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

│
│
康
暦
の
政
変
以
前
の
「
斯
波
派
」・「
細
川
派
」
を
め
ぐ
っ
て
│
│

山

田

徹

は

じ

め

に

南
北
朝
の
動
乱
を
前
に
権
力
確
立
を
果
た
せ
ず
に
い
た
室
町
幕
府
で
あ
っ
た
が
、
三
代
目
の
足
利
義
満
の
時
代
に
最
盛
期
を
迎
え
る
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
の
義
満
の
権
力
確
立
に
至
る
ま
で
の
南
北
朝
後
期
の
政
治
史
に
つ
い
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
最
も
影
響
力
を
持
っ
て
い

る
の
が
、
五
〇
年
ほ
ど
前
に
刊
行
さ
れ
た
、
佐
藤
進
一
『
南
北
朝
の
動
乱
』⑴
で
あ
る
。
佐
藤
は
本
書
で
、
南
北
朝
時
代
後
半
の
政
治
史

理
解
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
文
脈
を
提
示
し
て
い
る
。

第
一
が
、
室
町
幕
府
内
に
お
け
る
、「
斯
波
派
」
対
「
細
川
派
」
と
い
う
守
護
層
の
党
派
抗
争
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
貞
治
五
年
（
一

三
六
六
）
に
斯
波
高
経
・
義
将
父
子
が
没
落
し
た
の
ち
、
反
斯
波
派
に
擁
立
さ
れ
て
細
川
頼
之
が
管
領
に
就
任
し
た
と
佐
藤
は
理
解
し
、

そ
の
の
ち
頼
之
が
没
落
す
る
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
の
康
暦
の
政
変
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
「
斯
波
派
」
と
「
細
川
派
」
の
対
立

が
根
強
く
影
響
を
与
え
続
け
た
も
の
と
み
な
し
た
。
そ
の
の
ち
、
明
徳
年
間
（
一
三
九
〇
〜
九
四
）
に
「
斯
波
派
」
の
山
名
氏
・
土
岐
氏

が
討
伐
を
受
け
る
頃
ま
で
の
政
治
史
を
、
こ
の
よ
う
な
対
立
構
造
の
延
長
線
上
に
読
み
解
く
の
で
あ
る
。
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こ
の
佐
藤
の
見
方
の
特
徴
は
、「
こ
の
よ
う
な
守
護
の
連
合
は
、
一
見
ご
く
わ
ず
か
の
有
力
守
護
だ
け
の
問
題
の
よ
う
に
み
え
る
が
、

け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
弱
小
守
護
は
弱
小
な
り
に
ど
ち
ら
か
の
戦
線
に
組
み
込
ま
れ
る
」⑵
と
し
、
す
べ
て
の
守
護
が
貞
治
五
年
以

降
、
基
本
的
に
二
つ
の
陣
営
の
ど
ち
ら
か
に
属
し
て
い
た
と
理
解
す
る
点
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
平
時
は
ど
ち
ら
に
も
与
せ
ず
、
決
裂
す

る
ま
さ
に
そ
の
と
き
ま
で
旗
幟
を
鮮
明
に
し
な
い
中
間
的
勢
力
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
佐
藤
は
、
守
護
職
の
任
免
や
、
遡
っ
て
観
応
の

擾
乱
時
の
去
就
な
ど
を
参
考
に
し
て
諸
大
名
を
二
陣
営
へ
と
色
分
け
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
斯
波
派
」・「
細
川
派
」
の
対
立
と
い
う
構
図

を
強
調
し
た
が
、
か
か
る
理
解
は
小
川
信
に
も
継
承
さ
れ
て
通
説
化
さ
れ
、
あ
た
か
も
自
明
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
現
在
も
広
く
流

布
し
て
い
る
⑶
。

第
二
が
、
佐
藤
の
名
論
文
「
室
町
幕
府
論
」
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
た
⑷
、
室
町
幕
府
将
軍
権
力
の
確
立
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
本
来
必

ず
し
も
守
護
た
ち
か
ら
絶
対
的
に
隔
絶
し
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
将
軍
権
力
は
、
①
直
轄
軍
た
る
奉
公
衆
や
直
轄
領
た
る
御
料
所
の
整

備
、
政
所
・
侍
所
の
直
轄
機
関
化
、
直
轄
都
市
た
る
京
都
の
掌
握
な
ど
を
通
じ
て
、
守
護
に
依
拠
し
な
い
直�

轄�

的�

な
基
盤
の
構
築
に
努

め
、
②
そ
の
一
方
で
、
王
朝
権
限
の
奪
取
、
ま
た
日
本
国
王
へ
の
冊
封
な
ど
に
よ
っ
て
、
高
次
の
権
威
を
獲
得
し
つ
つ
、
絶
対
化
を
果
た

し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
点
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
に
批
判
も
あ
る
が
⑸
、
対
朝
廷
関
係
の
問
題
が
、
守
護
た
ち
に
対

す
る
将
軍
権
力
絶
対
化
の
手�

段�

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
特
徴
的
で
あ
り
、
そ
の
点
は
現
在
も
受
け
継
が
れ
て
い

る
⑹
。そ

し
て
そ
の
よ
う
な
二
つ
の
文
脈
を
、
具
体
的
な
政
治
過
程
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
叙
述
す
る
際
の
接
続
点
と
し
て
重
要
な
の
が
、
康
暦

元
年
（
一
三
七
九
）
の
康
暦
の
政
変
で
あ
る
。
佐
藤
は
、
第
一
の
文
脈
│
│
す
な
わ
ち
守
護
大
名
間
の
党
派
的
抗
争
の
結
果
、
康
暦
の
政

変
が
生
じ
て
細
川
頼
之
が
没
落
し
、「
新
し
い
政
界
地
図
」
が
登
場
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
す
ぐ
直
後
に
、
た
く
み
に
第
二

の
要
素
群
を
配
し
、
足
利
義
満
の
権
力
が
確
立
へ
向
か
っ
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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も
ち
ろ
ん
厳
密
に
い
え
ば
、
佐
藤
自
身
は
、
康
暦
の
政
変
の
結�

果�

と
し
て
義
満
の
権
力
確
立
が
進
展
す
る
と
は
明
言
し
て
い
な
い
。
し

か
し
、
小
川
信
が
「
か
れ
自
身
が
斯
波
派
の
運
動
を
利
用
し
て
頼
之
の
後
見
と
い
う
束
縛
を
断
ち
切
っ
た
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
」

「
政
変
と
と
も
に
義
満
は
み
ず
か
ら
幕
府
の
主
導
権
を
掌
握
し
て
将
軍
専
制
体
制
確
立
の
第
一
歩
を
印
し
」「
こ
の
政
変
は
、
そ
の
ほ
か
に

も
幕
府
の
政
治
体
制
を
一
層
充
実
す
る
契
機
と
な
っ
た
」
な
ど
と
、
こ
の
政
変
の
画
期
性
を
強
調
し
た
⑺
こ
と
、
そ
し
て
五
味
文
彦
が
、

こ
の
政
変
を
契
機
に
し
て
奉
公
衆
編
成
が
進
み
、
御
料
所
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
た
と
論
じ
た
⑻
こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
、
康
暦
の
政
変
を

画
期
と
み
る
見
方
は
定
説
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
現
在
、
康
暦
の
政
変
以
前
は
「
斯
波
派
」
対
「
細
川
派
」
の
相
剋
を
中
心
に
、
そ
し
て

同
政
変
以
後
に
つ
い
て
は
、
義
満
の
権
力
確
立
│
│
と
く
に
彼
が
公
家
社
会
に
進
出
し
て
王
権
を
侵
食
し
て
い
く
過
程
を
中
心
に
描
き
、

後
者
の
叙
述
の
途
中
で
「
斯
波
派
」
た
る
土
岐
・
山
名
両
氏
の
討
伐
の
話
題
に
若
干
触
れ
る
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な
描
き
方
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
佐
藤
説
に
由
来
す
る
こ
の
よ
う
な
政
治
史
理
解
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
研
究
成
果
を
考
慮
す
る
と
、
疑
問
符
の
つ
く
部

分
が
多
い
。

ま
ず
康
暦
の
政
変
以
前
に
関
し
て
い
え
ば
、
た
し
か
に
大
名
間
の
抗
争
が
、
室
町
幕
府
に
危
機
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
自

体
は
首
肯
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
代
を
「
斯
波
派
」
対
「
細
川
派
」
と
い
う
党
派
的
大
名
集
団
間
の
対
立
図
式
で
一
貫
し
て
描
く

こ
と
に
は
、
躊
躇
を
禁
じ
え
な
い
。
佐
藤
の
提
示
し
た
よ
く
似
た
図
式
と
し
て
、
観
応
の
擾
乱
の
前
提
と
し
て
の
二
党
派
（
尊
氏
派
・
直

義
派
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
阪
田
雄
一
が
、
観
応
の
擾
乱
時
の
政
治
的
立
場
を
そ
れ
以
前
に
安
易
に
遡
ら
せ
る
べ
き
で

は
な
い
と
批
判
し
、
各
氏
の
動
向
は
時
期
を
追
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
⑼
。
康
暦
の
政
変
以
前
の
政
治
史
に
つ
い
て

も
、
こ
の
指
摘
に
学
ぶ
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
実
際
に
筆
者
が
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
細
川
頼
之
執
政
初
期
の
紛
争
で
は
、
反
細
川
色
の

強
い
諸
大
名
が
斯
波
氏
を
中
心
に
結
束
し
て
い
た
徴
証
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
⑽
。
そ
も
そ
も
、
弱
小
守
護
も
含
め
た
す
べ
て
の
大
名
が
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二
陣
営
に
分
断
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
を
前
提
に
し
て
し
ま
う
こ
と
自
体
、
か
な
り
極
端
で
、
危
う
い
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま

