七
号
）

（
若
）

（
今
）

（
円
）

□
狭
国
々
富
庄
領
家
職
事
。
□
度
大
儀
、
官
長
者
為
重
役
人
之
間
、
以
別
儀
止
半
済
、
所
被
返
付
一
□
也
。
不
日
可
被
渡
付
。
若
有

緩
怠
者
、
可
有
殊
沙
汰
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
。

永
徳
元
年
七
月
十
七
日

左
衛
門
佐
（
花
押
）

一
色
修
理
大
夫
入
道
殿
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【
史
料
六
】（『
壬
生
家
文
書
』
六
九
七
号
）

近
江
国
押
立
保
領
家
職
事
。
今
度
大
儀
、
官
長
者
為
重
役
人
之
間
、
以
別
儀
止
半
済
、
所
被
返
付
一
円
也
。
不
日
可
渡
付
。
若
有
緩

怠
者
、
可
有
殊
沙
汰
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
。

永
徳
元
年
七
月
十
七
日

左
衛
門
佐
判

佐
々
木
亀
寿
殿

二
通
は
ほ
ぼ
同
文
で
、「
官
長
者
」
で
あ
る
壬
生
兼
治
が
「
今
度
大
儀
」
に
お
い
て
「
重
役
人
」
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
所
領
の
半
済

を
と
ど
め
る
旨
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
る
「
今
度
大
儀
」
と
は
永
徳
元
年
七
月
二
三
日
の
任
大
臣
節
会
と
さ
れ
て
お
り
�
、

そ
れ
で
問
題
な
か
ろ
う
。

こ
の
事
例
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
二
通
の
管
領
奉
書
に
先
ん
じ
て
、
次
の
よ
う
な
史
料
が
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

【
史
料
七
】（『
壬
生
家
文
書
』
五
三
号
）

（
将
）

「
□
軍
御
自
筆
兼
治
所
領
事

永
徳
元
三
廿
九
」

御
書
之
趣
、
跪
以
拝
見
仕
候
了
。
抑
兼
治
所
領
事
、
早
速
可
下
知
也
。
義
満
謹
言
。

（
足
利
義
満
）

三
月
廿
九
日

（
花
押
）

こ
の
書
状
は
宛
所
を
欠
く
が
、
内
容
と
書
札
礼
か
ら
こ
れ
は
兼
治
に
直
接
あ
て
た
も
の
で
は
な
く
、
義
満
が
丁
寧
に
自
筆
書
状
を
執
筆
す

べ
き
貴
人
に
対
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
義
満
を
教
導
し
つ
つ
公
家
社
会
に
迎
え
入
れ
つ
つ
あ
っ
た
二
条
良
基
あ
た
り
が
候
補
に
な

り
え
よ
う
が
、
と
も
か
く
も
壬
生
兼
治
が
所
領
回
復
の
口
添
え
を
も
ら
え
る
よ
う
誰
か
に
頼
み
、
こ
の
三
月
二
九
日
に
内
諾
を
得
た
こ
と

が
わ
か
り
、
管
領
奉
書
で
処
理
さ
れ
た
【
史
料
五
】【
史
料
六
】
の
案
件
の
背
景
に
、
義
満
の
意
志
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

別
の
事
例
も
み
て
お
こ
う
。
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
七
月
一
〇
日
、
吉
田
兼
熈
は
、
越
前
国
片
屋
・
鳥
羽
両
荘
と
丹
波
国
味
間
二
品
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勅
旨
田
に
つ
い
て
、
中
山
親
雅
を
通
じ
て
義
満
へ
訴
え
を
出
し
た
。
そ
う
す
る
と
義
満
は
、
文
書
正
文
を
一
見
し
た
だ
け
で
「
元
自
不
可

及
子
細
事
也
」
と
述
べ
、
前
者
に
つ
い
て
は
管
領
斯
波
義
将
に
命
じ
る
こ
と
、
後
者
に
つ
い
て
は
追
っ
て
沙
汰
す
る
こ
と
を
約
し
た
�
。

そ
れ
を
受
け
て
兼
熈
は
二
二
日
に
義
将
邸
を
訪
れ
、
義
将
は
急
ぎ
沙
汰
す
る
旨
を
回
答
。
そ
し
て
二
五
日
付
で
次
の
よ
う
な
文
書
が
発
給

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

【
史
料
八
】（「
吉
田
家
日
次
記
」
永
徳
三
年
七
月
二
八
日
条
）

吉
田
社
領
越
前
国
片
屋
・
鳥
羽
等
事
。
半
済
事
、
去
五
月
十
日
当
社
小
神
四
所
神
宝
以
下
盗
失
之
間
、
彼
両
所
当
年
所
務
以
前
一
円

被
返
下
者
、
可
調
進
云
々
。
目
安
如
此
。
早
不
日
止
半
済
之
儀
、
可
打
渡
雑
掌
之
由
候
也
。
仍
執
達
如
件
。

永
徳
三
年
七
月
廿
五
日

宮
内
大
輔
在
判

甲
斐
美
濃
守
殿

義
将
自
身
の
守
護
分
国
へ
の
命
令
で
あ
る
た
め
に
管
領
奉
書
と
い
う
形
式
で
は
な
く
、
守
護
代
奉
書
�
と
い
う
斯
波
家
内
部
の
文
書
形
式

で
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
義
満
か
ら
の
命
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
「
吉
田
家
日
次
記
」
の
前
後
の
記
事
か
ら
確
実
で
あ

る
。
そ
の
一
方
で
、
丹
波
国
味
間
二
品
勅
旨
田
に
つ
い
て
は
中
沢
信
基
が
権
利
を
主
張
し
て
い
た
た
め
、
少
し
遅
れ
て
九
月
一
二
日
付

で
、
わ
ざ
わ
ざ
義
満
に
よ
る
寄
進
状
と
い
う
形
式
で
吉
田
家
の
権
益
回
復
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
�
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
は
、
事
案
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
形
式
を
柔
軟
に
使
い
分
け
な
が
ら
、
義
満
の
意
志
が
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
義
満
が
直
接
署
判
し
た
御
判
御
教
書
や
寄
進
状
で
は
な
く
、
管
領
奉
書
や
守
護
家
内
部
の
文
書
し
か
出
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
で

も
、
義
満
の
内
意
が
背
後
に
あ
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ど
れ
ほ
ど
管
領
奉
書
が
多
く
発
給
さ
れ
て
い

よ
う
と
も
、
そ
れ
は
管
領
斯
波
義
将
の
裁
量
が
大
き
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
諸
点
は
、
筆
者
が
以
前
に
と
く
に
所
務
沙
汰
に
注
目
し
つ
つ
述
べ
た
こ
の
時
期
に
お
け
る
変
化
と
密
接
に
関
係
す
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る
�
。
鎌
倉
時
代
以
来
の
「
徳
政
」
的
な
政
治
規
範
を
背
景
に
し
つ
つ
、
式
日
を
設
定
し
た
評
定
や
引
付
な
ど
を
日
常
的
に
運
営
し
な
が