い
。次

に
、
康
暦
の
政
変
以
後
に
つ
い
て
。
ま
ず
気
に
か
か
る
の
は
、
政
変
以
前
に
比
し
て
、
こ
の
時
期
に
大
名
間
で
生
じ
た
騒
擾
が
視
野

に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
点
で
あ
る
。
義
満
の
権
力
確
立
を
考
え
る
場
合
、
そ
う
し
た
騒
擾
を
し
っ
か
り
位
置
づ
け
て
お
く
必
要
は

な
い
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
筆
者
は
以
前
に
、
佐
藤
が
直
轄
軍
と
し
た
奉
公
衆
の
問
題
に
関
連
し
て
、
在
京
し
て
将
軍
／
室
町
殿
へ
直
接
奉
公
す
る
在
京
直

臣
集
団
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
検
討
の
結
果
、
そ
う
し
た
集
団
は
、
戦
乱
が
ひ
と
ま
ず
お
さ
ま
っ
た
貞
治
年
間
（
一

三
六
二
〜
六
八
）
を
起
点
に
、
明
徳
（
一
三
九
〇
〜
九
四
）
か
ら
応
永
（
一
三
九
四
〜
）
初
年
頃
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

結
論
づ
け
た
⑾
。
次
い
で
、
同
じ
く
佐
藤
が
直
轄
領
と
し
た
御
料
所
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
、
直
轄
領
的
な
「
料
所
」
を
設
定
す
る
動

き
が
南
北
朝
時
代
に
広
く
み
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
「
御
料
所
」
と
し
て
安
定
す
る
時
期
は
明
徳
か
ら
応
永
初
年
に
か
け
て
で
あ
る

と
論
じ
た
⑿
。

こ
の
よ
う
な
要
素
が
姿
を
あ
ら
わ
し
て
き
た
の
が
南
北
朝
期
で
あ
っ
た
と
理
解
し
た
点
で
は
、
あ
る
意
味
批
判
も
多
か
っ
た
佐
藤
説
に

近
い
結
論
に
落
ち
着
い
た
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
諸
要
素
の
形
成
が
た
び
た
び
お
こ
な

わ
れ
た
討
伐
戦
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
文
中
で
も
確
認
す
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
康
暦
の
政
変
で
細
川
頼
之
は
失

脚
・
没
落
し
た
が
、
そ
の
追
討
に
成
功
し
た
と
は
到
底
い
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
政
変
に
よ
っ
て
在
京
軍
事
力
増
強
や
直
轄
領
設
定

が
飛
躍
的
に
進
ん
だ
と
は
考
え
が
た
く
、
五
味
の
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
権
力
基
盤
の
整
備
に
直
結
す
る
と
は
い
い
が
た
い
の
で
あ

る
⒀
。だ

と
す
れ
ば
、
康
暦
の
政
変
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
前
後
に
い
く
つ
か
の
意
味
で
の
転
換
点
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
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は
ず
だ
が
、
そ
れ
ら
は
本
当
に
こ
の
政
変
自
体
の
結
果
だ
っ
た
の
か
。
こ
こ
一
〇
〜
二
〇
年
ほ
ど
注
目
を
集
め
続
け
て
い
る
義
満
の
公
家

社
会
進
出
の
問
題
を
ど
う
考
え
る
の
か
も
含
め
て
、
康
暦
の
政
変
の
位
置
づ
け
を
考
え
直
す
べ
き
段
階
に
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
本
稿
で
は
、
康
暦
の
政
変
前
後
の
政
治
史
に
つ
い
て
、
再
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
康

暦
の
政
変
以
前
の
諸
氏
の
政
治
動
向
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
す
べ
て
の
諸
氏
を
「
斯
波
派
」・「
細
川
派
」
の
二
陣
営
に
色
分
け
し
て
し

ま
う
従
来
の
見
方
の
妥
当
性
に
つ
い
て
問
い
直
す
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
、
康
暦
の
政
変
以
後
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
、
大
名
間
の
騒
擾

も
含
め
た
種
々
の
要
素
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
再
構
成
し
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
経
る
こ
と
で
、
南
北
朝
後
期
の
政
治
史
を
改
め

て
描
き
直
し
、
足
利
義
満
の
権
力
確
立
を
め
ぐ
る
新
し
い
政
治
史
像
を
提
起
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

第
一
章

細
川
頼
之
執
政
期
の
大
名
間
対
立

一

康
暦
の
政
変
の
概
略

ま
ず
は
、
幼
君
義
満
を
補
佐
し
て
政
務
に
あ
た
っ
て
い
た
管
領
細
川
頼
之
が
、
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
閏
四
月
に
反
対
派
の
動
き
を

受
け
て
失
脚
し
、
分
国
へ
と
下
向
し
た
政
変
│
│
す
な
わ
ち
康
暦
の
政
変
の
経
緯
に
つ
い
て
、
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

山
名
義
理
・
氏
清
・
時
義
兄
弟
が
紀
伊
へ
出
兵
し
て
い
た
⒁
ほ
か
、
興
福
寺
の
要
請
を
受
け
て
南
都
（
奈
良
）
へ
も
斯
波
義
将
・
吉
見

氏
頼
・
富
樫
昌
家
・
赤
松
義
則
・
土
岐
義
行
（
頼
康
の
猶
子
で
嫡
男
、
の
ち
の
康
行
）
と
「
近
江
勢
」（
佐
々
木
六
角
氏
）
が
出
兵
し
て

い
た
⒂
康
暦
元
年
二
月
二
〇
日
、
京
都
で
細
川
頼
之
を
退
治
し
よ
う
と
す
る
騒
擾
が
起
こ
っ
た
⒃
の
が
、
政
局
の
端
緒
で
あ
る
。
こ
れ
を

受
け
て
二
二
日
、
土
岐
頼
康
追
討
の
命
が
諸
国
に
出
さ
れ
⒄
、
お
そ
ら
く
佐
々
木
京
極
高
秀
の
追
討
も
こ
れ
と
同
時
か
、
直
後
あ
た
り
に

出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
⒅
。
義
満
は
南
都
出
征
中
の
諸
将
に
帰
洛
を
命
じ
た
が
、
こ
の
う
ち
斯
波
義
将
と
土
岐
義
行
の
二
人
は
一

― ７１ ― 南北朝後期における室町幕府政治史の再検討（上）



旦
行
方
を
く
ら
ま
し
た
⒆
。
二
人
の
う
ち
義
将
は
ほ
ど
な
く
帰
洛
し
た
が
⒇
、
土
岐
・
佐
々
木
京
極

両
氏
に
は
討
伐
軍
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
佐
々
木
京
極
高
秀
討
伐
は
佐
々
木
六
角
満
高
21
、

土
岐
頼
康
討
伐
は
「
山
名
・
赤
松
・
富
樫
以
下
」
が
命
じ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
22
。
赤
松
は
赤
松
義

則
、
富
樫
は
富
樫
昌
家
で
、「
山
名
」
は
紀
伊
出
兵
が
確
認
で
き
な
い
義
幸
（
義
理
ら
兄
弟
の
長
兄

師
義
の
子
）
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
の
ち
三
月
一
八
日
に
土
岐
頼
康
が
許
さ
れ
た
23
こ
と
で
、
土
岐
追
討
軍
も
二
四
日
に
は
帰
京

し
24
、
四
月
一
日
に
は
土
岐
詮
直
（
頼
康
の
弟
で
あ
る
直
氏
の
子
）
が
、
五
〇
〇
騎
ほ
ど
の
軍
勢
を

率
い
て
入
京
し
た
25
。
次
い
で
閏
四
月
一
日
に
は
、
土
岐
直
氏
も
入
京
26
。
四
月
一
四
日
に
は
佐
々

木
京
極
高
秀
も
二
条
良
基
の
口
入
に
よ
っ
て
赦
免
さ
れ
た
27
が
、
彼
が
再
び
上
洛
し
て
く
る
と
、
再
び
騒
動
が
起
こ
る
。
閏
四
月
一
四

日
、
佐
々
木
京
極
高
秀
・
土
岐
直
氏
ら
の
「
一
揆
衆
」
が
花
の
御
所
を
囲
む
に
至
り
、
義
満
も
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
頼
之
に
下
向
を

命
じ
た
28
。
頼
之
は
弟
頼
元
、
従
兄
弟
氏
春
ら
と
と
も
に
、
四
国
へ
下
向
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
月
末
に
は
、
新
た
な
管
領
に
斯
波
義

将
が
任
じ
ら
れ
た
。

以
上
が
、
康
暦
の
政
変
の
概
略
で
あ
る
。
通
常
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
土
岐
頼
康
・
義
行
・
直
氏
、
佐
々
木
京
極
高
秀
、
そ
し
て
斯
波
義

将
が
提
携
し
て
引
き
起
こ
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
章
で
は
こ
の
康
暦
の
政
変
以
前
に
、
佐
藤
・
小
川

の
想
定
す
る
「
斯
波
派
」・「
細
川
派
」
が
本
当
に
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
の
か
に
つ
い
て
検
証
を
お
こ
な
う
が
、
ま
ず
は
康
暦
の
政
変

で
反
細
川
の
動
き
を
は
っ
き
り
み
せ
た
こ
の
三
氏
の
検
討
か
ら
、
始
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

【
土
岐
氏
略
系
図
】

┐
頼
康
│
┤
│
義
行
（
康
行
）

─

─

─

┌
│
満
貞

─┬
頼
雄
│
┤
│
義
行

─

─

─

┌
│
満
貞

─┬
頼
忠
│
│
│
頼
益

─┌
直
氏
│
│
│
詮
直
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二
「
斯
波
派
」
再
考

斯
波
・
土
岐
・
佐
々
木
京
極
氏

細
川
頼
之
没
落
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
三
氏
の
う
ち
、
土
岐
頼
康
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
に
評
価

の
ぶ
れ
が
あ
る
た
め
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
佐
藤
は
『
南
北
朝
の
動
乱
』
で
、
当
初
「
細
川
派
」
だ
っ
た
土
岐
・
佐
々
木
（
京
極
）
両

氏
が
、
頼
之
と
の
対
立
を
経
て
「
斯
波
派
」
へ
転
向
す
る
、
と
の
流
れ
を
示
し
て
い
た
29
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
二
年
後
の
『
室
町

幕
府
守
護
制
度
の
研
究

上
』「
伊
勢
」
項
で
は
、
土
岐
頼
康
が
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
の
斯
波
高
経
没
落
に
前
後
し
て
伊
勢
守
護
職

を
失
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、「
康
暦
段
階
の
党
派
区
分
を
そ
の
ま
ま
貞
治
段
階
に
遡
及
さ
せ
る
こ
と
に
は
一
抹
の
疑
い
は
残
る
け
れ

ど
」
と
し
な
が
ら
も
、
彼
が
こ
の
段
階
か
ら
「
き
わ
め
て
有
力
な
斯
波
与
党
で
あ
っ
た
」
た
め
に
連
座
し
て
罷
免
さ
れ
た
と
い
う
説
を
唱

え
て
い
る
30
。
こ
の
説
は
小
川
信
に
継
承
さ
れ
31
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
こ
の
説
の
ほ
う
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
土
岐
頼
康
が
伊
勢
守
護
職
を
失
っ
た
直
接
的
な
原
因
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
元
守
護
仁
木
義
長
の
復
帰
に
よ
る
と
評
価
で
き
、

頼
康
が
斯
波
氏
与
党
だ
っ
た
た
め
と
い
う
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
評
価
を
与
え
る
に
は
、
や
は
り
根
拠
が
不
十
分
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
32
。
ま
た
土
岐
頼
康
は
、
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
に
評
定
衆
に
な
っ
て
い
る
。「
細
川
派
」
と
い
え
る
ほ
ど
関
係
が
深
か
っ
た
か
ど

う
か
は
不
明
だ
が
、
と
も
か
く
も
当
初
の
彼
は
、
義
詮
没
後
の
幕
府
政
治
の
な
か
で
、
頼
之
と
共
同
で
幕
政
を
運
営
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
応
安
元
年
の
山
門
嗷
訴
問
題
を
皮
切
り
に
頼
之
と
対
立
を
深
め
、
応
安
三
年
（
一
三
七
〇
）
末

〜
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
初
頭
に
皇
位
継
承
問
題
を
め
ぐ
っ
て
決
裂
し
、
評
定
衆
を
外
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
33
。
土
岐
頼
康
が
反
細
川

と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
期
の
動
き
と
理
解
す
る
の
が
順
当
だ
ろ
う
。

斯
波
義
将
と
頼
之
の
対
立
が
は
っ
き
り
み
え
始
め
る
の
は
、
同
じ
く
永
和
三
年
（
一
三
七
七
）
六
月
の
越
中
国
に
お
け
る
紛
争
で
あ

り
34
、
頼
康
の
後
任
と
し
て
評
定
衆
に
加
わ
っ
た
佐
々
木
京
極
高
秀
が
頼
之
と
の
対
立
を
深
め
る
の
も
、
同
じ
く
永
和
三
年
に
生
じ
た

佐
々
木
六
角
氏
の
問
題
を
契
機
に
し
て
い
る
35
。
こ
の
年
八
月
に
斯
波
義
将
と
細
川
頼
之
が
対
立
に
及
ん
だ
際
、「
依
之
両
方
大
名
等
可
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見
継
之
間
、
可
及
天
下
珍
事
云
々
」
と
い
う
風
聞
が
流
れ
て
い
る
よ
う
に
、
斯
波
義
将
を
支
援
す
る
大
名
が
存
在
し
た
こ
と
自
体
は
事
実

で
あ
り
、
そ
こ
に
土
岐
・
佐
々
木
京
極
両
氏
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
前
に
、
こ
の
三
氏
が
反
細

川
を
掲
げ
て
連
合
し
て
い
た
徴
証
は
な
く
36
、
こ
こ
で
は
細
川
頼
之
が
政
治
を
執
る
な
か
で
、
彼
に
反
感
を
持
つ
勢
力
が
段
階
的
に
増
え

て
い
っ
た
、
と
い
う
史�

料�

に�

み�

え�

る�

ま�

ま�

の�

状�

況�

を
、
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

山
名
氏

先
述
の
三
氏
と
異
な
り
、
最
も
早
い
段
階
か
ら
細
川
頼
之
と
対
立
し
て
い
る
徴
証
が
あ
る
の
が
、
山
名
氏
で
あ
る
。
山
名
時
氏

は
、
早
く
も
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
九
月
七
日
、
頼
之
が
多
数
の
軍
勢
を
引
き
連
れ
て
上
洛
し
た
際
に
、「
就
之
、
山
名
又
鬱
憤
。
天

下
之
乱
可
出
来
之
由
、
有
巷
説
」37
と
あ
る
よ
う
に
、
不
快
感
を
示
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
天
下
之
乱
」
が
勃
発
す
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
噂
も
流
れ
て
い
た
。
ま
た
応
安
六
年
（
一
三
七
三
）
に
も
、「
大
樹
仏
事
令
結
願
者
、
世
上
可
令
擾
乱
之
由
、
閭
巷

（
門
脱
）

説
有
之
。
随
而
諸
国
軍
勢
等
悉
馳
上
京
都
由
、
風
聞
。
是
山
名
右
衛
佐
入
道
与
執
事
不
和
之
故
云
々
。
其
間
説
縦
横
、
不
遑
委
記
」38
と

あ
る
よ
う
に
、
時
氏
死
後
そ
の
跡
を
継
承
し
た
師
義
が
、
細
川
頼
之
と
対
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
山
名
氏
が
細
川
氏
を
嫌
う
の
は
、

そ
れ
以
前
に
中
国
地
方
で
対
峙
し
、
戦
戈
を
交
え
て
き
た
経
緯
が
あ
る
た
め
と
考
え
て
よ
く
、
最
も
早
い
時
期
か
ら
対
立
が
み
え
る
の
は

そ
の
た
め
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
が
、
山
名
・
斯
波
両
氏
の
関
係
が
史
料
上
に
み
え
て
こ
な
い
点

で
あ
る
。
康
暦
の
政
変
時
も
、
山
名
一
門
の
う
ち
義
理
・
氏
清
・
時
義
兄
弟
が
紀
伊
方
面
に
出
兵
し

て
不
在
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
京
都
に
残
っ
て
い
た
山
名
氏
（
先
述
の
よ
う
に
義
幸
と
推
測
さ
れ

る
）
は
、
斯
波
・
土
岐
・
佐
々
木
京
極
氏
に
積
極
的
に
荷
担
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
義
満
の
命
を

受
け
て
土
岐
氏
の
征
伐
に
あ
た
っ
て
い
た
。
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
急
遽
京
都
に
戻
っ
て
き
た
時

義
が
細
川
頼
之
討
伐
に
出
立
し
て
以
降
、
反
細
川
の
強
硬
派
と
な
っ
て
い
く
た
め
、
そ
の
よ
う
な
性

【
山
名
氏
略
系
図
】

時
氏
│
┤
師
義
│
┤
義
幸

─

─

┬
義
理

┬
氏
幸

─

─

┬
氏
冬

┌
満
幸

─┬
氏
清

─┌
時
義
│
│
時
熙
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格
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
自
体
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
斯
波
氏
と
の
連
携
と
い
う
性
格
は
、
以
後
も
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
み
え
て
く

る
わ
け
で
は
な
い
。

一
般
的
に
は
、
斯
波
・
山
名
両
氏
が
と
も
に
直
義
派
に
属
し
て
い
た
点
が
、
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
尊
氏
│
義
詮
派
の

内
紛
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
た
と
え
観
応
の
擾
乱
時
に
同
じ
側
に
属
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
も
政
治
的
な
連
帯

が
継
続
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

加
え
て
、
観
応
の
擾
乱
以
前
か
ら
の
「
直
義
へ
の
接
近
」
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
斯
波
高
経
（
義
将
の
父
）
だ
が
39
、
彼
が
擾
乱

前
後
の
時
期
に
直
義
・
直
冬
に
属
し
た
期
間
が
、
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
と
い
う
事
実
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

ま
ず
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
冬
に
直
義
が
離
反
し
た
際
だ
が
、
こ
の
と
き
斯
波
高
経
は
当
初
か
ら
直
義
と
行
動
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
戦
況
が
は
っ
き
り
と
直
義
優
勢
に
傾
い
て
か
ら
投
降
し
て
お
り
40
（
な
お
、
こ
の
点
は
山
名
時
氏
も
同
様
で
あ
る
41
）、
直
義
派
と

い
う
よ
り
も
日
和
見
的
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
の
ち
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
七
月
三
〇
日
夜
、
直
義
が
京
都
を
脱
出
し
て
越
前
へ
逃
れ

た
際
、
高
経
は
直
義
と
行
動
を
と
も
に
し
た
42
。
こ
の
と
き
直
義
が
高
経
分
国
の
越
前
に
逃
れ
た
の
は
、
日
和
見
的
な
高
経
へ
の
信
頼
と

い
う
よ
り
は
、
自
派
と
し
て
大
軍
勢
を
率
い
て
い
た
越
中
の
桃
井
氏
や
越
後
・
上
野
の
上
杉
氏
な
ど
の
分
国
に
近
い
た
め
と
考
え
た
ほ
う

が
よ
か
ろ
う
。
そ
の
の
ち
一
〇
月
に
直
義
が
東
国
へ
向
か
っ
た
の
ち
、
高
経
は
幕
府
に
敵
対
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
翌

年
閏
二
月
〜
三
月
頃
に
足
利
義
詮
と
南
朝
が
決
裂
し
た
際
に
は
義
詮
を
支
援
し
て
い
る
43
（
な
お
、
山
名
氏
も
似
た
動
き
を
し
て
い