ら
所
務
沙
汰
に
あ
た
る
よ
う
な
あ
り
方
が
南
北
朝
中
後
期
ま
で
は
あ
る
程
度
維
持
さ
れ
て
い
た
が
、
細
川
頼
之
執
政
の
末
期
で
あ
る
永
和

年
間
を
起
点
に
、
そ
の
よ
う
な
場
で
の
審
議
・
決
裁
を
お
こ
な
う
事
例
が
み
ら
れ
な
く
な
り
、
奉
行
人
が
個
別
的
に
伺
い
を
立
て
る
形
式

に
変
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
鎌
倉
時
代
以
来
の
政
治
姿
勢
が
放
棄
さ
れ
な
が
ら
義
満
と
い
う
個
人
の
「
仰
」
が
重
要
に
な
っ
て

い
く
過
程
で
あ
る
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
変
化
が
進
み
つ
つ
あ
る
な
か
で
義
将
は
、
義
満
か
ら
の
指
示
を
受
け
つ
つ
管
領
奉
書
を

発
給
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

義
満
へ
の
扈
従
と
奉
仕

ま
た
、
義
将
の
行
動
と
し
て
興
味
深
い
の
が
、
義
満
の
外
出
に
ま
め
ま
め
し
く
従
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

先
に
も
触
れ
た
が
義
堂
周
信
の
日
記
で
あ
る
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
を
み
て
い
く
と
、
等
持
寺
で
仏
事
を
お
こ
な
う
際
に
、
義
満
に

従
っ
て
管
領
義
将
が
と
も
に
入
寺
し
て
い
る
事
例
を
多
数
確
認
で
き
�
、
な
か
に
は
そ
の
場
で
交
わ
さ
れ
た
会
話
な
ど
を
記
し
て
い
る
ケ

ー
ス
も
あ
る
�
。
そ
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
康
暦
二
年
四
月
二
三
日
の
二
条
良
基
邸
へ
の
御
成
の
際
に
、
一
色
範
光
・
饗
庭
氏
直
と
と
も
に

従
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
�
。
ま
た
、
①
康
暦
二
年
五
月
一
三
日
の
義
堂
周
信
の
も
と
へ
の
御
成
、
②
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
一
〇

月
一
三
日
の
西
芳
寺
で
の
紅
葉
見
物
の
御
成
、
③
永
徳
三
年
三
月
二
日
の
建
仁
寺
方
丈
西
軒
落
成
時
の
御
成
、
④
至
徳
三
年
（
一
三
八

六
）
二
月
三
日
の
大
慈
院
へ
の
御
成
な
ど
に
も
、
義
将
が
「
官
伴
」
の
一
人
と
し
て
そ
の
名
を
み
せ
て
い
る
�
。
こ
れ
ら
よ
り
、
義
将
が

義
満
の
外
出
に
従
う
事
例
が
決
し
て
少
な
く
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
外
出
時
の
扈
従
以
外
で
も
、
義
堂
周
信
が
呼
び
出
し
に
応
じ
て
参
上
し
た
際
に
義
将
が
義
満
の
側
に
い
た
と
い
う
記
事
�

や
、
義
満
が
急
に
義
将
を
呼
び
出
し
た
と
い
う
記
事
な
ど
�
も
確
認
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
義
将
の
奉
仕
ぶ
り
は
顕
著
で
あ

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

脆
弱
な
る
管
領

も
ち
ろ
ん
義
将
も
、
先
述
の
よ
う
に
永
徳
元
年
に
細
川
氏
復
帰
が
取
り
沙
汰
さ
れ
た
際
に
は
抗
議
の
意
を
示
し
て
、
管
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領
職
の
辞
意
を
表
明
し
て
い
た
。
ま
た
、
下
っ
て
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
三
月
一
二
日
に
は
、
管
領
を
辞
任
し
て
越
前
へ
下
向
し
て
い

る
が
、
こ
の
直
後
に
細
川
頼
之
が
上
洛
し
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
動
き
に
反
対
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
�
。
し

か
し
、
以
上
の
よ
う
な
諸
点
を
総
覧
す
る
な
ら
ば
、
義
将
は
日
常
的
に
は
、
義
満
に
対
し
て
従
属
的
な
立
場
に
甘
ん
じ
て
い
る
印
象
を
強

く
受
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
�
。

こ
の
よ
う
な
義
将
の
立
場
を
考
え
る
際
に
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
の
が
、
彼
の
基
盤
の
脆
弱
さ
で
あ
ろ
う
。
本
章
一
節
で
も
述
べ
た
よ

う
に
、
細
川
・
山
名
・
土
岐
各
氏
は
内
乱
期
に
現
地
で
隣
接
す
る
複
数
ヶ
国
に
わ
た
る
分
国
を
形
成
し
、
こ
の
時
期
の
幕
府
政
治
上
、
無

視
で
き
な
い
勢
力
と
化
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
斯
波
氏
の
よ
う
に
一
ヶ
国
程
度
し
か
分
国
を
も
た
な
い
勢
力
は
、
幕
府
内
の
政
治
状

況
の
変
化
に
よ
っ
て
、
守
護
職
を
簡
単
に
失
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
脆
弱
な
存
在
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
実
際
に
義
将
は
一
度
、
討
伐
を
受
け

て
分
国
を
す
べ
て
没
収
さ
れ
、
そ
う
し
た
弱
さ
を
思
い
知
っ
た
経
験
も
有
し
て
お
り
、
そ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
義

将
の
取
り
得
る
政
治
的
選
択
肢
を
そ
れ
ほ
ど
広
く
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
義
将
が
義
満
を
立
て
続
け
て
従
属
的
な
姿
勢
を
取
り
続
け
た

背
景
は
、
こ
の
点
と
の
関
連
で
考
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
�
。
佐
藤
進
一
が
執
事
・
管
領
職
の
争
奪
を
幕
府
政
治
史
に
直
結
さ
せ
た
結

果
、
こ
れ
ま
で
斯
波
高
経
・
義
将
父
子
に
つ
い
て
は
過
剰
に
評
価
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
の
義
将
を
評
価
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
旧
来
の
よ
う
に
そ
の
政
治
的
力
量
を
重
視
す
る
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
立
場
の
脆
弱
さ
と
義
満
へ
の
従
属
性
を
重
視

し
て
お
く
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

先
ほ
ど
康
暦
の
政
変
以
後
に
執
事
・
管
領
が
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
諸
大
名
た
ち
か
ら
警
戒
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
点
を
述
べ
た