る
44
）。

ま
た
、
そ
の
の
ち
山
名
時
氏
は
足
利
直
冬
（
直
義
猶
子
）
を
擁
し
て
反
義
詮
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
、
た
び
た
び
京
都
を
襲
撃
し
た
が
、

斯
波
高
経
が
直
冬
・
時
氏
ら
に
味
方
し
た
の
は
、
越
中
の
桃
井
直
常
が
文
和
三
年
（
一
三
五
四
）
一
二
月
に
大
軍
を
率
い
て
上
洛
し
て
き

た
と
き
の
み
で
あ
り
、
そ
の
際
も
一
年
ほ
ど
経
っ
た
文
和
五
年
（
一
三
五
六
）
正
月
に
は
幕
府
へ
降
参
し
て
い
る
45
。
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以
上
の
よ
う
に
、
斯
波
高
経
が
直
義
・
直
冬
に
荷
担
し
た
時
期
は
、
非
常
に
限
ら
れ
た
時
期
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の

は
、
こ
の
よ
う
に
斯
波
高
経
が
反
幕
府
の
動
き
を
明
白
に
取
っ
た
の
が
、
二
度
と
も
、
北
陸
方
面
に
直
義
・
直
冬
派
の
勢
力
が
伸
張
し
た

時
期
だ
っ
た
点
で
あ
る
。
高
経
は
、
分
国
越
前
を
失
わ
な
い
た
め
に
直
義
・
直
冬
に
一
時
的
に
属
し
て
い
る
と
い
う
色
合
い
が
強
く
、
生

粋
の
直
義
・
直
冬
派
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
微
妙
な
動
き
を
取
る
こ
と
も
あ
っ
た
斯
波
氏
が
幕
政
を
握
っ
た
こ
と
が
、
山
名
氏
の
復
帰
し
や
す
い
素
地
を
作
り
出
し
た

面
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
斯
波
氏
と
山
名
氏
の
間
に
深
い
関
係
が
構
築
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
別
の
話
で
あ

り
、
そ
の
点
を
過
度
に
強
調
し
す
ぎ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
同
じ
く
直
冬
に
属
し
た
時
期
の
あ
る
大
内
氏
に
も
い
え
る
こ
と
で

あ
る
46
。
こ
の
時
期
の
山
名
・
大
内
両
氏
に
「
斯
波
派
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
与
え
る
こ
と
に
は
、
慎
重
に
な
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い

だ
ろ
う
。

渋
川
氏

こ
の
ほ
か
、
従
来
の
研
究
で
「
斯
波
派
」
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
の
が
、
足
利
義
詮
の
室
で
、
義
満
の
継
母
に
あ
た
る
渋
川

幸
子
で
あ
る
。
彼
女
に
関
し
て
は
、
細
川
頼
之
が
皇
位
継
承
問
題
で
後
光
厳
天
皇
支
持
の
立
場
を
表
明
し
、
大
名
間
対
立
が
引
き
起
こ
さ

れ
た
時
期
の
、
次
の
史
料
が
よ
く
知
ら
れ
る
。

【
史
料
一
】47

（
前
略
）
…
頼
之
内
々
申
云
〈
以
光
済
僧
正
先
日
申
之
〉、
立
坊
事
、
依
被
仰
下
、
已
可
為
聖
断
之
由
、
奏
聞
先
了
。
云

勅
状
之

趣
、
云
武
家
所
存
、
雖
正
理
勿
論
、
武
将
幼
主
、
大
方
〈
義
満
准
母
〉
毎
時
諮
詢
重
事
間
、
諸
大
名
等
又
委
不
知
子
細
、
偏
頼
之
以

領

未
尽
事
、
称
公
家
贔
屓
之
由
。
於
身
雖
不
痛
存
、
御
領�
以
下
始
終
事
、
旧
院
□
有
被
申
置
旨
之
由
承
之
。
然
者
被
許
拝
見
、
且
蜜
々

可
命
含
大
方
禅
尼
以
下
之
由
存
之
。
可
為
何
様
之
由
、
申
之
。
…
（
後
略
）

こ
の
史
料
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
皇
位
継
承
問
題
の
当
事
者
、
後
光
厳
天
皇
自
身
の
日
記
で
あ
る
。
細
川
頼
之
が
、
立
坊
の
件
に
つ
い
て
は
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「
聖
断
た
る
べ
き
で
あ
る
」（
天
皇
の
意
に
従
う
）
と
後
光
厳
天
皇
に
奏
聞
し
て
い
た
が
、
渋
川
幸
子
の
も
と
で
大
名
た
ち
が
、「
頼
之
が

後
光
厳
を
贔
屓
し
て
い
る
」
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
れ
を
受
け
て
細
川
頼
之
が
、「
光
厳
院
（
旧
院
）
の
置
文
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
が
、

そ
れ
を
み
せ
て
い
た
だ
き
、
内
密
に
幸
子
た
ち
に
命
じ
て
も
ら
え
な
い
か
」
と
、
後
光
厳
の
と
こ
ろ
へ
申
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
。

従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
事
例
に
み
え
る
頼
之
の
動
き
に
反
対
す
る
人
々
を
「
斯
波
派
」
と
解
し
、
渋
川
幸
子
が
そ
う
し
た
大
名
た
ち

の
中
心
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
渋
川
氏
に
関
し
て
は
、（
ａ
）
貞
治
四
年
（
一
三
六
五
）
に
幸
子
の
甥
に
あ
た
る
渋
川
義
行
が
九
州
探
題
に
任
命
さ
れ

た
が
、
こ
れ
に
佐
藤
進
一
が
「
彼
女
（
幸
子：

山
田
注
）
と
斯
波
と
の
合
作
に
な
る
人
事
」
と
い
う
評
価
を
与
え
た
こ
と
48
、（
ｂ
）
康

暦
の
政
変
後
に
、
渋
川
満
頼
（
義
行
の
子
）
が
摂
津
国
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
、（
ｃ
）
後
年
今
川
貞
世
が
九
州
探
題
を
罷
免
さ
れ
て
渋

川
満
頼
が
任
命
さ
れ
た
際
に
、
貞
世
が
そ
の
背
景
に
斯
波
義
将
と
大
内
氏
の
動
き
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
、（
ｄ
）
渋
川
満
頼
が
斯
波
義

将
の
女
婿
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
も
根
拠
と
さ
れ
、
渋
川
幸
子
・
義
行
が
「
斯
波
派
」
に
属
し
て
い
た
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
家
族
史
研
究
の
成
果
が
示
す
よ
う
に
、
当
主
が
早
く
亡
く
な
り
、
幼
年
者
が
イ
エ
を
継
承
す
る
場
合
、
前
当
主
の
妻

で
あ
る
「
後
家
」
が
イ
エ
の
中
核
と
な
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
、
中
世
に
お
い
て
一
般

的
な
こ
と
で
あ
る
49
。
た
し
か
に
幸
子
は
義
満
の
実
母
で
は
な
い
が
、
義
詮
の
正
室
と
し
て
義
満

の
准
母
と
な
っ
て
お
り
、
彼
女
が
果
た
し
て
い
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
「
後
家
」
の
役
割
で
あ
っ

た
。
彼
女
が
政
務
に
携
わ
り
、「
重
事
」
に
関
与
す
る
の
は
ご
く
普
通
の
こ
と
で
、
大
名
た
ち
が

細
川
頼
之
の
判
断
へ
の
異
議
を
彼
女
の
も
と
へ
申
し
立
て
る
の
も
、
ま
っ
た
く
不
自
然
で
は
な

い
。
こ
の
史
料
か
ら
、
彼
女
自
身
の
反
細
川
と
い
う
立
場
を
読
み
取
る
の
は
、
読
み
込
み
す
ぎ
と

い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

【
渋
川
氏
略
系
図
】

斯
波
義
将
│
│
女

‖‖

┐
渋
川
直
頼
│
│
義
行
│
│
満
頼

─┌
幸
子

‖‖足利
義
詮
│
│
義
満
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そ
れ
以
外
の
点
に
つ
い
て
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。（
ａ
）
渋
川
義
行
の
九
州
探
題
派
遣
に
つ
い
て
は
、
義
詮
の
没
後
、
す
な
わ
ち
渋
川

幸
子
が
足
利
将
軍
家
を
代
表
す
べ
き
「
後
家
」
と
な
っ
た
直
後
の
時
期
に
、
別
の
大
将
派
遣
が
取
沙
汰
さ
れ
た
節
が
あ
る
点
50
が
注
目
さ

れ
る
。
こ
れ
を
素
直
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
渋
川
幸
子
は
、
甥
義
行
の
九
州
探
題
と
し
て
の
下
向
を
、
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
な
か
っ
た

可
能
性
が
高
い
。
義
行
の
九
州
探
題
派
遣
は
、
幸
子
で
は
な
く
、
む
し
ろ
妻
の
一
族
を
重
用
し
よ
う
と
す
る
義
詮
の
意
志
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

佐
藤
進
一
は
、
足
利
義
詮
に
つ
い
て
「
何
一
つ
と
り
え
の
な
い
凡
愚
な
亡
夫
義
詮
」
と
述
べ
て
い
る
51
よ
う
に
、
義
詮
の
能
力
や
主
体

性
を
過
少
に
評
価
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
反
動
で
幸
子
の
政
治
的
主
体
性
を
過
大
に
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
で
は
、

義
詮
の
主
体
的
な
志
向
性
を
評
価
す
る
論
考
も
多
く
あ
ら
わ
れ
て
お
り
52
、
佐
藤
の
よ
う
な
先�

入�

観�

に
と
ら
わ
れ
る
必
要
は
な
い
。
そ
う

し
た
点
を
考
慮
す
る
と
、
義
行
の
探
題
派
遣
を
斯
波
氏
と
の
関
係
の
な
か
で
評
価
し
、
同
じ
く
罷
免
を
細
川
頼
之
に
よ
る
「
斯
波
派
」
抑

制
と
み
な
す
佐
藤
説
に
は
、
容
易
に
賛
同
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
の
諸
点
を
み
て
み
る
と
、（
ｂ
）
は
康
暦
の
政
変
直
後
の
こ
と
で
あ
り
、（
ｃ
）
は
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
後
年
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
（
ｄ
）
に
つ
い
て
も
、
渋
川
満
頼
の
生
年
が
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
で
あ
る
53
こ
と
を
考
え
る
と
、
婚
姻
の
時
期
が
康
暦

の
政
変
以
前
に
遡
る
と
は
考
え
が
た
い
。
た
し
か
に
、（
ｂ
）
を
考
慮
し
た
場
合
、
康
暦
の
政
変
を
少
し
遡
る
時
期
に
渋
川
幸
子
が
斯
波

・
土
岐
氏
ら
と
手
を
組
ん
で
い
た
可
能
性
ま
で
捨
て
去
っ
て
し
ま
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
54
が
、
そ
れ
で
も
そ
う
し
た
提
携
関
係
を
貞

治
五
年
（
一
三
六
六
）
の
斯
波
高
経
没
落
直
後
や
細
川
頼
之
執
政
期
前
半
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
根
拠
は
、
存
在
し
な
い
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
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三
「
細
川
派
」
再
考

「
細
川
派
」
は
存
在
し
た
か
？

以
上
よ
り
、
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
か
ら
応
安
年
間
に
か
け
て
の
時
期
に
「
斯
波
派
」
が
存
在
し
て

い
た
確
証
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
こ
で
次
に
取
り
上
げ
た
い
の
が
、「
細
川
派
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
る
。
実
を
い
え

ば
、
反
細
川
の
動
き
に
対
し
て
親�

細
川
の
動
き
は
さ
ら
に
あ
ら
わ
れ
に
く
い
。
永
和
三
年
（
一
三
七
七
）
に
頼
之
が
斯
波
義
将
と
対
立
し

た
際
に
、
頼
之
を
支
援
す
る
大
名
が
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
を
貞
治
以
来
引
き
続
く
固
定
的
な
党
派
と
評
価
す
る

た
め
の
証
拠
は
、
な
か
な
か
み
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

一
般
に
、
細
川
一
門
以
外
で
は
、
畠
山
基
国
・
富
樫
昌
家
・
一
色
範
光
・
赤
松
義
則
・
佐
々
木
六
角
満
高
・
吉
見
氏
頼
・
今
川
貞
世
ら

が
、「
細
川
派
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
た
し
か
に
畠
山
基
国
・
富
樫
昌
家
・
一
色
範
光
の
三
人
は
、
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
閏
四
月
の
細
川
氏
没
落
に
際
し

て
、
と
も
に
追
討
さ
れ
る
こ
と
が
噂
さ
れ
て
い
る
55
。
こ
の
う
ち
畠
山
氏
は
、
貞
治
五
年
の
斯
波
氏
没
落
の
際
に
斯
波
氏
分
国
の
越
前
を

獲
得
し
て
お
り
、
同
様
に
一
色
氏
も
若
狭
を
獲
得
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
は
、
同
じ
く
北
陸
地
方
の
守
護
で
あ
る
富
樫
氏
も
含
め
て
、
斯

波
氏
旧
領
を
拝
領
し
て
お
り
、
斯
波
氏
の
本
領
回
復
の
障
害
と
な
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
噂
が
流
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら

に
し
て
も
細
川
頼
之
と
親
密
だ
っ
た
明
証
は
な
く
、
一
色
氏
な
ど
に
至
っ
て
は
、
康
暦
の
政
変
後
に
斯
波
・
土
岐
両
氏
と
親
密
に
活
動
す

る
姿
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
56
。
彼
ら
を
単
純
に
「
細
川
派
」
と
断
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
、
慎
重
に
な
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。

そ
し
て
そ
の
ほ
か
の
人
々
、
た
と
え
ば
赤
松
義
則
・
佐
々
木
六
角
満
高
・
吉
見
氏
頼
ら
に
関
し
て
は
、
そ
う
い
っ
た
徴
証
が
さ
ら
に
確

認
し
づ
ら
い
。
従
来
、
論
証
が
き
わ
め
て
曖
昧
な
ま
ま
、「
細
川
派
」
と
い
う
固
定
的
な
党
派
が
存
在
し
た
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き

た
が
、
以
上
の
諸
点
を
考
慮
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
理
解
に
も
疑
問
の
目
を
向
け
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

今
川
貞
世

そ
う
し
た
な
か
で
、
唯
一
丁
寧
に
述
べ
て
お
き
た
い
の
が
、
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
に
探
題
と
し
て
九
州
に
下
向
し
た
今
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川
貞
世
（
了
俊
）
で
あ
る
。
彼
は
、（
ａ
）
細
川
頼
之
執
政
期
に
九
州
探
題
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
、（
ｂ
）
細
川
氏
が
没
落
し
た

康
暦
の
政
変
に
前
後
し
て
、
分
国
た
る
備
後
を
失
っ
て
い
る
こ
と
、（
ｃ
）
下
っ
て
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）、
彼
が
九
州
探
題
の
職
を
罷

免
さ
れ
、
渋
川
満
頼
（
斯
波
義
将
の
女
婿
）
が
補
任
さ
れ
た
際
に
、
そ
の
理
由
を
、
斯
波
義
将
・
大
内
義
弘
の
策
謀
に
よ
る
も
の
と
み
な

し
て
い
た
こ
と
（
前
述
）
な
ど
か
ら
、
一
般
的
に
「
細
川
派
」
と
推
測
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、（
ａ
）
に
つ
い
て
は
、
九
州
探
題
へ
の
補
任
が
必
ず
し
も
大
名
側
に
望
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
先
述
の

点
の
ほ
か
、
次
の
事
実
も
見
逃
せ
な
い
。
義
詮
没
後
に
渋
川
氏
に
代
わ
る
九
州
探
題
候
補
が
模
索
さ
れ
て
い
た
際
、
当
初
は
山
名
師
義
の

名
が
挙
が
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
57
。
先
述
の
よ
う
に
、
山
名
氏
と
細
川
氏
は
頼
之
執
政
開
始
当
初
か
ら
関
係
が
悪
か
っ
た
。
そ
の

た
め
、
山
名
氏
が
候
補
に
な
り
う
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
九
州
探
題
へ
の
任
命
が
頼
之
と
の
個
人
的
信
頼
関
係
を
示
す
と
は
、
必
ず
し

も
い
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
58
。

康
暦
の
政
変
で
備
後
国
守
護
職
を
失
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
（
ｂ
）
に
は
一
理
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
下
っ
て
明

徳
元
〜
三
年
（
一
三
九
〇
〜
九
二
）
頃
の
山
名
氏
が
討
伐
さ
れ
て
い
た
時
期
に
、
同
じ
く
貞
世
の
分
国
で
あ
っ
た
安
芸
国
の
守
護
職
が
、

逆
に
細
川
氏
の
手
に
渡
っ
て
い
る
点
は
、
ど
う
説
明
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
安
芸
・
備
後
が
貞
世
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
本
来
九
州
平

定
の
前
線
基
地
と
し
て
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
が
、
彼
が
九
州
北
部
を
確
保
し
た
の
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
希
薄
に
な
っ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
細
川
追
討
、
山
名
追
討
と
い
う
軍
事
的
必
要
が
生
じ
た
際
に
、
守
護
職
が
他
の
人
物
に
渡
さ
れ
た
と
理
解
し
て
お
く
べ

き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
（
ｂ
）
も
、
彼
が
「
細
川
派
」
だ
っ
た
こ
と
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。
守
護
職
を
失
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ

て
、
没
落
し
た
人
物
と
同
じ
派
閥
に
属
し
て
い
た
と
決
め
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、（
ｃ
）
も
後
年
の
動
向
で
あ
る
た
め
、
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
。
以
上
の
諸
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
九
州
進
発
以
前
の
今
川

貞
世
と
細
川
頼
之
の
関
係
の
深
さ
を
積
極
的
に
論
証
す
る
証
拠
は
、
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
59
。
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一
方
、
貞
世
に
は
、
頼
之
以
外
と
の
関
係
も
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
系
図
類
に
よ
れ
ば
、
彼
の
妻
は
、
土
岐
頼
康
の
弟
で
あ
る
頼

雄
の
娘
だ
と
い
う
60
。
頼
雄
は
、
子
息
の
義
行
・
満
貞
を
子
の
な
い
兄
頼
康
の
後
継
者
と
し
た
人
物
で
あ
り
、
頼
康
と
密
接
な
関
係
に
あ

っ
た
。
そ
の
人
物
の
婿
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
土
岐
・
細
川
両
氏
の
間
で
対
立
が
生
じ
た
応
安
三
年
（
一
三
七
〇
）
末
頃
、
貞
世
が
土

岐
氏
に
近
い
立
場
を
取
っ
た
可
能
性
す
ら
、
念
頭
に
置
い
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
貞
世
は
冷
泉
為
秀
を
和
歌
の
師
と
し
て
い
た
が
、
佐
々
木
京
極
高
秀
も
為
秀
の
「
門
弟
之
随
一
」
で
あ
っ
た
61
。
冷
泉
為
秀
・

今
川
貞
世
、
そ
し
て
高
秀
父
の
佐
々
木
京
極
高
氏
（
導
誉
）
ら
は
、
二
条
良
基
の
文
化
サ
ロ
ン
を
構
成
す
る
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、
要
す

る
に
貞
世
は
、
高
秀
と
同
じ
よ
う
な
文
化
的
人
脈
の
う
ち
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
62
。
そ
う
い
っ
た
点
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
今
川
貞
世