が
、
そ
れ
も
こ
の
よ
う
に
斯
波
義
将
と
い
う
基
盤
の
弱
い
人
物
が
管
領
に
据
え
ら
れ
た
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
よ
う
�
。
こ
れ
ま
で
つ

ね
に
権
力
を
集
め
る
こ
と
が
警
戒
さ
れ
て
き
た
管
領
と
い
う
立
場
に
あ
る
義
将
が
実
際
の
行
動
に
よ
っ
て
、
義
満
へ
の
従
属
化
を
示
し
た

こ
と
に
は
、
少
な
く
と
も
在
京
し
て
い
る
諸
氏
に
対
し
て
、
義
満
の
権
力
を
強
く
印
象
づ
け
る
面
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
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を
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
本
稿
で
は
、
康
暦
の
政
変
に
よ
る
変
化
の
な
か
で
義
満
の
権
力
確
立
に
と
っ
て
最
も
重
要
だ
っ
た
の
は
、
義
将
の

管
領
任
用
に
よ
っ
て
義
満
と
管
領
の
関
係
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
説
�
を
、
提
起
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

む
ろ
ん
、
何
度
も
強
調
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
義
満
に
と
っ
て
深
刻
か
つ
根
本
的
な
課
題
だ
っ
た
の
は
観
応
の
擾
乱
以
来
広
域
的

地
域
権
力
と
化
し
た
数
氏
の
動
向
で
あ
り
、
そ
れ
が
義
将
の
管
領
任
用
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
最
終
章
た
る
次
章

で
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
が
克
服
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
簡
単
に
見
通
し
を
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
四
章

義
満
権
力
の
確
立
へ

土
岐
頼
康
の
死
去
と
東
国
・
西
国
下
向

突
出
す
る
数
氏
の
問
題
が
克
服
さ
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
嘉
慶
元
年
（
一
三
八
七
）

一
二
月
二
五
日
、
反
細
川
の
巨
頭
の
一
人
で
あ
っ
た
土
岐
頼
康
が
、
本
拠
地
美
濃
国
小
島
荘
で
死
去
し
た
こ
と
で
あ
る
�
。
こ
の
の
ち
義

満
は
嘉
慶
二
年
（
一
三
八
八
）
五
月
二
六
日
に
左
大
臣
を
辞
任
し
た
の
ち
�
、
同
年
九
月
に
は
東
国
に
�
、
そ
し
て
翌
康
応
元
年
（
一
三

八
九
）
の
三
月
に
は
西
国
に
下
向
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

田
中
義
成
に
よ
っ
て
「
義
満
の
遊
覧
」
の
一
環
と
さ
れ
る
�
こ
の
二
例
の
う
ち
、
西
国
下
向
の
ほ
う
は
、「
鹿
苑
院
殿
厳
島
詣
記
」「
鹿

苑
院
殿
西
国
下
向
記
」
の
二
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
比
較
的
詳
し
い
情
報
が
わ
か
る
。
略
述
す
る
に
、
三
月
四
日
暁
に
都
を
起
ち
、
そ
の

日
の
う
ち
に
兵
庫
に
到
着
し
て
赤
松
千
菊
（
満
弘
か
）
が
饗
応
。
六
日
に
讃
岐
国
宇
多
津
へ
と
到
着
し
、
翌
七
日
に
は
そ
こ
で
細
川
頼
之

の
饗
応
を
受
け
る
。
続
い
て
讃
岐
国
佐
柳
・
安
芸
国
高
崎
を
経
て
一
〇
日
夜
に
厳
島
に
到
着
、
翌
一
一
日
に
社
参
を
果
た
す
。
そ
の
の
ち

一
二
日
に
は
周
防
国
下
松
に
到
着
。
翌
一
三
日
に
は
周
防
国
府
中
の
三
田
尻
に
て
大
内
氏
の
饗
応
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
時
点
で
は
九
州
へ
の
下
向
も
企
画
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
だ
が
、
大
風
に
よ
っ
て
最
終
的
に
は
渡
航
を
諦
め
、
一
八
日
か
ら
帰
途
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に
つ
き
、
周
防
国
竈
戸
関
、
安
芸
国
蒲
苅
黒
島
・
忠
海
浦
を
経
て
二
一
日
に
備
後
国
尾
道
に
到
着
し
、
そ
こ
で
山
名
義
熈
・
時
熈
ら
の
饗

応
を
受
け
た
。
次
ぐ
二
二
日
に
は
讃
岐
国
宇
多
津
へ
進
み
、
翌
日
を
一
日
過
ご
し
た
後
、
二
四
日
は
備
前
国
牛
窓
で
赤
松
氏
の
饗
応
を
受

け
、
翌
二
五
日
に
播
磨
国
室
津
に
入
っ
た
後
は
陸
路
を
進
み
、
二
六
日
に
帰
京
し
た
。

こ
の
よ
う
な
行
程
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
細
川
・
大
内
・
山
名
各
氏
な
ど
に
よ
る
饗
応
や
、
諸
氏
と
の
対
面
が
特
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
み
て
、
現
地
に
所
在
す
る
諸
大
名
と
の
接
触
が
主
要
目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
�
、
本
稿
で
み
て
き
た
経
緯
を
考
慮
す
る
に
、
在
国

し
て
京
都
の
政
権
・
領
主
社
会
か
ら
距
離
を
と
っ
て
い
た
細
川
・
山
名
両
氏
を
は
じ
め
、
大
内
氏
な
ど
（
九
州
に
下
向
す
る
こ
と
が
予
定

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
九
州
の
諸
氏
も
本
来
は
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
）
と
の
接
触
を
は
か
り
、
彼
ら
の
出

方
を
み
な
が
ら
、
康
暦
の
政
変
後
に
生
じ
た
緊
張
を
清
算
す
る
道
を
探
る
よ
う
な
側
面
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
残
存
史
料

の
少
な
い
東
国
下
向
の
ほ
う
も
、
土
岐
氏
一
門
の
在
国
組
（
康
行
ら
）
に
饗
応
さ
せ
、
ま
た
駿
河
ま
で
下
向
し
て
鎌
倉
公
方
足
利
氏
満
を

は
じ
め
と
す
る
関
東
の
人
々
と
も
接
触
を
は
か
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
頼
康
死
後

に
左
大
臣
を
辞
し
て
臨
ん
だ
こ
の
二
つ
の
下
向
に
つ
い
て
は
、
度
々
の
南
都
下
向
や
明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）
九
月
の
気
比
社
参
宮
な
ど

と
一
括
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
�
、
こ
の
よ
う
な
独
自
の
政
治
的
位
置
を
押
さ
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
御
物
か
た
り
」
の
背
景

こ
の
西
国
下
向
の
帰
途
、
二
三
日
を
宇
多
津
で
過
ご
し
た
際
、
今
川
貞
世
が
「
廿
三
日
は
こ
ゝ
に
と
ゝ
ま
り