と
細
川
氏
と
の
関
係
の
み
を
強
調
し
、「
細
川
派
」
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
に
は
、
慎
重
に
な
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
63
。

四
《
突
出
へ
の
掣
肘
》

以
上
、
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
政
変
の
直
後
か
ら
斯
波
氏
を
中
心
と
す
る
党
派
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
ま
た
細
川
頼
之
を

支
持
す
る
人
々
が
固
定
的
な
党
派
を
形
成
し
て
い
た
証
拠
も
な
い
こ
と
な
ど
を
論
じ
つ
つ
、
貞
治
五
年
以
後
の
政
治
史
を
「
斯
波
派
」
対

「
細
川
派
」
と
い
う
二
つ
の
陣
営
の
抗
争
と
す
る
理
解
に
対
し
て
、
批
判
を
加
え
て
き
た
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
う
し
た
理
解
と
は
、
①
す

べ
て
の
大
名
が
二
陣
営
の
ど
ち
ら
か
に
属
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考
え
、
②
守
護
職
の
任
免
を
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
二
陣
営
の
抗
争

の
結
果
が
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
、
な
ど
と
い
っ
た
危
う
い
諸
点
を
前
提
に
し
て
語
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
確
実
な
議
論
と
は

い
い
が
た
い
の
で
あ
る
。

史
料
に
み
い
だ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
時
期
の
政
治
史
を
再
構
成
す
る
な
ら
ば
、
細
川
頼
之
が
政
務
を
取
る
な
か
で
、
反
感
を
持
つ
大
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名
が
し�

だ�

い�

に�

増�

加�

し
て
い
き
、
そ
の
う
ち
斯
波
義
将
・
土
岐
頼
康
・
佐
々
木
京
極
高
秀
の
三
人
が
連
携
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
康
暦
の
政

変
が
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
い
う
説
明
に
留
め
て
お
く
の
が
無
難
と
い
え
よ
う
。
当
初
か
ら
固
定
的
な
党
派
が
存
在
し
た
の
で
は
な
く
、
反

頼
之
の
動
き
は
、
そ
の
後
の
過
程
の
な
か
で
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
そ
う
理
解
す
る
ほ
う
が
、
そ
れ
以
前
の
時
期
の
幕
府
政
治
史
と
比
較
し
て
も
自
然
で
あ
る
。
観
応
の
擾
乱
以
降
、
幕
府

権
力
の
中
枢
に
あ
っ
た
実
力
者
た
ち
の
失
脚
・
没
落
事
件
が
多
数
起
こ
っ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
執
事
仁
木
頼
章
の
弟
と
し
て
権
勢
を

振
る
っ
て
い
た
仁
木
義
長
が
、
尊
氏
・
頼
章
没
後
に
没
落
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
、『
太
平
記
』
は
、
畠
山
国
清
・
佐
々
木

京
極
高
氏
が
、
遺
恨
を
持
つ
細
川
清
氏
・
土
岐
頼
康
・
佐
々
木
六
角
氏
頼
ら
と
と
も
に
起
こ
し
た
も
の
と
し
て
い
る
（
巻
三
五
）。
ま
た
、

頼
章
の
後
継
執
事
と
な
っ
た
細
川
清
氏
も
失
脚
・
没
落
に
追
い
込
ま
れ
た
が
、
こ
れ
も
『
太
平
記
』
で
は
、
斯
波
氏
頼
・
赤
松
則
祐
な
ど

を
女
婿
に
持
つ
有
力
者
、
佐
々
木
京
極
高
氏
の
讒
言
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
巻
三
六
）。
ま
た
、
そ
の
の
ち
政
務
を
握
っ
た
斯
波

高
経
も
、
た
び
た
び
述
べ
て
き
た
よ
う
に
貞
治
五
年
に
失
脚
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
『
太
平
記
』
で
は
、
恨
み
を
持
つ
佐
々
木
京
極
高
氏

や
赤
松
則
祐
を
中
心
と
し
た
大
名
た
ち
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
巻
三
九
）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
『
太
平
記
』
の
具
体
的
な

記
述
に
つ
い
て
、
す
べ
て
を
真
に
受
け
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
64
。
し
か
し
、
周
辺
状
況
か
ら
考
え
て
も
、
こ
の
よ
う
な
大
名
間
対
立
が

失
脚
・
没
落
の
背
景
に
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
自
体
は
、
そ
れ
ほ
ど
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
65
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
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
る
か
た
ち
で
抗
争
が
繰
り
返
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
と
き
形
成
さ
れ
た
党
派
の
継
続
性
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
点
で
あ
る
。
当
該
期
に
中
央
で
活
動
す
る
大
名
た
ち
の
基
本
的
な

政
治
的
行
動
原
理
は
、
固
定
的
な
党
派
を
形
成
す
る
動
き
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
に
突
出
し
て
権
勢
を
誇
る
人
物
の
足
を
集
団
で
引

っ
張
る
、《
突
出
へ
の
掣
肘
》
と
で
も
い
う
べ
き
動
き
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
康
暦
の
政
変
に
至
る
ま
で
の
政
治
史
も
、
そ
の
よ
う

な
あ
り
方
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
て
、
問
題
が
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

南北朝後期における室町幕府政治史の再検討（上） ― ８２ ―



こ
の
よ
う
な
行
動
原
理
は
遡
っ
て
観
応
の
擾
乱
を
説
明
す
る
の
に
も
有
用
と
思
わ
れ
る
が
、
か
か
る
行
動
原
理
が
政
治
史
を
根
底
か
ら

規
定
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
や
は
り
同
輩
の
有
力
者
を
駆
逐
し
つ
つ
将
軍
家
を
傀
儡
化
し
、
幕
府
の
実
権
を
握
っ
た
北
条
氏
（
の
う
ち

と
く
に
得
宗
家
）
が
、
武
家
政
治
の
歴
史
的
前
例
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
た
め
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
冒
頭
に
も
述
べ
た

よ
う
に
、
こ
の
康
暦
の
政
変
の
前
後
あ
た
り
の
時
期
を
境
に
し
て
、
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
。
次
章
で
は
、
政
変
以
後
に
つ
い
て

諸
事
象
を
整
理
し
な
が
ら
検
討
を
進
め
、
こ
の
時
期
の
政
治
史
的
展
開
を
描
き
直
し
て
い
き
た
い
。

註⑴

佐
藤
進
一
『
南
北
朝
の
動
乱
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
五
年
）。

⑵

註
⑴
佐
藤
著
書
、
三
五
二
頁
。

⑶

た
と
え
ば
、『
日
本
歴
史
大
系
５

南
北
朝
内
乱
と
室
町
幕
府
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
の
政
治
史
を
叙
述
し
た

羽
下
徳
彦
は
こ
の
よ
う
な
見
方
を
必
ず
し
も
採
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
直
後
を
担
当
し
た
伊
藤
喜
良
が
「
南
北
朝
後
半
期
の
幕
府
政
治
の
特
徴
は

斯
波
義
将
派
と
細
川
頼
之
派
の
抗
争
に
あ
っ
た
」（
普
及
版
、
六
四
頁
）
と
断
じ
て
い
る
。

近
年
の
研
究
で
も
、
安
田
次
郎
『
走
る
悪
党
、
蜂
起
す
る
土
民
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
八
年
、
一
八
四
頁
）
な
ど
の
よ
う
に
、
貞
治
の
政
変
以

後
の
政
治
史
を
「
斯
波
派
」
と
「
細
川
派
」
の
対
立
と
い
う
文
脈
で
理
解
す
る
見
方
を
継
承
す
る
も
の
が
み
え
る
。

⑷

佐
藤
進
一
「
室
町
幕
府
論
」（『
日
本
中
世
史
論
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
初
出
一
九
六
三
年
）。

⑸

御
料
所
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
批
判
と
し
て
は
桑
山
浩
然
『
室
町
幕
府
の
政
治
と
経
済
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）、
奉
公
衆
の
位
置
づ
け

に
関
し
て
は
福
田
豊
彦
『
室
町
幕
府
と
国
人
一
揆
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
論
点
に
関
し
て
は
、
筆
者
も
ａ

「
室
町
領
主
社
会
の
形
成
と
武
家
勢
力
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
二
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
ｂ
「
足
利
将
軍
家
の
荘
園
制
的
基
盤
」（『
史
学
雑
誌
』

一
二
三
│
九
号
、
二
〇
一
四
年
）
の
二
論
文
を
執
筆
し
た
。

ま
た
、「
日
本
国
王
」
号
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
河
内
祥
輔
「
朝
廷
・
幕
府
体
制
の
諸
相
」（『
日
本
中
世
の
朝
廷
・
幕
府
体
制
』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
七
年
、
初
出
一
九
九
一
年
）、
村
井
章
介
「
易
姓
革
命
の
思
想
と
天
皇
制
」（『
中
世
の
国
家
と
在
地
社
会
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇

五
年
、
初
出
一
九
九
五
年
）、
橋
本
雄
「
室
町
幕
府
外
交
は
王
権
論
と
い
か
に
関
わ
る
の
か
？
」（『
人
民
の
歴
史
学
』
一
四
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
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な
ど
の
批
判
が
あ
る
。
さ
ら
に
最
近
は
、
佐
藤
の
い
う
「
権
限
」
の
問
題
を
め
ぐ
り
、
松
永
和
浩
『
室
町
期
公
武
関
係
と
南
北
朝
内
乱
』（
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）、
早
島
大
祐
『
室
町
幕
府
論
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
、
多
く
の
批
判
的
研
究
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

⑹

た
と
え
ば
、
天
皇
権
威
を
無
条
件
で
認
め
る
こ
と
に
慎
重
な
松
永
和
浩
も
、
義
満
の
「
公
家
化
」
の
背
景
に
「
武
家
社
会
に
お
け
る
将
軍
の
求
心

力
の
獲
得
」
と
い
う
目
的
を
み
る
点
で
は
、
佐
藤
説
を
継
承
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
お
り
（
註
⑸
松
永
著
書
、
一
二
頁
）、
義
満
の
「
公
家
化
」

が
「
武
家
社
会
に
お
け
る
将
軍
の
求
心
力
の
獲
得
」
に
有
効
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

⑺

小
川
信
「
南
北
朝
内
乱
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史

中
世
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
一
一
九
頁
。

⑻

五
味
文
彦
「
在
京
人
と
そ
の
位
置
」（『
史
学
雑
誌
』
八
三
│
八
号
、
一
九
七
四
年
）。

⑼

阪
田
雄
一
「
足
利
直
義
党
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
点
」（『
史
翰
』
一
八
号
、
一
九
八
二
年
）。

⑽

拙
稿
「
土
岐
頼
康
と
応
安
の
政
変
」（『
日
本
歴
史
』
六
七
九
号
、
二
〇
一
二
年
）。

⑾

註
⑸
拙
稿
ａ
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
在
京
直
臣
と
は
、
守
護
職
を
も
つ
大
名
層
か
ら
い
わ
ゆ
る
奉
公
衆
（
五
番
衆
）
ク
ラ
ス
ま
で
を
含
ん
で
い

る
。

⑿

註
⑸
拙
稿
ｂ
。「
料
所
」
と
「
御
料
所
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
に
つ
い
て
も
、
こ
の
論
考
の
な
か
で
触
れ
て
い
る
。

⒀

政
所
執
事
の
伊
勢
氏
へ
の
交
代
や
、
管
領
斯
波
氏
の
志
向
性
な
ど
か
ら
直
轄
基
盤
の
増
強
を
説
く
註
⑻
五
味
論
文
の
説
は
、
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

⒁
「
花
営
三
代
記
」
永
和
五
年
正
月
二
二
日
条
。
以
下
、「
花
営
三
代
記
」
に
つ
い
て
は
、『
群
書
類
従
』
雑
部
所
収
の
も
の
を
参
照
し
て
い
る
。

⒂
「
花
営
三
代
記
」
に
は
斯
波
義
将
・
吉
見
氏
頼
・
一
色
範
光
・
富
樫
昌
家
・
赤
松
義
則
の
名
と
「
近
江
勢
」「
土
岐
勢
」
を
記
す
。
こ
の
う
ち
「
土

岐
勢
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
動
き
を
み
る
と
当
主
頼
康
で
は
な
く
、
嫡
男
義
行
が
下
向
し
て
い
た
ら
し
い
。「
近
江
勢
」
は
佐
々
木
六
角
氏

と
思
わ
れ
る
が
、
当
主
満
高
が
幼
少
で
、
代
理
の
人
物
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
た
め
、
人
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。「
大
乗
院
日

記
目
録
」
に
は
南
都
へ
下
向
し
て
き
た
大
将
の
名
が
記
さ
れ
る
が
、
一
色
氏
の
名
を
欠
い
て
お
り
、「
東
金
堂
細
々
要
記
」
に
も
「
六
頭
大
将
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。「
花
営
三
代
記
」
に
み
え
る
諸
氏
の
う
ち
、
一
色
氏
の
み
は
実
際
に
発
向
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

⒃
『
後
愚
昧
記
』・『
迎
陽
記
』・「
花
営
三
代
記
」
康
暦
元
年
二
月
二
〇
日
条
な
ど
。
騒
擾
は
翌
日
に
も
継
続
し
た
こ
と
が
諸
書
に
み
え
る
。

⒄
「
花
営
三
代
記
」・『
後
愚
昧
記
』
康
暦
元
年
二
月
二
二
日
条
。

⒅

高
秀
は
二
月
二
七
日
ま
で
の
間
に
討
伐
対
象
と
な
っ
て
い
る
（『
後
愚
昧
記
』
同
月
二
七
日
条
）。

⒆
「
花
営
三
代
記
」
康
暦
元
年
二
月
二
二
日
条
、『
迎
陽
記
』・『
後
深
心
院
関
白
記
』
同
月
二
三
日
条
。
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⒇
「
花
営
三
代
記
」・『
後
深
心
院
関
白
記
』
康
暦
元
年
二
月
二
四
日
条
、『
迎
陽
記
』
同
月
二
五
日
条
。

21
『
後
愚
昧
記
』
康
暦
元
年
三
月
六
・
七
日
条
。

22
『
迎
陽
記
』
康
暦
元
年
三
月
二
四
日
条
。

23
「
花
営
三
代
記
」
同
月
一
八
日
条
、『
迎
陽
記
』
康
暦
元
年
三
月
一
九
日
条
。

24
『
迎
陽
記
』
三
月
二
四
日
条
。

25
『
後
愚
昧
記
』
康
暦
元
年
四
月
一
日
条
。「
花
営
三
代
記
」
康
暦
元
年
四
月
一
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
「
土
岐
美
濃
入
道
」（
一
般
的
に
は
頼

忠
に
比
定
さ
れ
て
い
る
）
も
上
洛
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

26
「
花
営
三
代
記
」
康
暦
元
年
閏
四
月
一
日
条
。

27
「
花
営
三
代
記
」
康
暦
元
年
四
月
一
三
日
条
。

28
『
後
愚
昧
記
』・「
花
営
三
代
記
」・『
後
深
心
院
関
白
記
』
康
暦
元
年
閏
四
月
一
四
日
条
。

29

註
⑴
佐
藤
著
書
四
〇
三
頁
で
「
細
川
派
」
と
し
て
記
さ
れ
た
土
岐
・
佐
々
木
氏
が
、
四
〇
五
頁
で
は
「
斯
波
派
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

変
化
に
つ
い
て
の
説
明
は
少
し
後
ろ
の
四
〇
七
頁
に
あ
り
、「
土
岐
と
佐
々
木
（
京
極
）
が
細
川
派
か
ら
斯
波
派
に
転
じ
た
」
と
み
え
る
。

30

佐
藤
進
一
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究

上
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
年
）。

31

た
と
え
ば
、
小
川
信
『
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）
二
二
〇
〜
二
二
一
頁
、
四
五
三
頁
、
小
川
信
『
細
川

頼
之
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
）
一
四
〇
頁
な
ど
。

32

こ
の
時
期
は
、
細
川
頼
之
の
執
事
補
任
以
前
で
あ
る
た
め
、
こ
の
補
任
は
足
利
義
詮
の
判
断
と
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
頼
康
が
義
詮
や
仁
木

義
長
を
恨
む
い
わ
れ
は
十
分
に
あ
る
が
、
こ
の
人
事
に
よ
っ
て
頼
康
が
頼
之
を
恨
む
い
わ
れ
は
な
か
ろ
う
。

33

拙
稿
「
土
岐
頼
康
と
応
安
の
政
変
」（『
日
本
歴
史
』
七
六
九
号
、
二
〇
一
二
年
）。

34
『
後
愚
昧
記
』
永
和
三
年
七
月
一
三
日
、
八
月
八
日
条
。
直
後
の
引
用
は
後
者
の
条
。

35
「
花
営
三
代
記
」
永
和
三
年
九
月
二
一
日
条
。

36
『
続
群
書
類
従

系
図
部
』「
武
衛
系
図
」
に
、
斯
波
義
将
の
弟
斯
波
義
種
に
つ
い
て
、
注
意
す
べ
き
記
事
が
あ
る
。
義
種
の
次
男
満
理
の
欄
に

「
母
土
岐
大
膳
大
夫
頼
康
女
」
と
あ
り
、
要
す
る
に
義
種
が
土
岐
頼
康
の
娘
を
妻
に
迎
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
系
図
に
よ
る

と
満
理
は
、
応
永
三
一
年
（
一
四
二
四
）
に
四
一
歳
で
没
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
計
算
す
る
と
、
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
生
ま
れ
と

な
る
。
こ
の
頃
ま
で
に
、
婚
姻
関
係
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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た
だ
し
、「
母
千
秋
高
範
女
」
と
さ
れ
る
兄
の
満
種
の
ほ
う
が
義
種
の
後
継
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
当
初
の
あ
る

一
時
期
に
は
、
千
秋
氏
女
が
正
室
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
満
種
は
、
応
永
三
四
年
（
一
三
二
七
）
に
五
二
歳
没

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
計
算
す
る
と
生
年
は
永
和
二
年
（
一
三
七
六
）
と
な
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
頃
は
ま
だ
、
土
岐
氏
と
の
婚
姻
は
成
立

し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
系
図
を
も
と
に
し
た
不
確
か
な
推
論
し
か
で
き
な
い
の
は
忸
怩
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
は
そ

の
よ
う
に
考
え
て
お
く
。

37
『
後
愚
昧
記
』
貞
治
六
年
九
月
七
日
条
。

38
『
後
愚
昧
記
』
応
安
六
年
一
二
月
二
四
日
条
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
に
は
無
事
和
平
が
な
さ
れ
、
軍
兵
も
下
国
し
た
の
だ
と
い
う
。

39

註
31
小
川
信
『
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』
三
八
〇
頁
な
ど
。

40
『
園
太
暦
』
観
応
二
年
正
月
一
〇
日
条
。

41
『
園
太
暦
』
観
応
二
年
正
月
一
六
日
条
。

42
「
観
応
二
年
日
次
記
」
観
応
二
年
七
月
三
〇
日
条
。
こ
の
と
き
直
義
に
従
っ
た
人
物
の
な
か
に
、
山
名
時
氏
の
名
も
み
え
る
。

43
『
園
太
暦
』
観
応
三
年
三
月
一
一
日
・
四
月
二
日
条
。
ま
た
、『
大
日
本
史
料
』
正
平
七
年
三
月
二
一
日
条
所
収
「
柳
瀬
所
蔵
文
書
」
に
よ
れ
ば
、