給
て
、
武
蔵
入
道
め
さ
れ
て
遥
に
御
物
か
た
り
有
け
る
と
か
や
。
何
こ
と
に
か
有
け
む
。
涙
を
を
さ
へ
て
ま
か
て
け
る
と
き
こ
ゆ
」
と
書

き
記
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
�
。
義
満
が
六
日
に
宇
多
津
へ
到
着
し
て
以
降
、
細
川
頼
之
が
基
本
的
に
行
動
を
と
も
に
し
て
い

る
点
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
は
た
ん
に
再
会
を
喜
ん
で
の
「
御
物
か
た
り
」「
涙
」
で
は
な
く
、
そ
の
間
の
半
月
の
出
来
事
を
踏
ま
え
た

う
え
で
の
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
点
が
即
座
に
想
起
さ
れ
る
。

一
つ
が
、
周
防
で
義
満
を
盛
大
に
も
て
な
し
た
大
内
義
弘
が
、
こ
れ
を
機
に
上
京
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
義
弘
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は
明
徳
の
乱
時
に
京
都
で
の
戦
闘
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
恒
常
的
に
在
京
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
細
川

・
土
岐
・
山
名
各
氏
と
と
も
に
内
乱
期
に
広
域
的
な
基
盤
を
確
保
し
て
い
た
大
内
氏
が
、
義
満
に
忠
誠
を
誓
っ
て
上
京
す
る
こ
と
を
こ
の

と
き
に
決
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
�
、
そ
れ
は
義
満
に
と
っ
て
、
非
常
に
心
強
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
一
点
が
、
山
名
時
義
が
病
に
伏
し
て
い
る
た
め
、
備
後
国
尾
道
ま
で
出
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
饗
応
の
場
に
出
て
こ
な
い
た
め
の
虚
偽
の
理
由
で
あ
る
可
能
性
も
消
え
な
い
が
、
実
際
に
時
義
は
こ
の
時
か
ら

二
ヶ
月
も
経
た
な
い
五
月
四
日
に
没
し
て
お
り
�
、
病
と
い
う
の
は
事
実
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
土
岐
頼
康
が
七
〇
歳
と
い
う
老
年
だ

っ
た
の
に
対
し
て
、
山
名
時
義
は
系
図
・
家
譜
に
よ
れ
ば
ま
だ
四
一
歳
も
し
く
は
四
四
歳
の
壮
年
で
あ
っ
た
�
。
頼
康
に
続
き
、
反
細
川

の
強
硬
派
で
あ
っ
た
時
義
が
本
当
に
死
の
床
に
あ
る
と
い
う
情
報
を
義
満
・
頼
之
が
つ
か
ん
だ
の
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
も
彼
ら
に
と
っ
て

は
朗
報
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。「
遥
に
御
物
か
た
り
」
と
「
涙
」
は
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

時
義
も
没
し
た
こ
の
年
の
う
ち
に
土
岐
氏
分
国
に
軍
勢
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
�
、
翌
康
応
二
年
（
一
三
九
〇
）
の
閏
三
月
二
五

日
に
康
行
の
籠
も
る
美
濃
国
小
島
城
が
陥
落
し
た
の
だ
と
い
う
�
。
ま
た
、
並
行
し
て
時
熈
・
氏
幸
ら
の
討
伐
も
命
じ
ら
れ
た
ら
し
く
�
、

そ
う
し
た
討
伐
を
経
る
こ
と
で
、
翌
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
四
月
三
日
に
は
念
願
の
細
川
頼
之
上
洛
が
果
た
さ
れ
た
�
（
た
だ
し
、
明

徳
三
年
（
一
三
九
二
）
三
月
二
日
に
は
、
細
川
頼
之
も
没
し
た
�
）。
そ
し
て
、
明
徳
三
年
末
の
明
徳
の
乱
を
経
て
、
義
満
の
権
力
も
確

立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
	
。

む
す
び
に
か
え
て

か
つ
て
佐
藤
進
一
は
南
北
朝
後
期
の
政
治
史
に
つ
い
て
、「
斯
波
派
」
と
「
細
川
派
」
と
い
う
二
つ
の
大
名
集
団
の
党
派
抗
争
を
重
視
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し
つ
つ
、
康
暦
の
政
変
以
後
に
義
満
が
直
轄
的
基
盤
の
構
築
や
権
威
獲
得
に
成
功
し
、
権
力
を
確
立
し
て
い
く
さ
ま
を
描
き
出
し
た
。
本

稿
で
は
、
こ
う
し
た
佐
藤
の
見
解
に
対
し
て
検
討
を
お
こ
な
い
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
た
。

（
１
）
細
川
頼
之
執
政
期
を
通
じ
て
、
山
名
、
土
岐
、
斯
波
、
佐
々
木
京
極
の
各
氏
が
段
階
的
に
反
細
川
に
傾
い
て
い
っ
た
こ
と
は
確
実

だ
が
、
少
な
く
と
も
細
川
頼
之
執
政
の
当
初
か
ら
「
斯
波
派
」、
つ
ま
り
斯
波
氏
を
中
心
と
し
た
固
定
的
な
大
名
集
団
が
存
在
し
た

と
い
う
確
証
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
今
川
貞
世
ら
が
属
し
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
「
細
川
派
」
の
ほ
う
は
、
ま
っ
た
く
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
康
暦
の
政
変
の
発
生
は
、
幕
政
を
主
導
す
る
細
川
氏
に
反
感
を
感
じ
る
勢
力
が
段
階
的
に
増
加
し
た
と
い

う
、
史
料
に
も
み
え
る
と
お
り
の
説
明
で
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
り
、
そ
う
み
な
す
ほ
う
が
《
突
出
へ
の
掣
肘
》（
突
出
し
た

権
勢
を
誇
る
人
物
に
対
し
て
、
そ
の
た
び
ご
と
に
反
対
派
が
形
成
さ
れ
て
そ
の
人
物
を
没
落
に
追
い
込
む
が
、
党
派
の
継
続
性
は
そ

れ
ほ
ど
高
く
な
い
）
と
い
う
観
応
の
擾
乱
以
来
の
政
治
史
的
枠
組
み
を
考
慮
し
て
も
自
然
で
あ
る
。

（
２
）
康
暦
の
政
変
で
細
川
頼
之
が
没
落
し
た
後
、
幕
府
の
表
面
的
な
政
策
は
反
細
川
と
な
っ
た
が
、
義
満
自
身
が
細
川
氏
の
復
帰
を
強

く
望
み
、
ま
た
細
川
氏
も
簡
単
に
討
滅
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
政
変
後
も
対
立
の
構
図
が
継
続
す
る
と
い
う