子
息
氏
経
が
従
軍
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

44

四
月
に
八
幡
を
攻
め
た
際
に
、
山
名
師
義
が
従
軍
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（『
大
日
本
史
料
』
正
平
七
年
四
月
二
五
日
条
）。

45
『
園
太
暦
』
文
和
五
年
正
月
九
日
条
。

46

こ
の
時
期
の
大
内
氏
で
は
、
分
国
周
辺
で
勢
力
拡
大
を
図
ろ
う
と
す
る
弘
世
と
、
幕
府
や
九
州
探
題
に
積
極
的
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
嫡
男
義
弘

と
の
間
に
路
線
対
立
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
（
松
岡
久
人
『
大
内
義
弘
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
三
年
、
初
出
一
九
六
六
年
）、
そ
れ
が
康
暦

二
年
（
一
三
八
〇
）
の
内
紛
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
て
い
る
。
義
弘
を
、
単
純
に
弘
世
時
代
の
継
承
者
と
と
ら
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
た
め
、
注

意
が
必
要
で
あ
る
。

永
和
二
年
（
一
三
七
六
）
に
一
旦
守
護
職
を
没
収
さ
れ
て
い
た
石
見
国
で
、
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
八
月
以
降
、
大
内
氏
に
守
護
と
し
て
の

徴
証
が
み
え
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
は
、
康
暦
の
政
変
の
結
果
、
大
内
氏
が
石
見
国
守
護
職
を
還
付
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
（
佐
藤
進
一
『
室

町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究

下
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、「
石
見
」
の
項
）。
た
だ
し
、
佐
藤
進
一
は
、
新
た
な
守
護
を
弘
世
と
認
識

し
て
い
る
が
、
大
内
氏
研
究
の
成
果
（
松
岡
久
人
『
大
内
氏
の
研
究
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
二
四
七
頁
、
藤
井
崇
『
室
町
期
大
名
権
力

論
』
同
成
社
、
二
〇
一
三
年
、
五
八
頁
）
に
よ
る
と
、
還
付
さ
れ
た
の
は
義
弘
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
幕
府
に
協
力
的
な
姿
勢
を
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示
す
義
弘
へ
の
優
遇
措
置
と
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
も
し
康
暦
の
政
変
の
結
果
、
斯
波
義
将
が
義
弘
に
石
見
国
守
護
職
を
還
付
す
る
判
断
を

下
し
た
の
だ
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
以
前
に
彼
が
「
斯
波
派
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
た
だ
ち
に
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
前
任
守
護
荒
川
氏
の
終
見
が
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
一
二
月
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
石
見
国
守
護
職
還
付
が
康
暦
の
政
変

（
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
閏
四
月
）
以
前
、
す
な
わ
ち
細
川
頼
之
執
政
期
の
措
置
で
あ
る
可
能
性
も
残
っ
て
お
り
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
義

弘
が
こ
れ
以
前
に
協
力
し
続
け
て
い
た
幕
府
と
は
ま
さ
に
細
川
頼
之
執
政
期
の
幕
府
で
あ
っ
た
し
、
下
っ
て
明
徳
の
乱
で
山
名
氏
清
を
迎
え
撃
っ

て
奮
戦
し
た
こ
と
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
た
し
か
に
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
に
今
川
貞
世
が
九
州
探
題
を
罷
免
さ
れ
て
渋
川
満
頼
が

任
命
さ
れ
た
際
に
、
斯
波
義
将
と
大
内
義
弘
が
手
を
組
ん
で
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（「
難
太
平
記
」）
が
、
以
上
の
よ
う
な
諸
点
を
考
慮
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
以
前
の
大
内
義
弘
に
軽
々
し
く
「
斯
波
派
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

47
「
後
光
厳
院
御
記
」
応
安
三
年
一
〇
月
一
日
条
。

48

註
⑴
佐
藤
著
書
四
〇
二
頁
。
な
お
、
同
じ
箇
所
で
は
、
後
年
に
お
け
る
今
川
貞
世
の
登
用
に
つ
い
て
、「
斯
波
派
」
の
勢
力
削
減
策
と
す
る
理
解

が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

49

飯
沼
賢
司
「「
後
家
」
の
力
」（『
中
世
を
考
え
る

家
族
と
性
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）。

50
『
南
北
朝
遺
文
九
州
編
』
四
七
一
〇
号
（
貞
治
六
年
）
一
二
月
八
日
付
細
川
頼
之
書
状
写
、
四
七
一
一
号
（
貞
治
六
年
）
一
二
月
二
五
日
付
斎
藤

素
心
書
状
写
（
と
も
に
「
肥
後
阿
蘇
家
文
書
」）。
な
お
川
添
昭
二
「
今
川
了
俊
伝
稿
」（『
東
ア
ジ
ア
と
日
本

歴
史
編
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八

七
年
）
も
参
照
。

51

註
⑴
佐
藤
著
書
四
〇
九
頁
。

52

山
田
邦
明
「
足
利
義
詮
と
朝
廷
」（『
中
世
の
内
乱
と
社
会
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）、
伊
藤
俊
一
「
武
家
政
権
の
再
生
と
太
平
記
」（『
太

平
記
を
読
む
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）、
石
原
比
伊
呂
『
室
町
時
代
の
将
軍
家
と
天
皇
家
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
。
た
だ

し
、
個
々
の
議
論
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
具
体
的
な
点
に
つ
い
て
は
、
逆
に
義
詮
へ
の
過
剰
評
価
の
傾
向
が
あ
る
よ
う
な
印
象
も
受
け
る
。
今
後
、

妥
当
性
に
つ
い
て
検
証
が
必
要
だ
ろ
う
。

53
『
続
群
書
類
従

系
図
部
』「
渋
川
系
図
」。

54

永
和
・
康
暦
年
間
以
後
の
義
満
の
公
家
社
会
進
出
は
、
日
野
家
と
の
婚
姻
を
起
点
に
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
註
⑽
拙
稿
で
も
述

べ
た
）
が
、
そ
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
足
利
将
軍
家
姻
族
と
し
て
の
渋
川
氏
の
存
在
を
相
対
化
す
る
側
面
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。
義
満

・
細
川
頼
之
の
み
せ
た
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
て
、
渋
川
幸
子
が
警
戒
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
詳
し
く
は
別
の
機
会
に
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論
じ
た
い
。

55
『
後
愚
昧
記
』
康
暦
元
年
閏
四
月
一
四
日
条
。

56
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
康
暦
二
年
五
月
三
日
条
、『
迎
陽
記
』
康
暦
二
年
四
月
一
二
・
一
八
日
条
な
ど
。

57

註
50
斎
藤
素
心
書
状
写
。

58

こ
こ
に
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
重
要
な
の
は
九
州
の
南
朝
軍
を
制
圧
し
う
る
軍
事
力
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

59

あ
と
は
、
あ
え
て
い
え
ば
、
駿
河
守
護
職
を
兄
の
子
に
継
承
さ
せ
た
貞
世
を
頼
之
が
賞
賛
し
た
と
い
う
「
難
太
平
記
」
の
記
事
が
残
る
程
度
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
記
事
の
内
容
が
か
り
に
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
貞
世
と
頼
之
が
政
治
的
提
携
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
積
極
的
に
証
明

す
る
も
の
で
は
な
い
。

60
『
尊
卑
分
脈
』、『
続
群
書
類
従

系
図
部
』「
土
岐
系
図
」。

61
『
後
深
心
院
関
白
記
』
応
安
五
年
六
月
一
一
日
条
。

62

康
暦
の
政
変
時
、
義
満
に
対
し
て
高
秀
を
取
り
な
し
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
二
条
良
基
だ
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
二
条
良
基

の
周
辺
に
つ
い
て
は
、
小
川
剛
生
『
二
条
良
基
研
究
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
も
参
照
の
こ
と
。

63

な
お
、
細
川
頼
之
・
春
屋
妙
葩
の
間
に
対
立
が
あ
り
、
妙
葩
が
京
都
を
離
れ
た
こ
と
、
そ
の
の
ち
頼
之
が
代
わ
っ
て
龍
湫
周
澤
を
重
用
し
た
こ

と
、
康
暦
の
政
変
後
に
妙
葩
が
京
都
に
呼
び
戻
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
春
屋
妙
葩
を
「
斯
波
派
」、
龍
湫
周
澤
を
「
細
川
派
」
と
す
る
理
解
が

み
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
春
屋
妙
葩
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
応
安
二
年
（
一
三
六
九
）
以
降
に
頼
之
と
対
立
す
る
が
、
こ
の
時
に
は
ま
だ
斯
波
氏
と
の
関
係

は
み
え
ず
、
土
岐
頼
康
と
の
関
係
の
ほ
う
を
強
調
す
べ
き
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
註
⑽
拙
稿
で
も
述
べ
た
）。

一
方
の
龍
湫
周
澤
に
つ
い
て
は
、
斯
波
高
経
の
七
周
忌
を
お
こ
な
っ
て
い
た
り
（『
大
日
本
史
料
』
貞
治
六
年
七
月
一
三
日
条
）、
土
岐
頼
康
の

弟
頼
雄
に
招
か
れ
、
揖
斐
荘
大
興
寺
の
開
山
と
な
っ
た
り
し
て
お
り
（『
大
日
本
史
料
』
応
安
元
年
六
月
三
日
条
）、
こ
ち
ら
も
当
初
か
ら
「
細
川

派
」
だ
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
た
め
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

64

な
お
、
小
要
博
「
仁
木
義
長
排
斥
事
件
覚
書
」（『
日
本
歴
史
』
三
五
六
号
、
一
九
七
八
年
）
で
は
、
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
の
仁
木
義
長
没
落

事
件
に
関
し
て
、
佐
々
木
京
極
高
氏
で
は
な
く
、
細
川
清
氏
が
中
心
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

65

註
31
小
川
信
『
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』・『
細
川
頼
之
』
や
註
64
小
要
論
文
な
ど
も
参
照
の
こ
と
。
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