新
た
な
事
態
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
義
満
は
頼
之
弟
の
頼
元
を
赦
免
し
て
上
洛
さ
せ
る
こ
と
に
成
功

す
る
が
、
結
果
的
に
山
名
時
義
が
京
都
を
離
れ
る
こ
と
と
な
り
、
お
そ
ら
く
土
岐
頼
康
も
前
後
し
て
京
都
を
離
れ
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の
よ
う
な
康
暦
の
政
変
以
後
の
政
治
過
程
に
は
、
義
満
の
求
心
力
を
損
な
う
よ
う
な
面
が
あ
っ
た

と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

（
３
）
こ
の
よ
う
な
康
暦
の
政
変
前
後
の
政
治
過
程
を
考
え
る
上
で
最
も
本
質
的
な
の
は
、
戦
乱
期
に
隣
接
す
る
複
数
ヶ
国
に
勢
力
を
扶

植
し
た
細
川
氏
・
山
名
氏
・
土
岐
氏
な
ど
が
、
容
易
に
討
伐
し
え
な
い
存
在
と
化
し
、
幕
政
上
で
も
無
視
し
え
な
い
存
在
に
な
っ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
義
満
の
権
力
確
立
を
考
え
る
際
に
、
義
満
の
公
家
社
会
進
出
が
重
視
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
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う
な
突
出
し
た
有
力
大
名
た
ち
の
問
題
に
対
す
る
直
接
的
な
処
方
箋
に
は
、
必
ず
し
も
な
り
え
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
各

氏
と
は
異
な
っ
て
脆
弱
な
基
盤
し
か
持
た
な
い
斯
波
義
将
が
管
領
に
据
え
ら
れ
、
義
満
に
対
し
て
従
属
的
な
姿
勢
を
取
り
続
け
た
こ

と
に
は
意
味
が
あ
り
、
以
後
は
管
領
が
将
軍
を
奉
じ
て
実
権
を
握
る
こ
と
が
警
戒
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

（
４
）
こ
の
よ
う
に
突
出
し
た
有
力
大
名
の
問
題
が
克
服
さ
れ
、
義
満
の
権
力
が
確
立
す
る
の
は
、
土
岐
頼
康
と
山
名
時
義
の
二
人
が
相

次
い
で
没
し
、
そ
の
後
継
者
た
ち
が
討
伐
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
本
稿
の
議
論
は
、
佐
藤
に
由
来
す
る
従
来
の
議
論
の
問
題
点
を
あ
ぶ
り
出
す
な
か
で
個
々
に
み
え
て
く
る
諸
要
素
を
、

可
能
な
限
り
幅
広
く
視
野
に
入
れ
、
そ
れ
ら
を
整
合
的
に
説
明
で
き
る
よ
う
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
推
測
を
交
え
た
部
分
も
含
ま
れ
る

が
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
説
明
よ
り
も
多
く
の
点
を
整
合
的
に
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
制
度
史
的
論
点

（
管
領
・
守
護
の
交
代
）
を
政
治
史
に
結
び
つ
け
る
際
の
佐
藤
の
手
法
自
体
に
対
し
て
も
、
疑
問
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
康
暦
前
後
の
画
期
を
さ
ほ
ど
評
価
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
突
出
し
た
実
力
を
も
つ
土
岐
・
山
名
両
氏
を
討

伐
す
る
こ
と
が
、
な
ぜ
康
応
・
明
徳
の
段
階
で
可
能
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
は
、
さ
ら
に
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
稿
の
よ
う

に
斯
波
義
将
の
基
盤
の
脆
弱
さ
を
強
調
す
る
場
合
、
な
ぜ
義
将
が
そ
の
の
ち
幕
府
の
重
鎮
に
な
り
得
た
の
か
�
と
い
う
点
も
問
題
と
し
て

残
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
点
に
つ
い
て
、
十
分
に
分
析
を
お
こ
な
う
紙
数
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
今
後
、
さ
ら
に
検
討
を
深
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

註�

註
70
小
川
『
足
利
義
満
』、
九
四
頁
。
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�
「
日
吉
神
輿
御
入
洛
見
聞
略
記
」（『
群
書
類
従
』
神
祇
部
）。

�

下
坂
守
「
山
門
使
節
制
度
の
成
立
と
展
開
」（『
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
七
五
年
）。

�

註
⑸
早
島
著
書
、
早
島
『
足
利
義
満
と
京
都
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）。

�

稲
葉
伸
道
「
南
北
朝
時
代
の
興
福
寺
と
国
家
」（『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集

史
学
』
四
四
号
、
一
九
九
八
年
）。

�

大
田
壮
一
郎
「
室
町
殿
と
宗
教
」（『
室
町
幕
府
の
政
治
と
宗
教
』
塙
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
二
〇
一
二
年
）。

�

石
原
比
伊
呂
「
義
詮
期
に
お
け
る
足
利
将
軍
家
の
変
質
」（
註
52
石
原
著
書
、
初
出
二
〇
一
二
年
）。
前
提
と
さ
れ
た
川
合
説
は
「
武
家
の
天
皇

観
」（『
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）、
市
澤
説
は
「
南
北
朝
内
乱
期
に
お
け
る
天
皇
と
諸
勢
力
」

（『
日
本
中
世
公
家
政
治
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
一
九
九
六
年
）。

�

将
軍
と
い
う
枠
を
外
し
て
武
士
全
般
に
拡
大
す
る
と
、
平
清
盛
・
重
盛
・
宗
盛
の
三
人
が
加
わ
る
が
、
彼
ら
も
決
し
て
吉
例
と
は
い
え
ま
い
。

�

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
拙
稿
「
書
評
と
紹
介

松
永
和
浩
著
『
室
町
期
公
武
関
係
と
南
北
朝
内
乱
』」（『
日
本
歴
史
』
七
九
〇
号
、
二
〇

一
四
年
）
で
も
簡
単
に
触
れ
た
。

	

筆
者
は
以
前
、「
義
満
の
公
家
社
会
進
出
が
進
展
し
始
め
た
ま
さ
に
そ
の
時
期
に
康
暦
の
政
変
が
発
生
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
動
き
を
武
家
側
で

主
導
し
た
頼
之
が
絶
大
な
権
力
を
握
る
こ
と
へ
危
惧
が
高
ま
っ
た
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」（
註
33
拙
稿
六
一
頁
）
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は

こ
の
よ
う
な
点
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
客
観
的
に
は
義
満
が
自
立
し
、
権
力
と
権
威
を
も
ち
は
じ
め
た
こ
と
に
よ
り
、
管
領
の

地
位
が
相
対
的
に
低
下
し
た
こ
と
が
頼
之
失
脚
の
原
因
で
あ
っ
た
」
と
す
る
伊
藤
喜
良
の
見
解
（
伊
藤
『
足
利
義
満
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
〇

年
、
一
六
頁
）
な
ど
と
対
立
す
る
見
解
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
に
義
満
の
公
家
社
会
進
出
の
素
地
が
細
川
頼
之
管
領
期
に
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
の
が
最
近
の
研
究
の
特
徴
で
あ

る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
家
永
遵
嗣
「
足
利
義
満
・
義
持
と
崇
賢
門
院
」（『
歴
史
学
研
究
』
八
五
二
号
、
二
〇
〇
九
年
）、
註
⑽
拙
稿
、
水

野
圭
士
「
細
川
頼
之
政
権
と
持
明
院
統
の
分
裂
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
二
六
号
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。




註
⑷
佐
藤
論
文
、
一
五
二
頁
。

�

市
澤
「
中
世
王
権
論
の
中
の
足
利
義
満
」（
註
�
市
澤
著
書
、
初
出
二
〇
〇
四
年
）。

�

今
枝
愛
真
「
斯
波
義
将
の
禅
林
に
対
す
る
態
度
」（『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
、
初
出
一
九
五
六
年
）、
四
六
八

頁
。



佐
々
木
銀
哉
『
日
本
の
歴
史
八

室
町
幕
府
』（
小
学
館
、
一
九
七
五
年
）
三
〇
〜
三
一
頁
。
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�

榎
原
雅
治
「
一
揆
の
時
代
」（『
日
本
の
時
代
史
一
一

一
揆
の
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
一
三
頁
。

�

山
田
邦
明
『
室
町
の
平
和
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
六
三
頁
。

�

註
31
小
川
『
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』
四
五
九
〜
四
七
四
頁
。

�

亀
田
俊
和
「
室
町
幕
府
安
堵
状
の
形
成
と
展
開
」（『
室
町
幕
府
管
領
施
行
シ
ス
テ
ム
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
三
年
、
初
出
二
〇
〇
五

年
）、
松
園
潤
一
朗
「
室
町
幕
府
の
安
堵
と
施
行
」（『
法
制
史
研
究
』
六
一
号
、
二
〇
一
二
年
）・「
足
利
義
満
期
の
安
堵
政
策
」（『
日
本
歴
史
』

七
七
五
号
、
二
〇
一
二
年
）。
松
園
論
文
は
、
義
満
期
に
お
け
る
安
堵
施
行
実
施
の
理
由
を
「
管
領
の
権
力
拡
張
志
向
」
に
求
め
る
亀
田
説
を
批

判
し
た
も
の
で
、
そ
の
点
に
お
い
て
基
本
的
に
賛
同
で
き
る
が
、
綸
旨
・
院
宣
の
施
行
事
例
ま
で
と
も
に
表
に
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
な
ど
、

松
園
論
文
に
も
問
題
と
思
わ
れ
る
部
分
が
あ
る
た
め
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
そ
の
一
方
で
、
松
園
が
「「
安
堵
」
施
行
は
「
特
別
訴
訟
手
続
」
の
拡
大
と
し
て
の
一
面
も
有
し
て
い
た
」（「
室
町
幕
府
の
安
堵
と
施
行
」

六
七
頁
）
と
す
る
点
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
ま
で
所
務
沙
汰
の
範
囲
で
処
理
さ
れ
て
い
た
案
件
が
、「
安
堵
」
と
呼
ば

れ
る
文
書
で
処
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
だ
と
す
れ
ば
「
安
堵
」
施
行
に
つ
い
て
も
、「
安
堵
」
の
展
開
と
い
う
文
脈

の
み
で
は
な
く
、
後
述
の
よ
う
な
所
務
沙
汰
の
変
質
の
一
環
と
し
て
論
じ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
に
は
そ
う
し
た
点
を
十
分

に
論
じ
る
余
地
は
な
い
も
の
の
、
今
後
そ
う
し
た
点
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

�

註
31
小
川
『
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』
四
七
四
頁
。

�
『
壬
生
家
文
書
』
五
七
・
六
九
七
号

�

註
⑸
松
永
著
書
二
〇
八
頁
な
ど
。
な
お
、
同
じ
く
「
今
度
大
儀
」
の
た
め
と
し
て
久
我
家
に
も
家
領
の
遵
行
を
命
じ
た
文
書
が
出
さ
れ
て
い
る

が
、
久
我
家
の
ほ
う
に
発
給
さ
れ
た
の
は
義
満
の
書
状
で
あ
っ
た
（『
久
我
家
文
書
』
一
二
一
（
二
）
号
）。

�
「
吉
田
家
日
次
記
」
永
徳
三
年
七
月
一
〇
日
条
。「
吉
田
家
日
次
記
」
に
つ
い
て
は
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
に
申
請
し
て
頒
布
を
受
け
た
写

真
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。

	

斯
波
家
で
は
、
守
護
代
以
下
の
発
給
文
書
で
奉
書
形
式
が
使
用
さ
れ
る
（
た
と
え
ば
応
永
七
年
四
月
二
六
日
付
の
尾
張
守
護
代
甲
斐
将
教
奉
書

（『
大
徳
寺
文
書
』
三
一
一
〇
号
）
な
ど
が
、
同
じ
形
式
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
遡
っ
て
貞
治
三
年
一
〇
月
二
七
日
付
の
沙
弥
某
奉
書

（『
八
坂
神
社
文
書
』
一
六
四
七
号
）
や
応
安
三
年
四
月
五
日
付
の
沙
弥
是
鎮
奉
書
（
同
一
六
四
四
号
）
に
ま
で
遡
る
）。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
こ
こ
に
み
え
る
宮
内
大
輔
も
守
護
代
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
京
都
周
辺
の
大
名
家
の
被
官
層
で
八
省
大

輔
の
官
職
を
も
つ
人
物
は
珍
し
い
。
応
永
一
九
年
の
棟
別
銭
関
連
記
事
に
み
え
る
細
川
兵
部
大
輔
入
道
（「
東
寺
百
合
文
書
」
ツ
函
一
〇
六
号
）

― ２５９ ― 南北朝後期における室町幕府政治史の再検討（下）



の
事
例
な
ど
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
斯
波
被
官
の
細
川
氏
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

�
「
吉
田
家
日
次
記
」
永
徳
三
年
九
月
一
五
日
条
。

�

拙
稿
「
室
町
幕
府
所
務
沙
汰
と
そ
の
変
質
」（『
法
制
史
研
究
』
五
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）。

�
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
康
暦
二
年
八
月
七
日
（
義
詮
月
忌
、
以
下
各
月
七
日
は
同
様
）、
一
〇
月
晦
日
（
尊
氏
月
忌
、
以
下
各
月
晦
日
は
同

様
）、
一
一
月
七
日
、
一
二
月
三
日
・
四
日
・
七
日
（
義
詮
年
忌
）、
康
暦
三
年
二
月
二
六
日
（
直
義
年
忌
）、
四
月
七
日
、
九
月
二
七
日
（
開
山

忌
）、
一
〇
月
七
日
、
一
二
月
二
日
（
義
詮
年
忌
）
条
、
永
徳
二
年
正
月
三
〇
日
、
六
月
七
日
、
八
月
七
日
、
永
徳
三
年
六
月
七
日
、
永
徳
四
年

四
月
七
日
、
至
徳
二
年
六
月
晦
日
、
至
徳
三
年
二
月
七
日
条
。
そ
の
ほ
か
、
永
徳
二
年
九
月
二
五
日
（
日
野
宣
子
百
日
忌
）、
一
〇
月
晦
日
、
一

二
月
二
日
（
義
詮
年
忌
）
な
ど
も
、
記
載
か
ら
義
将
が
そ
の
場
に
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

�

た
と
え
ば
、
康
暦
二
年
一
一
月
七
日
の
等
持
寺
へ
の
御
成
の
際
に
、
義
将
が
等
持
寺
八
講
の
再
興
を
建
言
し
た
こ
と
な
ど
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ

う
（『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
同
日
条
）。

�
『
迎
陽
記
』
康
暦
二
年
四
月
二
三
日
条
。
た
だ
し
、
義
将
・
範
光
の
二
人
が
「
参
仕
」
と
記
さ
れ
、
饗
庭
氏
直
は
「
祗
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

�
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
永
徳
二
年
一
〇
月
一
三
日
条
、
永
徳
三
年
三
月
二
日
条
、
至
徳
三
年
二
月
三
日
条
。
①
で
は
「
官
伴
」
は
義
将
一
人
。

②
で
は
二
条
良
基
ら
公
家
関
係
者
五
人
の
ほ
か
義
将
と
弟
義
種
が
従
い
、
③
で
は
義
将
・
義
種
の
ほ
か
饗
庭
氏
直
が
従
っ
て
い
る
。
④
は
公
家
関

係
者
五
人
の
ほ
か
に
従
っ
て
い
る
の
は
義
将
の
み
で
、
彼
が
御
剣
役
を
務
め
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
「
官
伴
」
の
ほ
か
、
義
満
に
は
「
僧

伴
」（
禅
僧
た
ち
）
も
従
っ
て
い
る
。

�
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
康
暦
二
年
一
一
月
一
五
日
・
一
八
日
、
至
徳
元
年
九
月
二
日
条
。

�
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
永
徳
三
年
六
月
二
九
日
条
。

	
「
神
護
寺
交
衆
任
日
次
第
」、「
武
家
年
代
記
」、「
東
寺
王
代
記
」。




と
く
に
、
永
徳
元
年
に
い
っ
た
ん
義
満
と
の
間
に
緊
張
が
走
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
後
に
も
義
満
に
仕
え
る
様
子
が
と
く
に
変
わ
っ
た
よ

う
に
は
み
え
な
い
点
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

�

逆
に
い
え
ば
、
細
川
氏
の
よ
う
な
勢
力
が
突
出
し
て
幕
府
の
実
権
を
握
る
こ
と
へ
の
危
惧
が
強
か
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
彼
自
身
の
基
盤
の

弱
さ
と
表
裏
の
問
題
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

�

本
稿
で
は
細
川
・
土
岐
・
山
名
・
大
内
の
よ
う
に
広
域
的
な
地
域
権
力
と
化
し
た
大
名
が
幕
政
を
左
右
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
が
、
そ
の
よ

う
な
勢
力
に
左
右
さ
れ
な
い
権
力
を
義
満
が
確
立
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
御
料
所
・
奉
公
衆
な
ど
の
直
轄
的
基
盤
の
確
立
よ
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り
も
、
相
対
的
に
基
盤
が
脆
弱
な
斯
波
氏
の
よ
う
な
大
名
に
守
護
職
を
与
え
な
が
ら
育
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
斯

波
・
畠
山
・
一
色
な
ど
の
各
氏
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
、
斯
波
氏
、
つ
い
で
畠
山
氏
が
管
領
に
任
命
さ
れ
て
い
く
背
景
に
は
、
彼
ら

を
細
川
氏
な
ど
の
有
力
大
名
と
互
す
る
も
の
と
し
て
幕
政
上
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
義
満
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
に
基
盤
の
弱
い
大
名
を
育
成
す
る
と
い
う
動
き
自
体
は
、
お
そ
ら
く
貞
治
五
年
に
斯
波
氏
が
没
落
し
た
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情

で
そ
れ
ま
で
に
守
護
職
を
失
っ
て
い
た
畠
山
・
一
色
・
桃
井
三
氏
に
対
し
て
義
詮
が
斯
波
氏
分
国
を
配
分
し
た
こ
と
に
遡
る
と
考
え
て
い
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
機
会
に
触
れ
た
い
。

�

な
お
、
小
川
信
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
管
領
の
制
度
的
変
化
を
細
川
頼
之
の
後
半
期
か
ら
連
続
す
る
も
の
と
み
な
し
、
註
�
拙
稿
で
も
遡
っ
て
永

和
年
間
以
降
の
変
化
と
い
う
文
脈
で
理
解
し
て
い
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
制
度
面
で
の
変
化
は
康
暦
以
前
に
遡
る
が
、
そ
う
し
た
変
化
の

の
ち
に
脆
弱
な
基
盤
し
か
も
た
な
い
義
将
が
管
領
に
就
任
し
、
義
満
に
従
属
的
な
態
度
を
取
り
続
け
た
こ
と
が
、
義
満
権
力
の
確
立
に
と
っ
て
重

要
な
意
味
を
も
っ
た
と
理
解
す
る
の
が
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る
。

�

註
93
。

�
『
公
卿
補
任
』。

�
『
早
稲
田
大
学
所
蔵
荻
野
研
究
室
収
集
文
書

上
巻
』「
祇
園
社
文
書
」
一
五
五
号
の
年
代
記
断
簡
に
断
片
的
な
記
事
が
あ
る
。
ま
た
後
年
、
足
利

義
教
が
富
士
下
向
を
お
こ
な
っ
た
際
に
、
義
満
の
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
四
年
七
月
二
〇
日
条
に
、「
鹿
苑
院
殿
御
下
向
例
」
が
先
例
と
さ
れ

て
お
り
、
義
満
が
実
際
に
下
向
し
た
こ
と
は
事
実
と
考
え
て
よ
い
。

�

田
中
義
成
『
南
北
朝
時
代
史
』（
講
談
社
、
一
九
七
九
年
、
初
出
一
九
二
二
年
）、
二
五
五
〜
二
六
一
頁
。

�

西
国
下
向
が
百
艘
も
の
船
を
従
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
田
中
以
来
こ
れ
ら
の
「
義
満
の
遊
覧
」
に
関
し
て
は
、
示
威
・
デ
モ
ン
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
筆
者
も
そ
う
し
た
側
面
が
な
か
っ
た
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
こ
れ
を
機
に
大
内

氏
が
在
京
へ
と
転
換
し
た
よ
う
に
、
融
和
の
道
を
も
模
索
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
点
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。

�

一
般
に
、
至
徳
二
年
以
降
の
「
義
満
の
遊
覧
」
を
一
括
し
て
と
ら
え
る
田
中
説
が
踏
襲
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
う
し
た
な
か
で
注
目
さ
れ
る

の
が
、
筆
者
同
様
に
左
大
臣
を
辞
任
し
て
臨
ん
だ
嘉
慶
二
年
の
東
国
下
向
（「
富
士
遊
覧
」
と
す
る
）
の
意
義
を
強
調
す
る
松
永
和
浩
の
議
論
で

あ
る
（
註
⑸
松
永
著
書
）。
た
だ
し
松
永
は
、
義
満
が
左
大
臣
を
辞
職
し
た
後
に
こ
の
よ
う
な
動
き
を
み
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
「「
公
家
化
」
と
対

守
護
政
策
の
連
動
性
を
窺
わ
せ
る
」（
二
二
〇
頁
）
と
論
じ
て
い
る
が
、
筆
者
は
む
し
ろ
、
義
満
の
意
識
が
公
家
社
会
に
向
い
て
い
る
時
期
と
、

対
有
力
大
名
に
向
い
て
い
る
時
期
に
段�

階�

差�

が�

あ�

る�

こ
と
を
強
調
す
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
点
で
松
永
と
は
意
見
を
異
に
し
て
い
る
。
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な
お
、
こ
の
ほ
か
に
、
康
応
元
年
に
義
満
が
高
野
山
に
参
詣
し
た
（「
足
利
家
官
位
記
」（『
群
書
類
従
』
補
任
部
）、「
武
家
昇
晋
次
第
」）
と
い
う

の
が
も
し
事
実
な
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
在
国
す
る
山
名
義
理
や
南
朝
勢
力
へ
接
触
を
は
か
る
も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
。

�

な
お
、
本
論
文
（
中
）
七
三
頁
で
こ
の
史
料
を
引
用
し
た
際
に
は
言
及
が
不
十
分
で
誤
解
を
招
く
表
現
と
な
っ
て
い
た
が
、「
涙
を
を
さ
へ
て
ま

か
で
け
る
」（
涙
を
お
さ
え
て
退
出
し
た
）
の
主
語
は
細
川
頼
之
で
あ
る
。

�

な
お
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
大
内
氏
を
「
斯
波
派
」「
斯
波
与
党
」
と
認
識
し
て
き
た
が
、
そ
う
み
な
す
べ
き
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
註

46
で
述
べ
た
。

�

註
88
。

�
『
続
群
書
類
従
』
所
収
山
名
系
図
、「
山
名
殿
代
々
」
は
四
一
歳
説
、「
山
名
家
伝
記
」
は
四
四
歳
説
で
あ
る
。

�
「
宝
荘
厳
院
方
評
定
引
付
」
康
応
二
年
三
月
二
五
日
条
に
は
「
去
年
近
江
守
護
尾
州
発
向
之
時
」
と
あ
り
、
少
な
く
と
も
康
応
元
年
中
に
尾
張
に

軍
勢
が
出
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。『
明
徳
記
』
に
も
、「
去
々
年
美
濃
国
（
ノ
凶
徒
）
御
退
治
ノ
合
戦
」（
書
陵
部
本
に
は

（

）
内
の
文
字
が
あ
る
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
明
徳
二
年
の
二
年
前
、
す
な
わ
ち
康
応
元
年
を
指
し
て
い
る
。

�
「
東
寺
王
代
記
」・「
四
天
王
法
記
」・「
武
家
年
代
記
」。

�

明
徳
元
年
三
月
一
八
日
、
山
名
氏
に
代
わ
っ
て
細
川
頼
之
が
備
後
守
護
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
頼
之
は
弟
頼
有
に
「
先
身
に
あ
て
ゝ

な
さ
れ
て
、
大
方
国
を
ハ
取
静
候
て
後
、
申
な
し
候
ハ
ん
す
る
か
可
然
」
と
書
き
送
っ
て
お
り
、
頼
之
が
国
を
「
取
静
」
た
の
ち
、
頼
有
を
守
護

に
任
じ
る
の
が
よ
い
、
と
し
て
い
る
（『
細
川
家
文
書

中
世
編
』「
鎌
倉
・
室
町
期
文
書
」
二
九
号
）。
こ
の
段
階
で
少
な
く
と
も
備
後
守
護
山

名
義
熈
が
討
伐
対
象
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

�
「
神
護
寺
交
衆
任
日
交
名
」、「
武
家
年
代
記
」、「
東
寺
王
代
記
」。

	
『
尊
卑
分
脈
』、「
執
事
補
任
次
第
」、「
鎌
倉
大
日
記
」、「
東
寺
過
去
帳
」、「
東
寺
王
代
記
」
な
ど
。




な
お
、
義
満
に
つ
い
て
「
今
御
所
の
御
沙
汰
の
様
、
見
及
申
ご
と
く
ば
、
よ
は
き
も
の
は
罪
少
け
れ
ど
も
御
不
審
を
か
う
ぶ
り
、
可
失
面
目
。
つ

よ
き
も
の
は
雖
背
上
意
、
さ
し
お
か
れ
申
べ
き
条
、
み
な
人
の
知
処
也
」
と
記
す
「
難
太
平
記
」（『
群
書
類
従
』
合
戦
部
）
の
記
述
が
好
意
的
に

引
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
義
満
に
と
っ
て
の
最
大
の
課
題
は
、
こ
の
よ
う
に
突
出
し
た
権
力
を
構
築
し
た
数
氏
へ
の
対
策
、
す
な
わ
ち
相
対

的
に
「
つ
よ
き
も
の
」
へ
の
対
策
で
あ
り
、
斯
波
・
畠
山
・
一
色
氏
な
ど
の
相
対
的
に
「
よ
は
き
も
の
」
へ
の
梃
子
入
れ
を
し
な
が
ら
幕
府
内
の

パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
構
築
し
て
き
た
側
面
も
あ
る
た
め
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
自
ら
を
弱
者
と
し
て
叙
述
す
る
今
川
貞
世
の
意
図

を
念
頭
に
置
い
て
読
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、
あ
ま
り
真
に
受
け
て
一
般
化
し
す
ぎ
る
べ
き
で
は
な
い
。
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�

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
至
徳
年
間
以
降
義
将
・
義
種
兄
弟
が
東
国
政
策
に
関
与
し
始
め
た
こ
と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ

の
点
は
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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